
中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

︱
︱
パ
ラ
オ
の
伝
説
と
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
﹃
O
r
t
h
o
d
o
x
y
﹄
を
手
が
か
り
に
︱
︱

橋

本

正

志

は
じ
め
に

中
島
敦
︵
一
九
〇
九
～
一
九
四
二
︶
の
﹁
山
月
記(

)

﹂﹁
幸
福(

)

﹂
に
は
︑
イ
ギ
リ
ス

1

2

の
作
家
・
批
評
家
ギ
ル
バ
ー
ト
・
キ
ー
ス
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
︵
一
八
七
四
～
一
九

三
六
︶
の
評
論
﹃
O
rth
od
ox
y

(

)

﹄
︵
一
九
〇
八
︶
の
影
響
が
指
摘(

)

で
き
る
︒
と
く
に

3

4

﹁
山
月
記
﹂
に
お
い
て
は
︑
主
人
公
・
李
徴
が
﹁
虎
﹂
に
変
身
し
た
理
由
と
し
て

語
る
﹁
生
き
も
の
の
さ﹅

だ﹅

め﹅

﹂﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
︑
尊
大
な
羞
恥
心
﹂
な
ど
の

表
現
を
は
じ
め
︑
そ
の
運
命
に
至
っ
た
現
在
ま
で
を
語
る
告
白
文
の
背
後
に
︑

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
同
書
に
展
開
さ
れ
た
議
論
の
内
容
の
影
響
が
み
て
と
れ
る
こ
と

は
重
視
さ
れ
て
よ
い
︒

ま
た
﹁
夢
﹂
と
﹁
現
実
﹂
の
︿
二
つ
の
世
界
﹀
を
舞
台
に
︑﹁
人
間
﹂
存
在
の

あ
り
よ
う
を
相
対
化
し
て
描
い
た
﹁
幸
福
﹂
の
方
法
は
︑﹁
山
月
記
﹂
で
の
﹁
人

間
﹂
と
﹁
虎
﹂
と
の
間
で
苦
悩
を
深
め
る
心
理
へ
の
強
い
関
心
が
前
提
と
な
っ
て

追
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
山
月
記
﹂
と
執
筆
時
期
の
近
い
長
篇
﹁
光
と

風
と
夢
﹂
の
成
立
に
際
し
て
も
︑
中
島
は
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ

ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
論
﹃
R
ob
ert
L
ou
is
S
tev
en
son

(

)

﹄
︵
一
九
二
七
︶
の
影

5

響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
指
摘(

)

で
き
る
︒

6

こ
の
よ
う
に
中
島
作
品
に
お
け
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な

い
一
方
で
︑
中
島
は
自
伝
的
作
品
﹁
狼
疾
記
﹂
に
お
い
て
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
エ
ッ

セ
イ
を
﹁
楽
天
的
﹂
と
評
す
る
な
ど
︑
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
屈
折
し
た
心
裏
が
窺

え
る
︒
ま
た
﹁
年
代
未
詳
三
﹂︿
メ
モ
の
部
﹀
で
も
︑﹁
○

C
h
esterton

(

)

﹂
と

7

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
名
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
消
す
な
ど
︑
韜
晦
し
た
受
容
の
あ
り
よ
う

が
み
て
と
れ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
中
島
が
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
に
関
心
を
も
っ
た
一
九
三
六
︵
昭

︶
年
以
降
︑
比
較
的
近
い
時
期
に
構
想
・
執
筆
さ
れ
た
作
品
の
多
く
に
少
な
か

11ら
ぬ
影
響
が
指
摘
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
と
の
関
わ
り
は

少
な
く
と
も
南
洋
行
後
の
﹁
幸
福
﹂
成
立
時
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
は

文
壇
登
場
前
後
の
五
年
以
上
に
わ
た
る
中
島
の
文
学
的
苦
悩
や
ò
藤
が
む
し
ろ
伝

わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

小
論
で
は
︑
ま
ず
﹁
幸
福
﹂
に
つ
い
て
旧
南
洋
群
島
で
交
流
の
あ
っ
た
民
族
誌

家
・
土
方
久
功
︵
一
九
〇
〇
～
一
九
七
七
︶
の
研
究
に
基
づ
く
パ
ラ
オ
の
﹁
ブ
ケ

オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
を
確
認
し
な
が
ら
︑
作
中
の
﹁
夢
﹂
を
介
し
た
登
場

人
物
の
入
れ
替
わ
り
の
モ
チ
ー
フ
と
︑
南
洋
行
前
か
ら
継
続
し
て
い
た
チ
ェ
ス
タ

ト
ン
へ
の
強
い
関
心
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
︒
次
に
南
洋
行

前
に
脱
稿
さ
れ
た
﹁
山
月
記
﹂
に
つ
い
て
も
遡
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
︑
主

人
公
・
李
徴
の
語
る
人
間
か
ら
虎
へ
の
変
身
理
由
の
告
白
に
作
者
中
島
の
チ
ェ
ス

タ
ト
ン
か
ら
の
影
響
感
化
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
︒

南
洋
行
前
後
の
中
島
作
品
に
み
ら
れ
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影
響
を
分
析
す
る
こ

と
は
︑
一
九
四
〇
年
前
後
の
日
本
統
治
下
の
パ
ラ
オ
社
会
と
の
関
わ
り
で
﹁
山
月

記
﹂﹁
幸
福
﹂
の
意
義
を
見
出
し
︑
ま
た
最
晩
年
の
﹁
弟
子
﹂﹁
李
陵
﹂
な
ど
の
作

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
四
一
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品
に
結
実
す
る
中
島
文
学
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
欠
か
せ
な
い
要
目
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

一
︑
﹁
幸
福
﹂︵
一
︶
︱
︱
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝

説
﹂
と
の
関
わ
り
か
ら

ま
ず
は
︑
中
島
の
南
洋
パ
ラ
オ
か
ら
の
帰
国
後
に
成
立
し
た
﹁
幸
福
﹂
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
︒
中
島
が
パ
ラ
オ
で
親
交
を
結
ん
だ
土
方
久
功
の
﹃
パ
ラ
オ
の
神

話
伝
説
﹄
︵
大
和
書
店
︑
一
九
四
二
年
十
一
月
︶
に
は
︑﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
と
い
う

寓
話
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
蔵
書
に
も
残
る
こ
の
物
語
を
︑
中
島
は
﹁
名
人

伝
﹂
を
執
筆
す
る
際
に
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
が(

)

︑
同
様
に

8

﹁
幸
福
﹂
も
そ
う
し
た
土
方
と
の
親
し
い
交
流
な
く
し
て
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
作

品
で
あ
り
︑
中
島
の
﹁
南
洋
も
の
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
帰
国
後
の
文
学
に
与
え
た

土
方
の
影
響
力
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
︒

こ
の
﹁
幸
福
﹂
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
中
島
が
記
し
た
メ
モ
書
き
に
は
次

の
よ
う
な
一
覧
が
あ
る
︒

○
因
果
録
／
○
第
三
の
饗
宴
／
○
河
馬
／
○
夢
男
／
○
名
人
伝
／
○
何
故
︑

／
○
女
同
士
の
喧
嘩
︑
／
同
志

○
カ
ヤ
ン
ガ
ル
記
︑
／
○
パ
ラ
オ
の
神
々
︑
／
○
遠
い
島
の
︹
夜
︺
話
／
○

／
素
朴
な
話(

)

︑
︵
傍
線
・
引
用
者
︒
引
用
文
中
の
﹁
／
﹂
は
改
行
を
示
す
︒
以
下

9

同
じ
︶

こ
れ
ら
の
作
品
の
原
題
や
内
容
に
関
す
る
メ
モ
の
う
ち
︑﹁
夢
男
﹂﹁
遠
い
島
の

︹
夜
︺
話
﹂
に
つ
い
て
は
︑
後
に
﹁
幸
福
﹂﹁
夫
婦
﹂﹁
雞
﹂
︵
総
題
﹁
遠
い
島
の

話
﹂︶
と
し
て
浄
書
原
稿
︵
別
稿
︶
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
幸
福
﹂

は
︑
南
洋
か
ら
の
帰
国
後
に
︑
第
二
創
作
集
﹃
南
島
譚
﹄
の
出
版
に
向
け
た
構
想

過
程
で
列
記
さ
れ
た
作
品
︵
土
方
か
ら
提
供
さ
れ
た
素
材
も
多
く
活
か
さ
れ
て
い
る
︶

の
構
想
時
期
と
近
い
時
期
に
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

｢幸
福
﹂
は
︑﹁
大
支
配
者

ム

レ

ー

デ

ル

﹂
と
そ
の
召
使
い
で
あ
る
﹁
下
男
﹂
︵﹁
極
め
て
哀
れ

な
男
﹂︶
が
各
々
の
﹁
夢
﹂
を
通
じ
て
双
方
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
て
い
く
物
語
で

あ
る
︒﹁
下
僕
﹂
が
毎
夜
見
る
夢
の
中
で
︑
主
人
た
る
﹁
第
一
長
老

ル
バ
ツ
ク

﹂
に
成
り
代

わ
っ
て
い
く
顛
末
が
描
か
れ
た
﹁
幸
福
﹂
は
︑
土
方
の
﹁
パ
ラ
オ
石
神
並
に
石
製

遺
物
報
告(

)

﹂
や
﹁
過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の
宗
教
と
信
仰
﹂
お
よ
び
末
尾
の

10

﹁︹
附
︺
パ
ラ
オ
に
於
け
る
信
仰
的
新
結
社
に
就
い
て(

)

﹂
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
る
多

11

く
の
民
俗
学
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
度
々
指
摘
が
な
さ

れ
て
き
た
︒

と
く
に
︑
土
方
が
現
地
で
採
集
し
た
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
︵
後
に
﹃
パ
ラ
オ
の
神

話
伝
説
﹄
収
録
︶
の
一
節
は
︑
中
島
の
﹁
幸
福
﹂
に
も
﹁
下
僕
﹂
の
主
人
の
家
に

伝
え
ら
れ
る
﹁
投
槍
﹂
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
彼
の
家
に

は
︑
昔
そ
の
祖
先
の
一
人
が
カ
ヤ
ン
ガ
ル
島
を
討
つ
た
時
敵
の
大
将
を
唯
の
一
突

き
に
仕
留
め
た
と
い
ふ
誉
れ
の
投
槍
が
蔵
さ
れ
て
ゐ
る(

)

﹂
と
︒
こ
の
一
文
に
触
れ

12

ら
れ
て
い
る
﹁
祖
先
の
一
人
﹂
が
﹁
敵
の
大
将
﹂
を
討
ち
取
っ
た
と
い
う
武
勇
伝

は
︑
た
し
か
に
次
の
土
方
の
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
後
半
の
内
容
と
酷
似
し
て
い

る
︒
長
く
な
る
が
︑
該
当
す
る
部
分
を
挙
げ
て
み
た
い
︒

話
か
は
つ
て
︑
当
時
ガ
ラ
ル
ヅ
は
ガ
ル
ホ
ロ
ン
と
戦
争
を
し
て
居
た
が
︑

ガ
ル
ホ
ロ
ン
に
は
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ
︵
ヘ
ル
イ
ブ
は
鼈
甲
の
意
︶
と
云
つ
て
体
中

