
回
想
さ
れ
る
〈
風
景
〉

―
―
永
井
荷
風
「
問
は
ず
が
た
り
」
を
読
む

嶋

田

直

哉

一
「
不
潔
な
ま
で
の
低
俗
」
―
―
同
時
代
評
と
研
究
史

永
井
荷
風
「
問
は
ず
が
た
り
」（「
展
望
」
一
九
四
六
・（

１
）七）
は
発
表
直
後

か
ら
不
評
に
さ
ら
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
作
品
の
語
り
手

（
書
き
手
）
で
あ
る
「
僕
」
の
女
性
関
係
が
あ
ま
り
に
も
不
健
全
だ
か
ら
で

あ
る
。
物
語
内
容
を
女
性
関
係
に
絞
っ
て
ま
と
め
て
み
れ
ば
学
生
時
代
の

「
僕
」
は
最
初
は
隣
に
住
む
満
枝
と
関
係
を
結
び
、
次
に
彼
女
の
妹
辰
子
と

関
係
を
結
ぶ
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
帰
国
後
「
僕
」
は
や
が
て
辰
子
と
再
会
し

て
結
婚
す
る
が
、
辰
子
の
死
後
は
女
中
の
松
子
と
、
さ
ら
に
は
義
理
の
娘
雪

江
と
も
関
係
を
結
ん
で
い
く
。
ま
た
松
子
と
雪
江
の
「
女
同
士
の
戯
れ
」
を

「
僕
」
が
覗
く
場
面
も
描
か
れ
て
お
り
、
作
中
の
人
間
関
係
は
混
迷
を
極
め

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
節
操
の
な
い
物
語
に
対
し
て
同
時
代
評
も
困
惑
を
隠
せ
な

い
。
日
夏
耿
之
介
「
輓
近
の
荷
風
文
学
」（「
群
像
」
一
九
四
六
・
一（

２
）一）
は

「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三
一
・
一
〇
）
か
ら
「
浮
沈
」

（「
中
央
公
論
」
一
九
四
六
・
一
〜
六
）
ま
で
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
戦
後

の
荷
風
文
学
の
動
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。そ
の
中
で
日
夏
は
「
浮
沈
」

に
つ
い
て
「
荷
風
本
来
の
リ
リ
シ
ズ
ム
を
喪
失
し
て
ゐ
ぬ
」
こ
と
と
、
女
主

人
公
の
性
格
描
写
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
。
し
か
し
一
方
で
「
問
は
ず
が

た
り
」
に
つ
い
て
は
登
場
人
物
に
つ
い
て
「
愕
く
ば
か
り
の
道
義
的
反
省
の

皆
無
な
男
女
」
と
裁
断
し
、
さ
ら
に
は
「
こ
の
白
茶
け
た
虚
無
時
代
の
頽
唐

家
、
此
老
作
者
の
虚
無
感
情
を
よ
く
示
し
て
ゐ
る
」
と
半
ば
荷
風
へ
の
批
判

と
も
取
れ
る
評
言
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
山
義
秀
「
問
は
ず
が
た

り
」（「
人
間
」
一
九
四
六
・
一
〇
）
も
同
様
で
「
往
年
の
情
熱
や
感
興
は
力

弱
い
も
の
と
な
つ
て
き
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
先
生
は
老
い
ら
れ
た
の
で
あ

ら
う
か
。」
と
作
家
的
な
衰
え
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
年
第
一
次
『
荷
風
全

集
』
全
二
八
巻
（
岩
波
書
店

一
九
六
二
・
一
二
〜
一
九
六
五
・
八
）
の
編

集
校
訂
に
尽
力
す
る
稲
垣
達
郎
「
永
井
荷
風
―
―
幸
福
の
う
た
―
―
」（「
芸

術
Ⅱ
」
一
九
四
六
・
一
一
）
も
ま
た
主
人
公
の
人
物
造
形
に
つ
い
て
「
人
間

侮
蔑
の
上
に
立
つ
生
き
方
の
低
劣
さ
」
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
作
者
の
居
場

所
が
不
潔
な
ま
で
の
低
俗
な
と
こ
ろ
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
荷
風
本

人
の
人
間
性
に
ま
で
批
判
の
矛
先
を
向
け
て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
異
常
な
事

態
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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確
か
に
佐
藤
春
夫
「
永
井
荷
風
―
―
そ
の
境
涯
と
芸
術
―
―
」（「
展
望
」

一
九
四
六
・
一
〇
〜
一（

３
）一）
の
よ
う
に
荷
風
は
「
む
か
し
か
ら
世
相
の
変
遷

に
は
興
味
を
抱
く
作
家
」
で
あ
り
、
特
に
「
問
は
ず
が
た
り
」
は
「
こ
の
種

の
作
品
中
の
傑
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
淡
々
と
の
び
の
び
と
し
た
筆
致
」
で