に
鼈
甲
が
重
り
被
う
て
ゐ
て
︑
ど
ん
な
強
い
投
槍
も
通
す
こ
と
が
出
来
な
い

強
い
者
が
居
た
の
で
︑
ガ
ラ
ル
ヅ
は
何
う
し
て
も
勝
つ
こ
と
が
出
来
な
か
つ

た
︒
ガ
ラ
ル
ヅ
の
大
×
長
マ
ヅ
は
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
に
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ

ル
と
云
ふ
勇
者
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
︑
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
に
助
け
を
求
め

一
四
二
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た
︒
／
そ
こ
で
ブ
ケ
オ
は
ガ
ラ
ル
ヅ
に
行
つ
た
︒︹
中
略
︺
／
ガ
ル
ホ
ロ
ン

か
ら
は
例
の
如
く
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ
が
一
人
出
て
来
る
︒
ガ
ラ
ル
ヅ
か
ら
は
ブ

ケ
オ
を
出
し
て
雌
雄
を
決
せ
し
め
た
が
︑
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ
が
大
音
声
に
よ
ば

は
つ
て
出
て
来
る
処
を
︑
ブ
ケ
オ
は
只
一
本
の
強
い
投
槍
で
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ

の
口
の
中
を
み
ご
と
に
突
き
貫
い
て
し
ま
つ
た
︒
そ
し
て
ガ
ラ
ル
ヅ
は
戦
に

勝
つ
こ
と
が
出
来
た
︒
／
大
×
長
マ
ヅ
は
非
常
に
喜
ん
で
賞
与
と
し
て
金
で

も
女
で
も
望
み
に
任
せ
る
旨
を
伝
へ
た
︒
だ
が
︑
ブ
ケ
オ
は
金
も
女
も
貰
は

な
い
で
此
の
鰐
の
石
神
を
乞
ひ
受
け
て
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
に
持
つ
て
帰
つ
た
の

で
あ
つ
た(

)

︒
13

こ
の
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
の
内
容
と
中
島
の
﹁
幸
福
﹂
の
一
節
に
引
か
れ
た
伝

説
は
︑
と
も
に
﹁
投
槍
﹂
で
敵
を
一
突
き
で
倒
し
た
武
勇
伝
で
あ
る
点
に
お
い
て

共
通
し
て
い
る
︒
い
ま
仮
に
︑﹁
幸
福
﹂
で
の
﹁
大
支
配
者
﹂
の
﹁
祖
先
の
一
人
﹂

に
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹁
ブ
ケ
オ
﹂
が
該
当
す
る
と
解
釈
し
た
場
合
︑
中
島
の
﹁
幸

福
﹂
の
﹁
主
人
﹂
と
﹁
下
僕
﹂
が
﹁
夢
﹂
を
介
し
て
立
場
を
逆
転
さ
せ
る
物
語

は
︑
そ
の
前
史
と
し
て
﹁
ブ
ケ
オ
﹂
が
﹁
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ
﹂
を
討
ち
取
っ
た
パ
ラ

オ
の
伝
説
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

た
だ
し
︑
土
方
の
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
は
︑
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
︵
コ
レ
ヨ
ル
＝
コ

ロ
ー
ル
地
方
の
部
落
名
︶
の
勇
者
﹁
ブ
ケ
オ
﹂
が
︑
ガ
ラ
ル
ヅ
︵
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島

北
部
の
地
方
名
で
︑
島
北
端
の
ガ
ル
ホ
ロ
ン
の
南
に
接
す
る
︶
を
助
け
る
た
め
に
︑
ガ

ル
ホ
ロ
ン
︵
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
北
端
の
半
島
の
地
方
名
︶
の
敵
を
討
っ
た
内
容
で
あ

る
の
に
対
し
て
︑
中
島
の
﹁
幸
福
﹂
は
︑
オ
ル
ワ
ン
ガ
ル
島
︵
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島

の
北
に
あ
っ
た
島
︶
の
﹁
大
支
配
者
﹂
の
﹁
祖
先
の
一
人
﹂
が
︑
カ
ヤ
ン
ガ
ル
島

︵
オ
ル
ワ
ン
ガ
ル
島
の
南
に
あ
る
島
︶
を
討
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
︑
土
方
の
採

話
と
は
場
所
︑
方
角
な
ど
が
逆
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
土
方
の
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
が
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
の
南
に
あ
る
コ

レ
ヨ
ル
島
か
ら
バ
ベ
ル
ダ
オ
ブ
島
北
端
の
敵
を
討
つ
物
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

中
島
の
﹁
幸
福
﹂
で
は
︑
今
は
な
き
北
の
島
︵
土
方
に
拠
れ
ば
カ
ヤ
ン
ガ
ル
島
の

﹁
北
方
﹂
に
あ
っ
た
島
で
︑
当
時
﹁
小
さ
な
砂
島(

)
﹂
と
な
っ
て
い
た
オ
ル
ワ
ン
ガ
ル
島
︶

14

か
ら
南
の
カ
ヤ
ン
ガ
ル
島
の
敵
を
討
つ
物
語
へ
と
地
理
関
係
が
反
転
さ
れ
︑
い
わ

ば
脚
色
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
幸
福
﹂
の
冒
頭
に
お
い
て
は
︑﹁
此
の
島
﹂
と

し
て
舞
台
の
島
の
名
が
伏
せ
ら
れ
て
い
た
が
︑
末
尾
に
お
い
て
初
め
て
﹁
オ
ル
ワ

ン
ガ
ル
島
﹂
を
舞
台
に
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
中
島

は
︑
土
方
の
採
集
物
語
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
を
念
頭
に
︑
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
な

が
ら
︑
帰
国
後
に
﹁
幸
福
﹂
を
執
筆
す
る
過
程
で
土
方
の
原
話
と
同
様
の
舞
台
と

な
る
こ
と
を
避
け
て
虚
構
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
後
述
す
る
が
︑
こ
う

し
た
創
作
に
お
い
て
生
じ
た
中
島
の
作
意
は
︑
多
分
に
﹁
幸
福
﹂
で
追
究
さ
れ
た

主
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
上
掲
の
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
に
関
連
し
て
確
認
し
て
お

き
た
い
﹁
投
槍
﹂
の
由
来
が
あ
る
︒
土
方
は
﹁
過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の
宗
教

と
信
仰
﹂
に
お
い
て
︑﹁
槍
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
一
節
を
記
し
て
い
る
︒

そ
れ
か
ら
今
一
つ
変
っ
た
も
の
で
は
︑
ガ
ラ
ル
ヅ
の
ド
シ
ョ
ゴ
ン
部
落
の

廃
址
に
行
き
ま
し
た
時
に
︑
只
一
軒
だ
け
ア
・
イ
ル
ー
と
云
う
家
が
残
っ
て

居
り
ま
し
た
が
︑
其
の
家
の
中
に
は
︹
中
略
︺
大
き
な
一
木
製
の
槍
が
あ
り

ま
し
た
︒
是
れ
に
つ
い
て
は
説
明
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑

コ
゜

レ
ヨ
ル
の
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
に
も
昔
此
の
様
な
大
き
な
槍
が
あ
っ
た
と
云
い

ま
す
︒
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
廃
址
に
只
一
人
踏
止
ま
っ
て
居
た
︑
元
×
長
の
イ
ケ

ツ
老
人
の
言
に
よ
れ
ば
既
記
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
が
ガ
ラ
ル
ヅ
に
た
の

ま
れ
て
︑
ガ
ル
コ
゜

ロ
ン
の
コ
゜

ソ
コ
゜

ル
イ
ブ
を
突
き
殺
し
た
槍
で
あ
っ
た
と
云

い
︑
丸
太
の
様
に
太
い
も
の
で
あ
っ
た
と
云
い
ま
す
︒
ま
た
イ
ベ
ヅ
ー
ル

も
︑
此
の
槍
を
見
知
っ
て
居
る
が
檳
4
樹
位
の
太
さ
が
あ
っ
た
と
云
い
︑
猶

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開
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此
の
槍
は
コ
゜

ソ
コ
゜

ル
イ
ブ
の
口
の
中
を
突
い
た
の
で
歯
の
あ
と
が
ぎ
ざ
ぎ
ざ

つ
い
て
居
た
と
云
い
ま
す
︒
こ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
人
が
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
︑
丁
度
此
の
ド
シ
ョ
ゴ
ン
の
も
の
と
同
じ
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す(

)

︒
15

さ
ら
に
︑
同
じ
く
土
方
の
﹁
パ
ラ
オ
石
神
並
に
石
製
遺
物
報
告
﹂
の
中
で
は
︑

私
が
行
き
ま
し
た
頃
は
︑
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
は
既
に
全
く
廃
村
同
様
に
な
っ

て
居
て
︑
只
一
軒
の
家
が
あ
っ
て
︑
其
処
に
こ
の
部
落
の
昔
の
×
長
イ
ケ
ツ

老
人
が
病
軀
を
横
た
え
て
止
ま
り
住
ん
で
居
り
ま
し
た
︒
／
イ
ケ
ツ
の
伝
承

に
よ
れ
ば
︑
此
の
石
の
在
る
処
は
ガ
ッ
ツ
プ
ユ
ク
゜

と
云
わ
れ
︑
こ
の
石
は
も

と
ガ
ラ
ル
ヅ
に
あ
っ
た
も
の
を
︑
次
の
様
な
次
第
で
此
の
村
に
持
っ
て
来
ら

れ
た
と
云
い
ま
す(

)

︒
16

と
褒
美
の
﹁
石
﹂
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
︑
両
資
料
に
﹁
ブ
ケ
オ
﹂
が
﹁
槍
﹂
で

﹁
ホ
ソ
ホ
ル
イ
ブ
﹂
を
倒
し
た
と
い
う
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
に
つ

い
て
語
る
﹁
イ
ケ
ツ
老
人
﹂
の
様
子
︵
病
状
︶
も
あ
わ
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
﹁
近
代
パ
ラ
オ
の
王
様
と
も
云
う
べ
き
大
×
長
﹂
の
﹁
イ
ベ
ヅ
ー
ル
﹂
︵﹁
個

名
テ
ム
と
云
う
当
時
七
十
余
歳
の
老
人
﹂
だ
っ
た
と
い
う
︶
の
証
言
に
基
づ
く
﹁
注
﹂

と
し
て
︑﹁
ブ
ケ
オ
が
コ
゜

ソ
コ
゜

ル
イ
ブ
を
打
殺
し
た
の
は
こ
の
石
神
の
導
き
に

よ
っ
た
の
で
︑
そ
れ
で
ブ
ケ
オ
は
こ
の
石
神
を
乞
う
て
来
た
の
だ
と
云
う(

)

﹂
と
も

17

記
さ
れ
て
お
り
︑
ス
ペ
イ
ン
領
有
以
降
︑
日
本
も
含
む
列
強
支
配
の
歴
史
に
お
い

て
︑
以
前
の
勢
力
を
失
っ
た
元
﹁
×
長
﹂
の
現
在
の
姿
と
と
も
に
︑
彼
ら
が
語
る

か
つ
て
の
パ
ラ
オ
の
武
功
や
権
勢
に
つ
い
て
の
伝
承
が
土
方
の
民
俗
学
研
究
に

よ
っ
て
採
集
・
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
土

方
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
中
島
の
﹁
幸
福
﹂
が
構
想
・
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
も