描
か
れ
、「
詩
美
を
傷
つ
け
な
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
渾
然
と
し
て
悠
揚

迫
ら
ざ
る
風
格
の
好
も
し
い
も
の
で
こ
れ
こ
そ
春
水
と
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
と
の

混
和
の
黄
金
律
を
示
し
た
堂
々
た
る
雄
編
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
し
ま
う
人

物
も
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
永
井
荷
風
と
佐
藤
春
夫
が
師
弟
関
係
で
あ
っ
た

か
ら
で
、
先
述
し
た
同
時
代
評
と
比
較
す
る
限
り
、
佐
藤
春
夫
の
絶
賛
は
い

さ
さ
か
か
け
離
れ
た
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
不
評
は
同
時
代
評
ば
か
り
で
な
い
。

研
究
史
に
も
色
濃
く
及
ん
で
い
る
。
戦
後
い
ち
早
く
永
井
荷
風
の
文
学
像
の

全
体
を
ま
と
め
上
げ
た
吉
田
精
一
『
永
井
荷
風
』（
八
雲
書
店

一
九
四
七
・

一
二
）
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
物
語
内
容
に
つ
い
て
「
在
来
の
彼
の
ど
の

小
説
よ
り
も
淫
蕩
で
、
放
縦
で
あ
る
」（
二
一
九
頁
）
と
し
、
さ
ら
に
臼
井

吉
見
「「
問
は
ず
が
た
り
」
贅
言
」（『
荷
風
全
集
第
十
七
巻
』
月
報
第
十
七

号

中
央
公
論
社

一
九
五
一
・
四
）
も
ま
た
物
語
内
容
に
つ
い
て
「
こ
れ

以
上
の
こ
と
は
あ
り
や
う
が
な
い
ほ
ど
の
乱
倫
淫
蕩
は
、
こ
の
作
者
と
い
へ

ど
も
、
描
い
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。」
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ト

ー
ン
が
以
後
「
問
は
ず
が
た
り
」
に
つ
い
て
語
る
上
に
も
大
き
な
前
提
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
問
は
ず
が
た
り
」
研
究
史
は
こ
の
い
さ
さ
か
据
わ
り
の
悪

い
「
乱
倫
淫
蕩
」
な
作
品
を
物
語
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、
全
く
違
う
角
度

か
ら
捉
え
生
産
的
に
荷
風
文
学
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
き
た
。
例
え

ば
赤
瀬
雅
子
「『
問
は
ず
が
た
り
』
試
論
―
―
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
影
響
」

（「
比
較
文
学
年
誌
」
四
号

一
九
六
七
・（

４
）七）
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
に

お
け
る
自
然
描
写
に
言
及
し
な
が
ら
、比
較
文
学
的
な
視
点
か
ら
ピ
エ
ー
ル
・

ロ
テ
ィ
と
荷
風
の
内
面
的
世
界
の
一
致
を
指
摘
し
て
い（

５
）る。
ま
た
笹
淵
友

（
６
）一は
荷
風
の
作
品
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
主
に
「
濹
東
綺
譚
」（「
東
京
朝
日

新
聞
」
一
九
三
七
・
四
・
一
六
〜
六
・
一
五
）
と
の
関
連
を
中
心
に
「
問
は

ず
が
た
り
」
を
荷
風
文
学
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い（

７
）る。
さ
ら
に
森

安
理
文
「
問
は
ず
が
た
り
―
―
夢
の
夢
に
つ
い（

８
）て」
は
さ
ら
に
視
野
を
日
本

文
学
全
体
に
広
げ
、「
問
は
ず
が
た
り
」
が
「「
か
た
り
も
の
」
と
し
て
古
く

か
ら
存
在
し
た
わ
が
国
の
文
芸
様
式
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
作
品
」
で
あ
る
と

位
置
づ
け
る
。
近
年
で
は
菅
野
昭（

９
）正が
「
同
時
代
の
社
会
（
中
略
）
を
正
面

の
視
野
に
配
置
し
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
主
人
公
の
「
僕
」
を
「
時
代
に

追
随
し
な
い
画
家
で
あ
り
、
権
力
に
抗
す
る
市
民
」
で
あ
る
と
捉
え
、「
問

は
ず
が
た
り
」
に
荷
風
そ
の
人
の
抵
抗
の
姿
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
生
産
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る
一
方
で
、
や
は
り
根
強
い