あ
る
こ
と
を
︑
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

二
︑﹁
幸
福
﹂︵
二
︶
︱
︱
﹁
モ
・
バ
ヅ
﹂
に
よ
る
﹁
仕
合

せ
な
夢
﹂

さ
て
︑
中
島
は
﹁
ノ
ー
ト
第
五
﹂
に
﹁
石
に
な
る

モ

・

バ

ヅ

︵
寐
る
︶(

)﹂
と
の
メ
モ
を
残

18

し
て
お
り
︑
一
九
四
二
︵
昭

︶
年
三
月
半
ば
に
パ
ラ
オ
よ
り
帰
国
す
る
前
か
ら

17

土
方
の
民
俗
学
研
究
に
直
接
触
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
以
下
に
︑
中
島
が
参

考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
土
方
の
研
究
内
容
を
引
い
て
み
た
い
︒

モ

バ
ヅ
︵
ボ

バ
ヅ
︶
は
パ
ラ
オ
語
で
は
寝
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

り
ま
す
︒
寝
る
こ
と
を
石
に
な
る
と
云
い
︑
死
ぬ
と
き
は
石
に
な
っ
て
其
の

魂
が
天
に
昇
る
と
云
う
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
人
間
が
寝
て
居
る
間
は
我
々
の

魂
は
我
々
の
肉
体
か
ら
ぬ
け
出
し
て
歩
き
ま
わ
っ
て
居
る
と
云
う
考
え
方

は
︑
未
開
人
の
多
く
に
通
じ
る
考
え
で
あ
り
︑
そ
の
魂
が
肉
体
か
ら
ぬ
け
出

た
き
り
で
遂
に
帰
っ
て
来
な
く
な
る
と
︑
そ
れ
が
我
々
の
﹁
死
﹂
で
あ
る
の

で
す
か
ら
︑
斯
う
云
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
パ
ラ
オ
人
の
間
に
は
︑
人
間
が
死

ぬ
と
石
に
な
る
と
云
う
様
な
俗
信
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す(

)

︒
19

ま
た
︑
中
島
の
同
じ
メ
モ
に
は
︑﹁
テ
イ
ヤ
カ
・
ガ
イ
ス
﹂
と
あ
る
が
︵
ガ
イ

ス
は
﹁
出
来
ご
と
︑
k(

)
﹂
の
意
︶
︑
や
は
り
土
方
の
﹁
過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の

20

宗
教
と
信
仰
﹂
の
次
の
内
容
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

パ
ラ
オ
人
は
誠
に
見
え
坊
で
話
好
き
で
︑
二
人
三
人
道
で
出
�
え
ば
直
ち

に
腰
を
下
し
て
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
を
話
し
は
じ
め
ま
す
︒
他
村
の
者
が
来
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れ
ば
第
一
番
に
聞
く
こ
と
は
﹁
デ
イ
ヤ
カ

カ
゜

イ
ス
﹂
︵
ニ
ュ
ー
ス
は
な
い
か

ね
︶
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す(

)

︒
21

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
れ
ら
の
土
方
の
研
究
に
関
連
し
て
︑
k
話
の
具
体

例
と
と
も
に
︑
次
の
よ
う
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
こ
で
一
人
の
気
の
小
さ
な
土
人
が
何
か
の
状
態
で
精
神
に
異
常
を
呈
す

る
︒
そ
し
て
た
ま
た
ま
自
分
が
平
素
恐
れ
て
居
る
悪
霊
悪
神
に
な
っ
た
様
に

錯
覚
す
る
︱
︱
酒
を
飲
ん
だ
場
合
と
か
精
神
に
異
常
を
来
た
し
た
場
合
な
ど

に
平
素
の
其
人
と
正
反
対
な
性
質
を
現
わ
す
様
な
例
は
随
分
多
い
も
の
で
す

︱
︱(

)
22

後
半
で
詳
述
す
る
が
︑
南
洋
行
の
直
前
に
人
間
か
ら
虎
へ
の
変
身
に
至
る
﹁
性

情
﹂
を
描
い
た
﹁
山
月
記
﹂
の
テ
ー
マ
と
も
繫
が
る
︿
人
間
の
二
面
性
﹀
へ
の
関

心
が
︑
こ
う
し
た
土
方
の
民
俗
学
研
究
の
成
果
と
も
結
び
つ
く
形
で
︑
そ
の
ま
ま

南
洋
行
後
の
﹁
幸
福
﹂
構
想
・
執
筆
時
期
に
ま
で
持﹅

続﹅

し﹅

て﹅

い﹅

た﹅

可
能
性
が
指
摘

で
き
よ
う
︒
こ
う
し
た
関
心
の
基
底
に
は
︱
︱
す
で
に
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
が

﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
で
﹁
こ
の
世
界
﹂
は
﹁
実
に
不
思
議
な
驚
く
べ
き
世
界
﹂
で
あ

り
︑﹁
今
と
は
ま
っ
た
く
別
様
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
世
界(

)

﹂
で
あ
る
と

23

主
張
し
︑﹁
こ
の
世
界
﹂
を
相
対
化
す
る
視
点
の
重
要
性
を
提
唱
し
て
い
た
よ
う

に
︱
︱
南
洋
行
以
前
の
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
繙
読
に
よ
る
影
響
が
﹁
幸
福
﹂
の
執
筆

に
際
し
て
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
に
お
い
て
﹁
人
間
を

正
気
に
保
つ
も
の
は
い
っ
た
い
何
か
﹂
と
い
う
問
い
に
﹁
二
つ
の
真
実
﹂
︵
th
e

tw
o
tru
th
s︶
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
用
い
て
︑
次
の
よ
う
な
﹁
回
答
﹂
を
出
し
て
い

る
︵
II.
T
h
e
M
an
iac,
p
p
.48-49︶
︒

現
実
の
人
間
の
歴
史
を
通
じ
て
︑
人
間
を
正
気
に
保
っ
て
き
た
も
の
は
何
で

あ
る
の
か
︒
神
秘
主
義
な
の
で
あ
る
︒
心
に
神
秘
を
持
っ
て
い
る
か
ぎ
り
︑

人
間
は
健
康
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
神
秘
を
破
壊
す
る
時
︑
す
な
わ
ち
狂

気
が
創
ら
れ
る
︒︹
中
略
︺
か
り
に
真
実
が
二
つ
存
在
し
︑
お
互
い
に
矛
盾

す
る
よ
う
に
思
え
た
場
合
で
も
︑
矛
盾
も
ひ
っ
く
る
め
て
二
つ
の
真
実
を
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
︹
中
略
︺
二
つ
の
ち
が
っ
た
物
の
姿

が
同
時
に
見
え
て
い
て
︑
そ
れ
で
そ
れ
だ
け
よ
け
い
に
物
が
よ
く
見
え
る
の

だ
︒
こ
う
し
て
彼
は
︑
運
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
信
じ
な
が
ら
︑
同
時
に

自
由
意
思
と
い
う
も
の
も
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
き
た
の
で
あ
る
︒︹
中
略
︺

こ
の
よ
う
に
︑
一
見
矛
盾
す
る
も
の
を
互
い
に
釣
り
合
わ
し
て
き
た
か
ら
こ

そ
︑
健
康
な
人
間
は
晴
れ
晴
れ
と
世
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

︹
中
略
︺
つ
ま
り
︑
人
間
は
︑
理
解
し
え
な
い
も
の
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
︑

は
じ
め
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ(

)

︒
24

他
に
も
︑
中
島
の
﹁
ノ
ー
ト
第
五
﹂
に
は
﹁
恐
し
い

マ

ダ

ク

ツ

﹂
と
の
メ
モ
が
あ
り
︵
こ

の
﹁
恐
れ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
総
題
︿
南
島
譚
﹀
の
中
の
一
篇
﹁
雞
﹂
に
も
土
方
の
研
究
が

下
敷
き
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る(

)
︶
︑
土
方
の
﹁
過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の
宗
教

25

と
信
仰
﹂
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
明
ら
か
に
中
島
は
南
洋
行
後
の
作
品

に
お
い
て
土
方
の
研
究
を
参
看
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
体
︑
未
開
人
の
間
に
は
此
の
﹁
恐
れ
﹂
の
観
念
が
非
常
に
大
き
い
と
思

わ
れ
ま
す
︒
パ
ラ
オ
ば
か
り
で
は
な
く
︑
ヤ
ッ
プ
︑
ト
ラ
ッ
ク
の
離
島
あ
た

り
の
者
で
も
︑
彼
等
の
通
常
の
話
の
中
に
此
の
﹁
恐
ろ
し
い
﹂
と
云
う
言
葉

が
実
に
多
く
聞
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す(

)

︒
26

お
そ
ら
く
中
島
は
土
方
と
の
親
し
い
交
流
の
過
程
で
︑
主
に
﹁
過
去
に
於
け
る

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
四
五
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パ
ラ
オ
人
の
宗
教
と
信
仰
﹂
や
︑
そ
の
末
尾
の
﹁︹
附
︺
パ
ラ
オ
に
於
け
る
信
仰

的
新
結
社
に
就
い
て
﹂
な
ど
の
内
容
︵
研
究
ノ
ー
ト
な
ど
を
含
む
︶
に
直
接
触
れ
る

機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
南
洋
行
前
に
脱
稿
さ
れ
た
﹁
山
月
記
﹂
な
ど
に

み
え
る
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
人
間
の
運
命
に
対
す
る
﹁
恐

れ
﹂
や
矛
盾
す
る
心
理
︑
存
在
の
不
確
か
さ
︑
ま
た
理
解
し
得
な
い
も
の
に
ど
う

向
き
合
う
の
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
い
が
南
洋
行
後
の
作
品
に
お
い
て
も
潜
在

し
︑
か
つ
土
方
の
民
俗
学
研
究
の
内
容
も
取
り
込
み
な
が
ら
深
ま
り
を
獲
得
し
て

い
く
過
程
が
み
て
と
れ
る
︒
こ
う
し
た
特
質
は
︑
晩
年
に
成
立
す
る
中
島
作
品
の

基
底
と
な
り
︑
南
洋
行
後
の
中
島
文
学
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒

三
︑
﹁
山
月
記
﹂︵
一
︶
︱
︱
狂
気
と
し
て
の
理
性
と
そ
の

象
徴
と
し
て
の
﹁
月
光
﹂

と
こ
ろ
で
︑﹁
幸
福
﹂
は
中
国
古
典
﹃
列
子
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
パ
ス
カ
ル
﹁
パ

ン
セ
﹂
を
典
拠
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る(

)

︒
ま
た
先
述
の
通
り
︑
パ
ラ
オ

27

で
の
親
し
い
交
友
関
係
の
中
で
得
ら
れ
た
土
方
の
民
俗
学
研
究
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

加
え
て
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
の
内
容
に
も
拠
り
な
が
ら
︑
そ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
て
成
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

た
と
え
ば
︑
中
島
は
﹁
山
月
記
﹂
の
中
で
﹁
時
に
︑
残
月
︑
光
冷
や
か
に
﹂

﹁
既
に
白
く
光
を
失
つ
た
月
﹂
な
ど
︑
素
材
﹁
人
虎
伝
﹂
に
は
な
い
﹁
月
﹂
と
そ

の
﹁
光
﹂
の
描
写
を
幾
度
も
登
場
さ
せ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
﹁
山
月
記
﹂
に
描
か

れ
た
﹁
月
﹂
に
関
す
る
表
現
に
も
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
か
ら
の

影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
本
節
で
は
︑
こ
う
し
た
﹁
山
月
記
﹂
に
お
け
る

﹁
月
﹂
︵
の
﹁
光
﹂︶
の
描
写
に
つ
い
て
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
︿
二
つ
の
世
界
﹀
の

考
え
方
を
も
と
に
考
え
て
い
き
た
い
︒

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
の
中
で
︑
太
陽
神
と
さ
れ
る
﹁
ア
ポ
ロ
﹂

を
﹁
想
像
力
の
神
ば
か
り
で
な
く
正
気
の
神
﹂
と
し
︑
ま
た
﹁
詩
の
神
で
あ
る
だ

け
で
な
く
︑
ま
た
治
癒
の
守
り
神
で
も
あ
っ
た
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方

で
︑﹁
月
︵
光
︶
﹂
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
II,
p
p
.50-51︶
︒

論
理
万
能
の
主
和
主
義
は
︑︹
中
略
︺
月
光
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

月
光
の
ご
と
く
冷
や
か
に
実
体
が
な
い
︒
光
は
見
え
て
も
熱
が
な
い
︒
そ
れ

に
ま
た
︑
死
の
世
界
か
ら
反
射
さ
れ
て
く
る
か
り
そ
め
の
光
に
す
ぎ
ぬ
︒

︹
中
略
︺
と
い
う
の
も
月
は
完
璧
に
理
性
的
で
あ
る
か
ら
だ
︒
そ
し
て
月
は

い
つ
も
狂
気
の
生
み
の
親
な
の
で
あ
る
︒
古
来
︑
狂
気
を
︑
月
の
引
き
起
こ

す
病
い
と
言
い
な
ら
わ
す
の
は
︑
け
だ
し
古
人
の
知
恵
の
伝
え
る
と
こ
ろ
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
︵﹁
二
﹂
四
一
頁
︶

右
の
引
用
の
よ
う
に
︑﹁
月
﹂
と
は
ま
っ
た
き
﹁
理
性
﹂
︵
u
tterly
reason
ab
le︶

の
象
徴
で
あ
り
︑
ひ
い
て
は
﹁
狂
気
の
生
み
の
親
﹂
︵
th
e
m
oth
er
of
lu
n
atics︶

で
も
あ
る
︑
と
す
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹁
月
﹂
理
解
に
対
す
る
共
感
が
﹁
山
月

記
﹂
執
筆
時
の
中
島
の
筆
致
か
ら
み
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
チ
ェ
ス

タ
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
と
り
わ
け
﹁
精
神
に
異
常
を
き
た
し
て
い
る
人
間
﹂
に
つ

い
て
︑
そ
の
独
自
の
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
︵
II,
p
p
.31-32︶
︑
中
島

は
﹁
山
月
記
﹂
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒

多
少
に
か
か
わ
ら
ず
精
神
に
異
常
を
き
た
し
て
い
る
人
間
と
話
し
た
経
験
が

あ
る
人
な
ら
︹
中
略
︺︑
誰
で
も
思
い
当
た
る
は
ず
で
あ
る
︒
彼
ら
の
い
ち

ば
ん
不
気
味
な
と
こ
ろ
は
︑
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ほ
ど
話
の
細
部
が
明
確
だ
と

い
う
こ
と
だ
︒
彼
ら
の
頭
の
中
の
地
図
で
は
︑
一
つ
一
つ
の
事
柄
が
こ
と
細

か
く
︑
実
に
入
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
︑
と
て
も
迷
路
な
ど
の
比
で
は

一
四
六
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な
い
︒︹
中
略
︺
健
全
な
判
断
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
の
手
か
せ
足
か
せ
が
つ
き

ま
と
う
︒
し
か
し
狂
人
の
精
神
は
そ
ん
な
も
の
に
は
お
構
い
な
し
だ
か
ら
︑

そ
れ
だ
け
す
ば
や
く
疾
走
で
き
る
の
だ
︒
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
感
覚
と
か
︑
相
手

に
た
い
す
る
い
た
わ
り
だ
と
か
︑
あ
る
い
は
経
験
の
無
言
の
重
み
な
ど
に
わ

ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
狂
人
は
正
気
の
人
間
の
感
情
や
愛
憎
を
失
っ

て
い
る
か
ら
︑
そ
れ
だ
け
論
理
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
︒
︵﹁
二
﹂
二
三
頁
︶

中
島
は
実
際
に
︑
右
の
引
用
部
に
続
く
一
節
か
ら
﹁
狂
人
と
は
理
性
以
外
の
あ

ら
ゆ
る
物
を
失
っ
た
人
で
あ
る
﹂
︵﹁
二
﹂
二
三
頁
︶
と
の
原
文
を
抜
粋
し
て
い
る

こ
と
を
重
視
し
て
み
た
い
︵﹁
ノ
ー
ト
第
十
一
﹂︶
︒
こ
う
し
た
中
島
の
強
い
関
心
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑﹁
山
月
記
﹂
の
﹁
月
﹂
の
描
写
は
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の

﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
に
展
開
さ
れ
た
﹁
月
﹂
に
関
わ
る
考
察
と
無
関
係
で
あ
る
と
は

い
え
ま
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
山
月
記
﹂
の
﹁
月
に
向
つ
て
咆
え
た
﹂
な
ど
の
描
写

は
︑
︵
ま
っ
た
き
﹁
理
性
﹂
の
み
と
な
り
︶﹁
正
気
の
人
間
の
感
情
や
愛
憎
﹂
を
失
っ

た
人
を
む
し
ろ
﹁
狂
人
﹂
と
す
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
︑
や
が
て

そ
の
﹁
狂
気
﹂
と
し
て
の
理
性
す
ら
失
い
︑
姿
形
も
内
面
も
完
全
に
異
類
と
し
て

の
虎
へ
と
化
し
て
い
く
運
命
に
あ
る
李
徴
の
姿
が
中
島
の
構
思
に
は
あ
り
︑
そ
れ

が
﹁
山
月
記
﹂
の
﹁
月
﹂
表
現
の
背
景
に
は
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
︒

た
と
え
ば
︑﹁
山
月
記
﹂
の
﹁
既
に
白
く
光
を
失
つ
た
月
﹂
と
の
表
現
は
︑
繰

り
返
せ
ば
﹁
月
﹂
を
完
璧
な
理
性
の
象
徴
と
し
て
︑
む
し
ろ
﹁
狂
気
﹂
を
生
み
出

す
も
の
と
捉
え
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
︑
そ
の
狂
気
と
し
て
の
理

性
す
ら
失
っ
た
虎
の
姿
の
隠
喩
で
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
山
月
記
﹂
に
お
い

て
︑
と
く
に
﹁
月
﹂
の
﹁
光
﹂
は
理
性
の
残
存
の
象
徴
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
も

で
き
︑﹁
月
﹂
の
﹁
光
﹂
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
︑
理
性
を
失
う
こ
と
︵
狂

気
も
含
め
た
人
間
と
し
て
の
内
面
を
失
い
︑
動
物
と
し
て
の
虎
へ
と
完
全
に
成
り
変
わ
る

こ
と
︶
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
そ
れ
ま
で
の
﹁
月
﹂

の
﹁
光
﹂
の
中
で
自
ら
の
﹁
所
業
﹂
な
ど
を
分
析
的
に
語
る
李
徴
の
声
は
︑
理
性

を
有
す
る
人
間
と
し
て
の
自
身
の
﹁︿
滅
び
﹀
の
恐
れ(

)

﹂
を
強
く
描
く
た
め
の
素

28

地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
山
月
記
﹂
本
文
で
の
﹁
さ﹅

だ﹅

め﹅

﹂﹁
人﹅

間﹅

﹂
﹁
し﹅

あ﹅

は﹅

せ﹅

﹂﹁
し﹅

る﹅

し﹅

﹂

と
い
っ
た
傍
点
は
︑
執
筆
時
に
中
島
が
関
心
を
も
っ
た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
原
書
に

お
け
る
表
現
を
念
頭
に
付
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
し
た
い
︒
た
と
え
ば
﹁
し﹅

る﹅

し﹅

﹂
に
付
さ
れ
た
傍
点
に
つ
い
て
は
︑
次
に
示
す
通
り
︑
原
文
で
は
﹁
m
ark﹂

と
斜
体
で
強
調
さ
れ
て
お
り
︵
た
だ
し
︑
訳
書
で
は
単
に
﹁
兆
候
﹂
と
あ
る
︶
︑
作
中

の
傍
点
が
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
原
文
の
表
記
を
踏
ま
え
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

...w
e
m
ay
say
th
at
th
e
stron
g
est
an
d
m
ost
u
n
m
istak
ab
le
m
ark
of

m
ad
n
ess
is
th
is
com
b
in
ation
b
etw
een
a
log
icalcom
p
leten
ess
an
d
a

sp
iritu
al
con
traction
.︵
II,
p
.33︶

狂
気
の
最
大
に
し
て
見
ま
ご
う
か
た
な
き
兆
候
は
︑
完
璧
の
論
理
性
と
精
神

の
偏
狭
と
が
か
く
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
︵﹁
二
﹂
二
五

頁
︶

ち
な
み
に
﹁
山
月
記
﹂
に
は
﹁
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
﹂
と
い
う
対

句
的
な
表
現
が
あ
る
が
︵
直
接
は
素
材
﹁
人
虎
伝
﹂
に
﹁
躍
り
て
天
を
呼
び
俛
し
て
地

に
泣
く(

)
﹂
と
あ
る
表
現
に
拠
る
︶
︑
図
ら
ず
も
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
の
﹁
It
is
n
ot

29

earth
th
at
ju
d
g
es
h
eav
en
,
b
u
t
h
eav
en
th
at
ju
d
g
es
earth
;
...︵
IV
.
T
h
e

E
th
ics
of
E
lflan
d
,
p
.87︶
﹂
︵﹁
天
を
裁
く
の
は
地
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
地
を
裁
く
の
が
天

で
あ
る(

)
﹂︶
と
い
っ
た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
な
ら
で
は
の
対
句
表
現
と
似
て
い
る
の
は

30

興
味
深
い
︒
対
句
を
多
用
す
る
両
者
の
表
現
の
共
通
点
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ

る
︒

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
四
七
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同
様
に
﹁
し﹅

あ﹅

は﹅

せ﹅

﹂
に
つ
い
て
も
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
R
ob
ert
L
ou
is

S
tev
en
son
﹄で
の
一
節
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

H
e
h
ad
h
is
an
sw
er
to
th
e
q
u
estion
, '

C
an
a
m
an
b
e
h
ap
p
y
?'

;an
d
it

w
as,

'

Y
es,
b
efore
h
e
g
row
s
to
b
e
a
m
an
.'