の
が
若
菜
薫
「
性
の
地
獄
絵
図
―
―
『
問
は
ず
が
た
り
』
論
―（

１０
）―」
の
よ
う

に
「
何
と
い
う
強
烈
な
背
徳
の
芳
香
を
放
つ
家
庭
小
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
。」

と
い
っ
た
読
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
時
代
評
に
お
け
る
日
夏
耿
之
介
の

「
愕
く
ば
か
り
の
道
義
的
反
省
の
皆
無
な
男
女
」
と
い
っ
た
主
張
と
何
ら
変

わ
ら
な
い
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
「
問
は
ず

が
た
り
」
は
現
在
に
お
い
て
も
や
は
り
「
乱
倫
淫
蕩
」
な
作
品
と
し
て
根
強

く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
だ
。

し
か
し
本
論
で
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ

て
き
た
「
乱
倫
淫
蕩
」
な
作
品
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
の

章
立
て
「
上
の
巻
」「
下
の
巻
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
構
造
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
理
由
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
が
荷
風
の
作
品
中
唯
一
戦
中
と
戦
後
を
ま
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た
い
で
執
筆
さ
れ
た
小
説
作
品
で
あ
り
、
そ
の
連
続
性
の
中
で
荷
風
が
小
説

と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
戦
後
か
ら
戦
中
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
っ
た

の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
作
品
の
巻

末
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「（
上
巻

昭
和
十
九
年
十
二
月
脱
稿
）」、「（
下

巻

昭
和
二
十
年
十
一
月
脱（

１１
）稿）」
と
い
う
よ
う
に
戦
中
と
戦
後
と
い
う
よ

う
に
明
ら
か
に
執
筆
期
間
が
異
な
り
、
さ
ら
に
「
下
の
巻
」
で
は
〈
八
、
以

下
章
番
号
を
示
す
〉
以
降
、
作
品
の
舞
台
に
岡
山
が
登
場
す
る
な
ど
荷
風
の

疎
開
体
験
が
色
濃
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
自
身
の
戦
中
や
疎
開
体
験
を
戦

後
と
い
う
時
空
間
か
ら
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
ど
の
よ
う
に
回
想
す
る
の

か
、
と
い
う
実
験
の
可
能
性
を
物
語
構
造
に
注
目
す
る
こ
と
で
明
確
に
し
、

こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
戦
後
の
荷
風
の
出
発
点
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

二

語
り
の
遠
近
法
―
―
「
上
の
巻
」
の
物
語
構
造

は
じ
め
に
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
成
立
過
程
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ

（
１２
）う。「
問
は
ず
が
た
り
」
は
は
じ
め
「
夢
の
夢
」
と
い
う
題
名
で
起
稿
さ
れ
、

次
い
で
改
題
し
て
「
ひ
と
り
ご
と
」、
さ
ら
に
改
題
を
経
て
「
問
は
ず
が
た

り
」
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。「
断
腸
亭
日
乗
」
に
よ
れ
ば
「
問
は
ず
が
た

り
」
の
原
型
と
な
る
作
品
が
執
筆
開
始
さ
れ
る
の
は
一
九
四
四
年
四
月
二
二

日
の
こ
と
。
以
後
断
続
的
に
執
筆
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
一
四
日
に
は
「
小
説

夢
の
夢
」
と
い
う
題
名
が
み
え
る
。
さ
ら
に
同
月
二
六
日
に
は
「
小
説
夢
の

マ

マ

ゆ
め
初
稿
成
る
。
改
題
し
て
「
ひ
と
り
こ
ど
」
と
な
す
。」
と
な
り
初
稿
段

階
で
完
成
を
み
る
。
同
月
三
〇
日
に
は
「
午
後
小
説
ひ
と
り
ご
と
続
篇
起

稿
」、
一
一
月
一
〇
日
「
食
後
ひ
と
り
ご
と
続
篇
の
稿
を
脱
す
。」
と
あ
り

マ

マ

「
続
篇
」
が
完
成
し
、
同
月
一
三
日
「
小
説
ひ
と
り
こ
ど
正
続
と
も
校
訂
浄

写
。」
に
よ
っ
て
第
一
稿
が
完
成
す
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が
読
む
「
問
は
ず

が
た
り
」
の
「
上
の
巻
」
全
九
章
、「
続
篇
」
で
あ
る
「
下
の
巻
」〈
一
〉
〜

〈
七
〉
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

そ
の
後
、
荷
風
は
岡
山
へ
疎
開
し
そ
こ
で
終
戦
を
迎
え
、
戦
後
は
東
京
へ

戻
っ
て
熱
海
に
留
ま
っ
て
い
る
間
、さ
ら
な
る
続
篇
の
執
筆
に
取
り
か
か
る
。

一
九
四
五
年
一
一
月
一
一
日
「
晩
食
の
後
ひ
と
り
ご
と
続
稿
執
筆
深
更
に
至

る
」、
同
月
一
三
日
「
旧
稿
続
ひ
と
り
ご
と
後
半
改
竄
」
と
あ
り
、「
下
の
巻
」

〈
八
〉
〜
〈
一
一
〉
の
執
筆
が
中
心
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か（