︵
C
h
ap
ter
X
.
T
H
E

M
O
R
A
L
O
F
S
T
E
V
E
N
S
O
N
,
p
.234︶

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
﹁
人マ

ン

は
幸
せ
に
な
り
う
る
か
﹂
と
い
う
問
い
に
た
い

す
る
自
分
な
り
の
答
え
を
も
っ
て
い
た
︒
そ
の
答
え
は
︱
︱
﹁
な
り
う
る
︒

大
人

マ

ン

に
な
ら
な
い
う
ち
は(

)

︒﹂

31

こ
の
よ
う
に
﹁
山
月
記
﹂
に
お
け
る
﹁
己
の
中
の
人
間
の
心
が
す
つ
か
り
消
え

て
了
へ
ば
︑
恐
ら
く
︑
そ
の
方
が
︑
己
は
し﹅

あ﹅

は﹅

せ﹅

に
な
れ
る
だ
ら
う
﹂
と
い
っ

た
﹁
虎
﹂
へ
と
完
全
に
変
身
す
れ
ば
﹁
人
間
の
心
﹂
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の

﹁
恐
れ
﹂
が
表
現
さ
れ
た
一
節
は
︑
以
下
の
﹃
R
ob
ert
L
ou
is
S
tev
en
son
﹄
で
示

さ
れ
た
﹁
幸
せ
﹂
に
関
す
る
議
論
︵
X
,
p
.234︶
に
用
い
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も

重
な
っ
て
い
る
︒

人
間
は
︑
幸
せ
の
追
及
の
過
程
で
真
剣
に
幸
せ
を
思
い
描
こ
う
と
立
ち
止
ま

る
と
︑
い
つ
も
﹁
原
始
的
な
﹂
幸
せ
像
と
で
も
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
を
思
い

描
い
て
き
た
︒
人
間
は
複
雑
さ
に
走
る
が
︑
単
純
さ
を
切
望
し
て
い
る
︒
王

様
に
な
ろ
う
と
す
る
が
︑
羊
飼
い
に
な
る
こ
と
を
夢
見
る
︒
︵﹁
十
﹂
一
六
八

頁
︶

こ
う
し
た
中
島
の
人
間
に
お
け
る
﹁
幸
福
﹂
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
︑
一
九

三
六
年
以
降
の
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
へ
の
関
心
と
重
な
っ
て
︑
同
時
期
に
構
想
・
執
筆

さ
れ
た
作
品
に
遍
在
し
て
い
る
︒
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
に
つ
い

て
﹁
基
本
的
な
も
の
へ
の
回
帰
と
単
純
化
の
感
覚
﹂
が
明
確
に
窺
わ
れ
︑
そ
の

﹁
幸
せ
に
つ
い
て
の
白
昼
夢
は
︑
昼
間
よ
り
む
し
ろ
夜
明
け
と
関
係
が
あ
る
﹂

︵﹁
十
﹂
一
六
八
頁
︶
と
解
釈
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
理
解
に
も
影
響
を
受
け
な

が
ら
︑
中
島
は
﹁
山
月
記
﹂
に
お
い
て
﹁
夜
明
け
﹂
と
と
も
に
完
全
に
異
類
へ
と

変
身
を
遂
げ
る
結
末
と
︑
そ
う
し
た
運
命
を
予
感
し
た
李
徴
の
声
の
ò
藤
︑
す
な

わ
ち
﹁
性
情
﹂
な
ど
と
の
関
わ
り
で
人
間
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
苦
悩
す
る
心
裏

を
描
き
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

四
︑﹁
山
月
記
﹂︵
二
︶
︱
︱
﹁
欠
け
る
所
﹂
の
典
拠
を
め

ぐ
っ
て

成
程
︑
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
︒

し
か
し
︑
こ
の
儘
で
は
︑
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
︑
何
処
か
︵
非
常

に
微
妙
な
点
に
於
て
︶
欠
け
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
／
旧
詩
を

吐
き
終
つ
た
李
徴
の
声
は
︑
突
然
調
子
を
変
へ
︑
自
ら
を
嘲
る
が
如
く
に
言

つ
た
︒
／

羞
は
づ
か

し
い
こ
と
だ
が
︑
今
で
も
︑
こ
ん
な
あ﹅

さ﹅

ま﹅

し﹅

い﹅

身
と
成
り

果
て
た
今
で
も
︑
己
は
︑
己
の
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の
上
に
置
か
れ

て
ゐ
る
様さ

ま

を
︑
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
︒
岩
窟
の
中
に
横
た
は
つ
て
見

る
夢
に
だ
よ
︒
嗤わ

ら

つ
て
呉
れ
︒
詩
人
に
成
り
そ
こ
な
つ
て
虎
に
な
つ
た
哀
れ

な
男
を
︒
︵
袁ゑ
ん

傪さ
ん

は
昔
の
青
年
李
徴
の
自
嘲
癖
を
思
出
し
な
が
ら
︑
哀
し
く
聞
い
て

ゐ
た
︒︶

こ
の
﹁
山
月
記
﹂
の
李
徴
の
﹁
旧
詩
﹂
に
﹁
欠
け
る
所
﹂
に
つ
い
て
も
︑
先
の

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
の
内
容
と
の
関
わ
り
が
指
摘
で
き
る
の
で
は

な
い
か
︒
同
書
で
の
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
感
覚
﹂
を
失
い
︑﹁
正
気
の
人
間
の
感
情

や
愛
憎
を
失
っ
て
い
る
﹂
と
表
現
さ
れ
た
一
文
や
︑
以
下
に
列
挙
す
る
中
島
が
実

一
四
八
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際
に
抜
粋
し
た
一
文
︵﹁
ノ
ー
ト
第
十
一
﹂︶
の
直
前
の
文
脈
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
︑

執
筆
時
の
中
島
の
関
心
の
在
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
山
月
記
﹂
の

成
立
過
程
を
踏
ま
え
た
読
解
を
す
る
な
ら
ば
︑
い
わ
ゆ
る
︿
人
間
性
の
欠
如
﹀
を

重
視
し
︑
そ
こ
に
解
釈
の
力
点
を
置
く
読
み
も
あ
な
が
ち
否
定
し
去
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
わ
れ
る
︒﹁
山
月
記
﹂
執
筆
に
あ
た
り
︑
実
際
に
中
島
が
目
を
通
し

た
可
能
性
の
あ
る
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
の
一
節
を
︑
以
下
に
列
挙
し
て
み
た
い
︒

...
h
e
is
com
m
on
ly
a
reason
er,
freq
u
en
tly
a
su
ccessfu
l
reason
er.
...

H
e
is
in
th
e
clean
an
d
w
ell-lit
p
rison
of
on
e
id
ea:h
e
is
sh
arp
en
ed
to

on
e
p
ain
fu
l
p
oin
t.
H
e
is
w
ith
ou
t
h
ealth
y
h
esitation
an
d
h
ealth
y

com
p
lex
ity
.︵
II,
p
p
.37-38︶

概
し
て
狂
人
は
論
理
家
で
あ
り
︑
し
か
も
優
秀
な
理
論
家
で
あ
る
こ
と
が
き

わ
め
て
多
い
︒︹
中
略
︺
狂
人
は
た
っ
た
一
つ
の
観
念
の
と
り
こ
と
な
っ
て

い
る
︒
そ
の
牢
獄
は
清
潔
無
比
︑
理
性
に
よ
っ
て
あ
か
あ
か
と
照
明
さ
れ
て

は
い
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
牢
獄
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
︒
彼
の

意
識
は
痛
ま
し
く
も
鋭
敏
に
と
ぎ
す
ま
さ
れ
て
い
る
︒
健
康
人
の
持
つ
躊
躇

も
︑
健
康
人
の
持
つ
曖
昧
さ
も
︑
彼
に
は
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
の
だ
︒

︵﹁
二
﹂
二
八
～
二
九
頁
︶

B
u
t
th
e
m
aterialist
is
n
ot
allow
ed
to
ad
m
it
in
to
h
is
sp
otless

m
ach
in
e
th
e
slig
h
test
sp
eck
of
sp
iritu
alism
or
m
iracle.︵
II,
p
.41︶

し
か
し
唯
物
論
者
に
と
っ
て
は
︑
完
璧
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
機
械
の
ご
と
き

彼
ら
の
宇
宙
に
︑
ほ
ん
の
一
か
け
ら
の
精
神
性
も
奇
蹟
も
受
け
入
れ
る
自
由

は
な
い
︒
︵﹁
二
﹂
三
二
頁
︶

T
h
e
san
e
m
an
k
n
ow
s
th
at
h
e
h
as
a
tou
ch
of
th
e
b
east,a
tou
ch
of

th
e
d
ev
il,a
tou
ch
of
th
e
sain
t,a
tou
ch
of
th
e
citizen
.N
ay
,th
e
really

san
e
m
an
k
n
ow
s
th
at
h
e
h
as
a
tou
ch
of
th
e
m
ad
m
an
.︵
II,
p
.42︶

正
気
な
人
間
な
ら
み
な
知
っ
て
い
る
︒
自
分
の
中
に
は
動
物
的
な
一
面
が
あ

り
︑
悪
魔
的
な
一
面
が
あ
り
︑
聖
者
の
一
面
が
あ
り
︑
そ
し
て
市
民
と
し
て

の
一
面
が
あ
る
︒
い
や
︑
そ
の
男
が
本
当
に
正
気
な
ら
︑
自
分
の
中
に
は
狂

人
の
一
面
さ
え
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
︒
︵﹁
二
﹂
三
三
頁
︶

長
い
引
用
と
な
っ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
主
張
に
対
す
る
当
時
の

中
島
の
関
心
を
重
視
す
れ
ば
︑﹁
山
月
記
﹂
に
お
い
て
虎
に
な
っ
て
か
ら
の
李
徴

の
苦
し
み
と
︑
彼
の
詩
を
通
じ
て
﹁
欠
け
る
所
﹂
を
指
摘
す
る
袁
傪
の
批
評
が
描

か
れ
た
背
景
に
は
︑
彼
ら
二
人
の
︿
差
﹀
に
お
い
て
︑
や
は
り
李
徴
を
相
対
的
に

捉
え
る
作
者
の
創
意
が
作
品
執
筆
の
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な

い
︒
し
た
が
っ
て
︑
作
品
の
背
後
で
﹁︿
自
己
批
評
﹀
の
眼
を
光
ら
せ
て
い
る
作

者
の
存
在
﹂
を
み
て
と
り
︑﹁
い
わ
ば
︑
こ
の
作
品
は
︑
作
者
中
島
の
︿
内
面
劇
﹀

の
様
相
す
ら
呈
し
て
い
る(

)

﹂
と
読
ん
だ
木
村
一
信
氏
の
指
摘
は
︑﹁
山
月
記
﹂
の

32

生
成
過
程
を
重
視
し
た
読
解
に
お
い
て
は
︑
む
し
ろ
正
E
を
射
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︵
ち
な
み
に
﹁
山
月
記
﹂
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
は
概
ね
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の

﹃
R
ob
ert
L
ou
is
S
tev
en
son
﹄
を
参
照
し
な
が
ら
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
取
り
組
ん
で
い
た

時
期
と
も
重
な
っ
て
お
り
︑
そ
こ
で
も
主
人
公
・
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
自
ら
﹁
欠
陥
﹂
や

﹁
限
界
﹂
に
苦
し
む
内
省
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
期
の
中
島
の
関
心
に

沿
っ
た
一
連
の
文
学
的
営
為
が
み
て
と
れ
よ
う
︶
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
中
島
が
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
思
想
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
山
月
記
﹂
は
﹁
完
璧
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
機
械
の
ご

と
き
﹂
理
性
の
み
に
立
脚
す
る
﹁
唯
物
論
﹂
的
な
考
え
方
︵
II,
p
p
.42-43︶
に
憑

か
れ
た
知
識
人
の
姿
と
末
路
を
諷
刺
し
た
小
説
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
よ

う
︒

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
四
九
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わ
れ
わ
れ
が
唯
物
論
者
の
結
論
に
反
対
す
る
の
も
︑
や
は
り
こ
の
結
論
が
︑

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
別
と
し
て
︑
当
人
の
人
間
性
を
次
第
に
破
壊
し

て
行
く
と
い
う
事
実
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
単
に
や
さ
し
さ
と
い
っ
た

意
味
で
人
間
性
と
言
う
の
で
は
な
い
︒
希
望
と
︑
勇
気
と
︑
詩
と
︑
自
発
性

と
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
る
も
の
の
意
味
で
言
う
の
で
あ
る
︒
︵﹁
二
﹂
三
三

～
三
四
頁
︶

こ
う
し
た
中
島
の
作
品
か
ら
見
出
せ
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影
響
は
︑﹁
山
月
記
﹂

と
近
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
﹁
狼
疾
記
﹂
の
一
節
﹁
我
々
の
価
値
判
断
の
標
準
を

絶
対
だ
と
考
へ
る
の
は
︑
我
々
の
自
惚
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
も
関
連

し
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
︒
一
九
三
六
年
以
降
の
中
島
文
学
に
及
ん
で
い

た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影
響
の
程
度
を
示
す
証
左
で
あ
る
と
と
も
に
︑
当
時
の
中
島

文
学
の
主
題
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
強
い
影
響
の
下
で
執
筆
さ
れ
た
﹁
山
月

記
﹂
は
︑
官
僚
と
し
て
も
︑
詩
人
そ
し
て
人
間
と
し
て
も
脱
落
し
︑
虎
と
し
て
社

会
か
ら
消
え
去
っ
て
い
く
李
徴
の
姿
と
︑
社
会
の
成
功
者
で
温
和
な
常
識
人
で
あ

る
袁
傪
の
姿
を
対
比
さ
せ
る
よ
う
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
︑
そ
の
﹁
二
つ
の
真
実
﹂

を
示
そ
う
と
し
た
物
語
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
李

徴
の
﹁
旧
詩
﹂
に
﹁
欠
け
る
所
﹂
を
指
摘
し
︑
目
の
前
で
起
こ
っ
た
﹁
超
自
然
の

怪
異
﹂
を
受
け
入
れ
る
袁
傪
の
態
度
は
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
と
の
関
わ
り
で
﹁
山
月

記
﹂
が
執
筆
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
場
合
に
お
い
て
は
︑
十
分
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︵
別
稿(

)
に
論
じ
た
が
︑﹁
吾
々
が
了
解
し
な
い
事
を
話
す
︑
超
自
然
的
な

33

物
語
り
を
信
ず
る
の
が
も
つ
と
自
然
で
あ
り
ま
す
ぢ
や(

)
﹂
と
の
﹁
師
父
ブ
ラ
ウ
ン
﹂
の
言

34

葉
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
︶
︒

し
た
が
っ
て
︑﹁
山
月
記
﹂
は
李
徴
と
袁
傪
の
両
者
が
不
可
欠
な
構
造
に
お
い

て
成
立
し
て
お
り
︑
虎
と
し
て
の
李
徴
と
温
和
な
常
識
人
と
し
て
の
袁
傪
を
相
補

的
に
描
い
た
こ
と
は
︑
中
島
の
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
受
容
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
見
逃
せ
な
い
︒
中
島
の
﹁
山
月
記
﹂
は
︑
素
材
﹁
人
虎
伝
﹂
の
世
界
観
を

用
い
な
が
ら
︑
か
つ
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
思
想
に
も
拠
り
な
が
ら
︑
李
徴
と
袁
傪
と

い
う
対
照
的
な
人
物
の
造
型
を
通
し
て
︑
一
つ
の
世
界
に
囚
わ
れ
な
い
人
間
存
在

の
あ
り
よ
う
︵
あ
る
い
は
作
者
中
島
の
対
象
の
見
え
方
︶
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
物

語
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
強
い
影
響
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
︒

五
︑﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
︱
︱
パ
ラ
オ
統
一
の
夢

と
現
実
と

叙
上
の
﹁
山
月
記
﹂
に
お
け
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
受
容
は
︑
や
が
て
中
島
が
南
洋

か
ら
帰
っ
た
後
に
執
筆
す
る
﹁
幸
福
﹂
の
世
界
に
お
い
て
も
︑
同
時
代
社
会
と
の

関
わ
り
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
顕
在
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
南
洋
行
後
の

﹁
自
己
の
経
験
の
対
象
化(

)

﹂
の
視
点
か
ら
︑
い
ま
一
度
﹁
幸
福
﹂
の
世
界
を
眺
め

35

て
み
た
い
︒

中
島
の
﹁
ノ
ー
ト
第
四
﹂
に
は
﹁
幸
福
﹂﹁
夫
婦
﹂
の
下
書
き
が
あ
る
が
︑
そ

の
末
尾
の
﹁
消
化
薬
﹂
と
の
走
り
書
き
に
着
目
す
る
︒﹁
幸
福
﹂
本
文
に
も
﹁
病

気
﹂
の
治
療
に
﹁
ア
ミ
ア
カ
樹
の
芽
﹂
や
﹁
q
樹

オ
ゴ
ル

の
根
﹂
を
煎
じ
て
飲
ん
だ
と
の

記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
土
方
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ

る
︒
土
方
は
当
時
パ
ラ
オ
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
新
興
の
宗
教
結
社
﹁
ガ

ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
﹂
の
活
動
の
一
環
と
し
て
﹁
結
社
員
間
に
唯
一
の
奉
仕
事
業
と

し
て
施
薬
を
し
て
居
り
ま
す
﹂
と
記
し
︑
﹁
漢
方
式
な
草
根
木
皮
等
の
医
療
法
が

研
究
蒐
集
さ
れ
て(

)

﹂
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
薬
法
﹂
が
﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク

36

ゲ
イ
の
布
教
﹂
の
﹁
大
き
な
助
力
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
か
な
り
成
功
し
て
も
居

る
﹂
一
例
と
し
て
︑
実
際
に
﹁
イ
ロ
ブ
ク
゜

﹂
と
い
う
リ
ウ
マ
チ
に
症
状
の
似
た
病

に
罹
っ
て
い
た
先
の
﹁
イ
ケ
ツ
老
人
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
︒
長
く

一
五
〇
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な
る
が
︑
以
下
に
挙
げ
て
み
た
い
︒

ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ヲマ

マ

廃
村
に
只
一
人
ふ
み
止
ま
っ
て
い
た
旧
×
長
の
イ
ケ
ツ
老
人

は
︑
私
が
尋
ね
ま
し
て
当
時
は
家
の
中
の
一
隅
に
病
軀
を
横
た
え
て
居
っ
て

一
歩
も
家
の
外
に
出
る
こ
と
も
叶
わ
ず
︑
脚
腰
が
全
然
痲
れ
衰
え
て
し
ま
っ

て
居
て
体
を
起
す
こ
と
も
出
来
ず
︑
屋
根
下
か
ら
頭
の
上
に
一
本
の
綱
を
つ

る
し
︑
手
で
其
の
綱
を
た
ぐ
っ
て
身
を
起
す
よ
り
外
全
く
身
動
き
を
失
っ
て

居
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒︹
中
略
︺
然
る
に
私
が
其
後
方
々
を
歩
き
ま

わ
っ
て
ア
・
イ
ラ
イ
の
グ
ル
ル
オ
ー
ブ
ル
に
行
き
ま
し
た
時
︑
一
人
の
老
人

が
非
常
に
喜
ん
で
私
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
が
︑
彼
が
独
眼
な
の
で
︹
中

略
︺
直
ち
に
イ
ケ
ツ
老
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
と
同
時
に
︑
再
び
疑

わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
八
年
余
の
間
を
日
の
目
も
見
ず

に
床
の
上
に
横
た
わ
っ
た
き
り
用
便
に
さ
え
出
ら
れ
な
か
っ
た
イ
ケ
ツ
が
︑

ど
う
し
て
こ
こ
に
黒
々
と
日
に
焼
け
て
彼
の
足
で
歩
い
て
私
を
迎
え
る
事
が

有
り
得
よ
う
か
︒
併
し
そ
れ
は
確
か
に
イ
ケ
ツ
で
あ
り
ま
し
た
︒
彼
の
言
に

依
れ
ば
彼
は
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
の
者
か
ら
前
記
イ
ロ
ブ
ク
゜

の
治
療
を
う
け

た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
彼
も
亦
動
く
こ
と
の
な
い
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ

イ
の
信
者
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
彼
は
足
か
け
九
年
の
面
壁
の
如
き

生
活
か
ら
抜
け
出
し
て
カ
ヌ
ー
に
棹
さ
し
て
魚
取
り
に
さ
え
行
く
の
で
あ
り

ま
し
た
︒
薬
法
も
亦
相
当
効
果
が
あ
る
と
し
て
も
︑
信
仰
の
助
が
な
か
っ
た

な
ら
ば
此
の
様
に
速
や
か
に
は
癒
ら
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う(

)

︒
37

こ
う
し
た
﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
﹂
に
よ
る
医
療
行
為
の
著
し
い
効
果
や
実
績

を
背
景
と
し
な
が
ら
︑
病
に
苦
し
む
人
々
の
治
癒
と
恢
復
が
現
実
の
も
の
と
し
て

あ
っ
た
ケ
ー
ス
を
︑
お
そ
ら
く
土
方
を
介
し
て
中
島
も
見
聞
き
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
幸
福
﹂
を
土
方
の
著
作
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
は
注

意
を
要
す
る
が
︑
こ
れ
ら
と
中
島
が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ

な
い
︒
少
な
く
と
も
﹁
ノ
ー
ト
第
四
﹂
の
末
尾
に
は
︑
先
の
﹁
消
化
薬
﹂
と
同
じ

筆
跡
で
﹁
幸
福
ナ
男
﹂﹁
転
世
︑
生
︑
﹂
︵﹃
中
島
敦
全
集
３
﹄
二
七
〇
頁
︶
と
の
メ
モ

が
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
幸
福
﹂
執
筆
に
際
し
て
周
囲
の
環
境
の
変
化
や
人
間
の
生

ま
れ
変
わ
り
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
に
追
究
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
土
方
は
︑﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
﹂
の
頭
目
の
一
人
﹁
コ
ー
デ
ツ
プ
﹂

と
も
親
し
か
っ
た
と
い
い
︑
そ
の
パ
ラ
オ
全
島
﹁
統
一
﹂
の
方
法
に
つ
い
て
︑

﹁
ケ
セ
ケ
ス
﹂
と
い
う
パ
ラ
オ
の
天
地
創
成
神
話
に
登
場
す
る
神
々
へ
の
﹁
讃
歌
﹂

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
︒

ち
ぐ
は
ぐ
な
神
話
伝
説
に
或
る
体
系
を
持
た
せ
て
︑
従
来
地
方
的
或
は
各
部

落
間
に
別
々
に
語
ら
れ
区
々
に
別
れ
て
い
た
神
々
の
間
に
統
制
を
つ
け
て
︑

全
パ
ラ
オ
に
適
合
し
得
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
払
わ
れ
︑
而
し
て

此
の
実
際
方
面
に
於
て
は
大
い
に
成
功
し
た
と
云
う
て
よ
く
︑
今
や
北
ン
カ

ヤ
ン
ガ
ル
の
果
か
ら
南
ペ
リ
リ
ヨ
ウ
︑
ゲ
ヤ
ウ
ル
に
至
る
迄
完
全
に
此
の
ガ

ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
に
よ
っ
て
統
一
せ
ら
れ
︑
不
審
不
服
を
い
だ
く
者
が
な
い

よ
う
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す(

)

︒
38

そ
し
て
最
後
に
︑
次
の
よ
う
な
﹁
讃
歌
﹂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑

而
し
て
更
に
転
身
し
て
／
ガ
ル
ミ
ヅ
の
支
配
者
と
な
ら
れ
た
時
／
人
々
は
ツ

ケ
ヨ
ツ
ク
・
イ
ミ
ヅ
と
お
呼
び
し
た
／
そ
し
て
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
に
行
か
れ
る

と
／
人
々
は
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
と
お
呼
び
し
た
が
／
其
故
は
大
伯
神

な
る
デ
ル
ボ
ン
の
コ
゜

ソ
コ
゜

ル
イ
ブ
神
の
口
を
突
き
貫
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
五
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︵
後
略
︶

と
パ
ラ
オ
﹁
統
一
﹂
の
求
心
力
と
し
て
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
に
基

づ
く
﹁
神
々
の
同
根
転
身
の
教
義
﹂
が
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘(

)

さ
れ
て
い
る

39

の
で
あ
る
︒﹁
古
英
雄
の
再
来
﹂
と
し
て
﹁
幸
福
﹂
の
﹁
下
僕
﹂
が
夢
の
中
で

﹁
神
々
し
さ
﹂
を
獲
得
し
て
い
く
場
面
が
自
ず
と
連
想
さ
れ
よ
う
︒

ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
は
ガ
ル
ボ
ー
ヅ
ル
の
部
落
神
で
︑
ガ
ラ
ル
ヅ
を
助

け
て
ガ
ル
コ
゜

ロ
ン
の
コ
゜

ソ
コ
゜

ル
イ
ブ
を
突
き
殺
し
た
勇
者
で
あ
り
ま
す
︵
ブ

ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
参
照
︶
︒
／
斯
う
い
う
風
に
し
て
地
方
地
方
に
ち

ぐ
は
ぐ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
沢
山
の
神
々
を
本
元
的
な
少
数
な
神
に
統
制
し

て
︑
地
方
地
方
の
神
々
を
其
の
ま
ま
生
か
し
乍
ら
︑
し
か
も
全
パ
ラ
オ
の
神

を
其
の
上
に
立
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す(

)

︒
40

こ
れ
ら
の
土
方
の
民
俗
学
資
料
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
幸
福
﹂
を

解
釈
す
る
な
ら
ば
︑
中
島
は
﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
﹂
に
よ
る
パ
ラ
オ
統
一
運
動

に
お
い
て
︑
教
義
上
の
要
と
な
る
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
を
自
ら
の

作
品
世
界
に
組
み
込
む
こ
と
で
︑
い
わ
ば
﹁
幸
福
﹂
に
お
け
る
︿
二
つ
の
世
界
﹀

の
存
在
と
︑
そ
こ
で
の
﹁
世
界
の
転
倒(

)

﹂
や
﹁
主
人
と
奴
隷
の
逆
転(

)

﹂
の
モ
チ
ー

41

42

フ
を
通
じ
て
︑﹁
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
現
実(

)

﹂
で
あ
る
パ
ラ
オ
の
列
強
支
配

43

か
ら
の
独
立
︑
す
な
わ
ち
パ
ラ
オ
再
興
の
夢
を
物
語
全
体
と
し
て
提
示
し
よ
う
と

し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
当
時
の
﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク

ゲ
イ
﹂
に
よ
る
運
動
は
︑
土
方
が
﹃
サ
テ
ワ
ヌ
島
民
話
﹄
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
の
中

で
指
摘
し
た
︑
サ
テ
ワ
ヌ
島
の
文
化
と
比
較
し
た
パ
ラ
オ
社
会
の
傾
向
や
特
質
と

神
話
伝
説
の
位
置
付
け
も
背
景
に
実
践
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

す
な
わ
ち
パ
ラ
オ
に
お
い
て
は
×
長
制
度
が
厳
然
と
し
て
お
り
︑
メ
テ
ー

ツ
︵
身
分
あ
る
者
︶
と
ヘ
ー
ブ
ル
︵
賤
し
き
者
︶
と
の
差
が
判
然
と
日
常
生
活

に
お
け
る
権
利
義
務
の
形
を
な
し
︑
尊
敬
・
卑
下
の
感
情
乃
至
慣
習
が
守
ら

れ
て
︑
み
だ
り
に
犯
す
こ
と
が
出
来
な
い
一
方
︑
部
落
対
部
落
︑
地
方
対
地

方
の
間
に
も
︑
戦
争
等
に
よ
る
精
力
の
消
長
が
は
な
は
だ
し
く
︑
互
い
の
間

の
対
立
感
情
が
き
び
し
か
っ
た
︒
こ
れ
が
ひ
い
て
は
︑
出
生
に
よ
る
故
人
の

格
︑
家
の
格
︑
部
落
の
格
︑
地
方
の
格
を
さ
え
誇
る
よ
う
な
傾
向
を
導
き
出

し
︑
神
話
伝
説
を
無
上
な
も
の
に
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か(

)

︒
44

お
そ
ら
く
中
島
は
︑
南
洋
で
の
土
方
と
の
交
遊
の
過
程
で
︑
土
方
か
ら
か
つ
て

﹁
×
長
﹂
だ
っ
た
﹁
イ
ケ
ツ
老
人
﹂
な
ど
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
機
会
が

あ
り
︑
そ
う
し
た
自
身
の
パ
ラ
オ
体
験
を
も
と
に
︑
帰
国
後
に
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル

ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
を
前
史
と
す
る
﹁
幸
福
﹂
の
世
界
を
今
に
描
き
出
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑
中
島
は
南
洋
行
前
か
ら
繙
読
し
て
い
た
パ
ス
カ
ル
の

﹃
パ
ン
セ
﹄
や
︑
家
学
と
し
て
親
し
ん
で
い
た
中
国
古
典
﹃
列
子
﹄
を
直
接
の
素

材
と
し
な
が
ら
︑
ま
た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
も
参
照
し
︑
さ
ら
に

パ
ラ
オ
で
の
土
方
と
の
深
交
に
お
い
て
見
聞
し
た
パ
ラ
オ
の
歴
史
文
化
や
宗
教
︑

社
会
性
も
背
景
に
︵
何
よ
り
も
そ
の
皮
肉
に
満
ち
た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
流
の
結
末
も
含
め

て
︶
︑
一
切
を
相
対
化
す
る
独
自
の
﹁
幸
福
﹂
の
世
界
を
織
り
上
げ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
中
島
の
﹁
幸
福
﹂
が
構
想
・
執
筆
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
日
本

統
治
下
に
お
け
る
反
日
運
動
と
し
て
の
性
格
も
あ
っ
た
﹁
ガ
ラ
・
メ
デ
ク
ゲ
イ
﹂

と
パ
ラ
オ
の
﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
認
め

ら
れ
る
︒﹁
幸
福
﹂
で
の
主
従
関
係
の
︿
入
れ
替
わ
り
﹀
の
モ
チ
ー
フ
は
︑
一
九

四
〇
年
前
後
の
パ
ラ
オ
社
会
を
背
景
に
︑
神
話
伝
説
の
世
界
を
現
在
に
﹁
転
世
﹂

一
五
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さ
せ
る
︿
も
う
一
つ
の
世
界
﹀
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
︒
中
島

の
南
洋
行
前
後
に
お
け
る
文
学
的
営
為
︱
︱
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展

開
と
そ
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
︑
そ
こ
に
は
﹁
二
つ
の
真
実
﹂
を
提

唱
し
た
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
中
島
文
学
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
あ
ら
た
め
て
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

中
島
敦
が
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
に
関
心
を
も
っ
た
一
九
三
六
年

以
降
︑
と
り
わ
け
﹁
山
月
記
﹂
に
描
か
れ
た
︿
二
つ
の
世
界
﹀
の
テ
ー
マ
は
︑
や

が
て
南
洋
行
後
に
土
方
久
功
の
民
俗
学
研
究
に
触
発
さ
れ
る
形
で
︑
パ
ラ
オ
の

﹁
ブ
ケ
オ
・
ア
ル
ボ
ー
ヅ
ル
伝
説
﹂
な
ど
の
世
界
観
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
︒﹁
幸

福
﹂
に
は
︑
南
洋
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
中
島
の
文
学
世
界
の
広
が
り
と
文

学
表
現
の
深
ま
り
の
過
程
が
み
て
と
れ
る
︒
中
島
の
帰
国
後
に
お
け
る
﹁
南
洋
も

の
﹂
と
総
称
さ
れ
る
作
品
世
界
は
︑
中
国
古
典
の
み
な
ら
ず
︑
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
へ

の
持
続
的
な
関
心
を
前
提
に
英
文
学
や
南
洋
の
神
話
伝
説
へ
の
強
い
関
心
の
も
と

で
結
実
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
中
国
古
典
に
対
す
る
素
養
を
基
盤
と
し
な
が

ら
︑
自
ら
の
文
学
を
新
た
に
開
花
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
く
に
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
か
ら
の
影
響
は
︑﹁
か
め
れ
お
ん
日
記
﹂﹁
狼
疾
記
﹂
以

降
の
多
く
の
作
品
に
及
ん
で
い
る
︒
中
島
は
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
﹃
O
rth
od
ox
y
﹄

を
通
じ
て
︑
異
な
る
世
界
観
を
前
程
と
し
た
人
間
存
在
の
あ
り
よ
う
に
関
心
を
向

け
︑
同
書
の
内
容
や
表
現
を
直
接
自
ら
の
作
品
執
筆
の
際
に
活
か
し
て
い
っ
た
︒

一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
二
年
ま
で
の
五
年
以
上
に
わ
た
る
中
島
の
チ
ェ
ス
タ
ト

ン
へ
の
強
い
関
心
は
︑
蓋
し
中
島
文
学
に
お
け
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
重
要
性
を
示

し
て
い
る
︒
引
き
続
き
︑
南
洋
行
前
後
の
中
島
文
学
に
み
ら
れ
る
チ
ェ
ス
タ
ト
ン

の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

付
記中

島
敦
の
文
章
の
底
本
は
︑﹃
中
島
敦
全
集
﹄
全
三
巻
︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
一

年
十
月
︑
二
〇
〇
一
年
十
二
月
︑
二
〇
〇
二
年
二
月
︶
と
し
︑
引
用
は
全
て
こ
れ
に

拠
っ
た
︒
引
用
の
際
は
︑
原
則
と
し
て
ル
ビ
・
傍
点
・
旧
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま

と
し
︑
旧
漢
字
は
新
漢
字
へ
改
め
た
︒

註(

)
『文
學
界
﹄
第
九
巻
第
二
号
︵
一
九
四
二
年
二
月
︶
に
︑
﹁
文
字
禍
﹂
と
と
も
に
﹁
古
譚
﹂

1

の
総
題
で
発
表
さ
れ
た
︒

(

)
単
行
本
﹃
南
島
譚
﹄︿
新
鋭
文
学
選
集
２
﹀︵
今
日
の
問
題
社
︑
一
九
四
二
年
十
一
月
︶

2

に
収
録
さ
れ
︑
初
め
て
発
表
さ
れ
た
︒

(

)
G
.K
.C
h
esterton
,O
rth
od
oxy
(N
ew
Y
ork
:D
od
d
,M
ead
&
C
om
p
an
y
,1908).
こ
こ

3

で
の
引
用
は
一
九
二
四
年
の
版
に
拠
っ
た
︒
な
お
︑
本
書
の
訳
文
に
は
安
西
徹
雄
氏
の

訳
を
引
用
し
︑
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︵
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
著
／
安
西
徹
雄

訳
﹃
正
統
と
は
何
か
﹄︿
新
版
﹀
春
秋
社
︑
二
〇
一
九
年
四
月
︶
︒

(

)
拙

稿
﹁
中

島

敦

の

Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ

ス

タ

ト

ン

受

容

︱
﹁
山

月

記
﹂
﹁
幸

福
﹂
と

4

﹃
O
rth
od
ox
y
﹄
と
の
比
較
か
ら
﹂
︵﹃
別
府
大
学
紀
要
﹄
第
六
十
三
号
︑
二
〇
二
二
年
二

月
︶
参
照
︒

(

)
G
.K
.C
h
esterton
,
R
obert
L
ou
is
S
teven
son
(L
on
d
on
:
H
od
d
er
an
d
S
tou
g
h
ton
,
n
.

5

d
.).
引
用
は
す
べ
て
一
九
二
七
年
刊
の
初
版
に
拠
っ
た
︒
な
お
︑
本
書
の
訳
文
に
は
別
宮

貞
徳
・
柴
田
裕
之
両
氏
の
訳
を
引
用
し
︑
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︵
ロ
バ
ー
ト
・
ル

イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
／
別
宮
貞
徳
・
柴
田
裕
之
訳
﹃
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン

著
作
集
︿
評
伝
篇
﹀
５

ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
﹄
所
収
︑
春
秋

社
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︶
︒

(

)
拙
稿
﹁
中
島
敦
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
論
︱
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
﹃
R
ob
ert
L
ou
is

6

S
tev
en
son
﹄
と
の
比
較
か
ら
﹂︵﹃
別
府
大
学
紀
要
﹄
第
六
十
四
号
︑
二
〇
二
三
年
二

月
︶
参
照
︒

(

)
｢年
代
未
詳
三
﹂︿
メ
モ
の
部
﹀
︵
筑
摩
書
房
版
第
三
次
﹃
中
島
敦
全
集
３
﹄
所
収
︑
筑
摩

7

書
房
︑
二
〇
〇
二
年
二
月
︶
四
五
八
頁
︒
網
掛
け
は
抹
消
を
示
す
︒

(

)
拙
稿
﹁
中
島
敦
﹁
名
人
伝
﹂
論
︱
土
方
久
功
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂
と
の
比
較
を
中
心
に
﹂

8

︵﹃
全
地
球
時
代
か
ら
の
人
文
主
義
︱
歴
史
︑
文
学
︑
植
民
地
教
育
史
研
究
の
環
流
︵
田

中
寛
教
授
古
稀
・
退
職
記
念
論
集
︶﹄
︿
﹃
新
世
紀
人
文
学
論
究
﹄
第
四
号

特
別
記
念
号
﹀

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
か
ら
﹁
幸
福
﹂
へ
の
展
開

一
五
三
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二
〇
二
一
年
三
月
︶
参
照
︒

(

)
｢ノ
ー
ト
第
四
﹂︵
前
掲
﹃
中
島
敦
全
集
３
﹄
所
収
︶
二
五
六
～
二
五
七
頁
︒

9(

)
『土
方
久
功
著
作
集
﹄
第
二
巻
所
収
︵
三
一
書
房
︑
一
九
九
一
年
四
月
︶︒

10(

)
同
右
︒

11(

)
第
三
次
筑
摩
書
房
版
﹃
中
島
敦
全
集
１
﹄
所
収
︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
十
月
︶
二

12

二
二
頁
︒

(

)
土
方
久
功
﹁
パ
ラ
オ
の
勇
者
﹂︵﹃
パ
ラ
オ
の
神
話
伝
説
﹄
所
収
︑
大
和
書
店
︑
一
九
四

13

二
年
十
一
月
︶
一
五
四
～
一
五
六
頁
︒

(

)
｢パ
ラ
オ
石
神
並
に
石
製
遺
物
報
告
﹂︵
前
掲
﹃
土
方
久
功
著
作
集
﹄
第
二
巻
所
収
︶
三

14

六
頁
︒

(

)
｢過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の
宗
教
と
信
仰
﹂︵
前
掲
﹃
土
方
久
功
著
作
集
﹄
第
二
巻
所

15

収
︶
二
二
八
頁
︒

(

)
註
(

)に
同
じ
︒
六
頁
︒

16

14

(

)
同
右
︑
七
頁
︒

17(

)
｢ノ
ー
ト
第
五
﹂︵
前
掲
﹃
中
島
敦
全
集
３
﹄
所
収
︶
二
七
〇
頁
︒

18(

)
註
(

)に
同
じ
︒
六
一
頁
︒

19

14

(

)
同
右
︑
一
一
五
頁
︒

20(

)
註
(

)に
同
じ
︒
二
〇
四
頁
︒

21

15

(

)
同
右
︑
二
〇
五
頁
︒

22(

)
｢四

お
と
ぎ
の
国
の
倫
理
学
﹂︵
以
下
﹁
四
﹂
と
略
す
︒
前
掲
﹃
正
統
と
は
何
か
﹄
所

23

収
︶
九
五
頁
︒

(

)
｢二

脳
病
院
か
ら
の
出
発
﹂︵
以
下
﹁
二
﹂
と
略
す
︒
前
掲
﹃
正
統
と
は
何
か
﹄
所
収
︶

24

三
九
～
四
〇
頁
︒

(

)
拙
著
﹃
中
島
敦
の
︿
南
洋
行
﹀
に
関
す
る
研
究
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
一
六
年
九
月
︶
参

25

照
︒

(

)
註
(

)に
同
じ
︒
二
〇
七
頁
︒

26

15

(

)
佐
々
木
充
﹁﹃
南
島
譚
﹄
三
篇
︱
光
と
闇
﹂︑﹁﹁
幸
福
﹂
︱
三
つ
の
世
界
﹂︵﹃
中
島
敦
の

27

文
学
﹄︿
近
代
の
文
学
・

巻
﹀
所
収
︑
桜
楓
社
︑
一
九
七
三
年
六
月
︶︑
大
西
雄
二
郎

10

﹁
中
島
敦
の
一
側
面
﹂︵﹃
ツ
シ
タ
ラ
３
﹄︿﹃
中
島
敦
全
集
﹄
第
二
巻
月
報
﹀
所
収
︑
文
治

堂
書
店
︑
一
九
六
〇
年
六
月
印
刷
︶
な
ど
︒

(

)
木
村
一
信
﹁﹃
山
月
記
﹄
論
︱
︿
滅
び
﹀
へ
の
恐
れ
﹂︵﹃
中
島
敦
論
﹄
所
収
︑
双
文
社
出

28

版
︑
一
九
八
六
年
二
月
︶
一
二
九
頁
︒

(

)
｢人
虎
伝
﹂︵
国
民
文
庫
刊
行
会
編
﹃
国
訳
漢
文
大
成
﹄
︿
文
学
部
第
十
二
巻
晋
唐
小
説
﹀

29

所
収
︑
国
民
文
庫
刊
行
会
︑
一
九
二
〇
年
十
二
月
︶
四
九
九
頁
︒

(

)
註
(

)に
同
じ
︒
七
八
頁
︒

30

23

(

)
｢十
章

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
モ
ラ
ル
﹂
︵
以
下
﹁
十
﹂
と
略
す
︒
前
掲
﹃
Ｇ
・
Ｋ
・

31

チ
ェ
ス
タ
ト
ン
著
作
集
︿
評
伝
篇
﹀
５

ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
﹄

所
収
︶
一
六
七
頁
︒

(

)
木
村
一
信
﹁﹃
山
月
記
﹄
再
説
︱
自
己
批
判
・
自
己
否
定
を
試
み
る
物
語
﹂︵
前
掲
﹃
中

32

島
敦
論
﹄
所
収
︶
一
九
三
頁
︒

(

)
拙
稿
﹁
中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
﹁
木
乃
伊
﹂
ほ
か
典
拠
考
︱
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
の
影

33

響
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
別
府
大
学
国
語
国
文
学
﹄
第
六
十
四
号
︑
二
〇
二
三
年
三
月
︶
参

照
︒

(

)
｢金
の
十
字
架
の
呪
ひ
﹂
︵
チ
エ
ス
タ
ー
ト
ン
著
／
直
木
三
十
五
訳
﹃
ブ
ラ
ウ
ン
奇
譚
﹄

34

︿
世
界
探
偵
小
説
全
集
﹀
第
九
巻
所
収
︑
平
凡
社
︑
一
九
三
〇
年
三
月
︶
三
〇
二
頁
︒

(

)
武
下
︵
赤
羽
︶
智
子
﹁
中
島
敦
﹁
幸
福
﹂
論
︱
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
南
洋
﹂
︵﹃
名

35

古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹄
第
三
十
三
号
︑
二
〇
〇
一
年
三
月
︶
二
五
頁
︒

(

)
｢︹
附
︺
パ
ラ
オ
に
於
け
る
信
仰
的
新
結
社
に
就
い
て
﹂︵﹁
過
去
に
於
け
る
パ
ラ
オ
人
の

36

宗
教
と
信
仰
﹂
末
尾
︑
前
掲
﹃
土
方
久
功
著
作
集
﹄
第
二
巻
所
収
︶
二
五
六
頁
︒

(

)
同
右
︑
二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

37(

)
同
右
︑
二
三
八
頁
︒

38(

)
同
右
︑
二
四
三
頁
︒

39(

)
同
右
︑
二
四
四
頁
︒

40(

)
天
野
真
美
﹁
中
島
敦
﹁
幸
福
﹂
論
﹂︵
﹃
学
術
研
究
︱
国
語
・
国
文
学
編
︵
早
稲
田
大
学

41

教
育
学
部
︶﹄
第
四
十
三
号
︑
一
九
九
五
年
二
月
︶
七
四
頁
︒

(

)
永
井
博
﹁
主
人
と
奴
隷
の
逆
転
が
意
味
す
る
も
の
︱
中
島
敦
﹁
幸
福
﹂
論
﹂
︵﹃
四
日
市

42

大
学
論
集
﹄
第
二
十
三
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶
二
三
頁
︒

(

)
山
本
真
也
子
﹁
中
島
敦
﹁
幸
福
﹂
論
︱
自
足
さ
れ
た
南
洋
の
幸
福
﹂︵﹃
武
蔵
野
大
学
大

43

学
院

言
語
文
化
研
究
科
・
人
間
社
会
研
究
科

研
究
紀
要
﹄
第
一
号
︑
二
〇
一
一
年

三
月
︶
一
〇
二
頁
︒

(

)
『サ
テ
ワ
ヌ
島
民
話
﹄
︵﹃
土
方
久
功
著
作
集
﹄
第
五
巻
所
収
︑
三
一
書
房
︑
一
九
九
一
年

44

十
月
︶
三
六
三
頁
︒

︵
は
し
も
と

ま
さ
し
・
別
府
大
学
文
学
部
准
教
授
)

一
五
四
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