１３
）る。
な
ぜ
こ

の
箇
所
が
執
筆
さ
れ
た
の
か
が
判
明
す
る
か
と
い
え
ば
、「
下
の
巻
」〈
八
〉

以
降
、
語
り
手
（
書
き
手
）
の
「
僕
」
が
岡
山
県
総
社
に
隠
棲
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
岡
山
に
疎
開
し
た
実
作
者
荷
風
の
体
験
が
な
け
れ
ば

こ
の
箇
所
は
執
筆
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

マ

マ

一
九
四
六
年
四
月
一
一
日
「
燈
刻
中
村
光
夫
氏
来
り
拙
稿
ひ
と
り
こ
ど
六

月
の
雑
誌
展
望
に
掲
載
し
た
し
と
言
ふ
、（
中
略
）
褥
中
ひ
と
り
ご
と
閲
読
、

改
題
し
て
問
は
ず
が
た
り
と
な
す
」
と
あ
り
、
中
村
光
夫
の
来
訪
に
よ
っ
て

雑
誌
「
展
望
」
へ
の
掲
載
と
、
題
名
が
「
問
は
ず
が
た
り
」
に
確
定
す
る
。

以
上
が
お
お
よ
そ
の
成
立
過
程
で
あ（

１４
）る。

こ
の
よ
う
な
成
立
過
程
と
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
物
語
構
造
は
緊
密
な
関

係
に
あ
る
。先
述
し
た
よ
う
に
「
問
は
ず
が
た
り
」
は
「
上
の
巻
」
全
九
章
、

「
下
の
巻
」
全
一
一
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
画
家
で
あ
る
太
田

の
「
僕
」
に
よ
る
一
人
称
回
想
体
の
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
物
語

言
説
が
一
気
に
後
置
的
な
時
点
か
ら
回
想
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
以
下
に
示

す
よ
う
に
【
Ａ
】
〜
【
Ｃ
】
の
三
つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

点
で
の
回
想
が
接
続
さ
れ
全
体
と
し
て
一
つ
の
物
語
内
容
を
構
成
し
て
い

る
。
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【
Ａ
】「
上
の
巻
」〈
一
〉
〜
〈
九
〉

→
一
九
四
四
年
八
月
時
点
か
ら
の
回
想

【
Ｂ
】「
下
の
巻
」〈
一
〉
〜
〈
七
〉

→
一
九
四
四
年
一
二
月
時
点
か
ら
の
回
想

【
Ｃ
】「
下
の
巻
」〈
八
〉
〜
〈
一
一
〉

→

一
九
四
五
年
一
〇
月
以
降
の
時
点
か
ら
の
回
想

先
述
し
た
成
立
過
程
と
こ
の
構
成
は
ぴ
た
り
と
合
致
す
る
。【
Ａ
】
は
一

九
四
四
年
一
〇
月
二
六
日
初
稿
成
立
時
、【
Ｂ
】
は
同
年
一
一
月
一
〇
日
「
続

篇
」
脱
稿
時
、【
Ｃ
】
は
戦
後
熱
海
で
執
筆
し
た
一
九
四
五
年
一
一
月
半
ば

頃
の
「
ひ
と
り
ご
と
続
稿
執
筆
」
時
で
あ
る
。

ま
ず
は
【
Ａ
】
の
物
語
構
造
か
ら
検
証
し
て
い
こ
う
。【
Ａ
】
で
語
ら
れ

る
の
は
「
僕
」
が
美
術
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
友
人
三
人
と
小
石
川
牛

天
神
の
裏
に
一
緒
に
住
ん
で
い
た
頃
の
話
か
ら
、
隣
の
家
に
住
む
満
枝
と
出

会
い
、
さ
ら
に
「
僕
」
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
て
満
枝
の
妹
辰
子
と
結
婚

し
、
彼
女
の
娘
で
あ
る
雪
子
と
家
庭
生
活
を
営
む
。
そ
し
て
辰
子
の
死
後
は

女
中
の
松
子
と
義
理
の
娘
で
あ
る
雪
江
と
「
僕
」
の
三
人
暮
ら
し
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。【
Ａ
】
の
最
後
の
時
制
は
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
四
四
年

八
月
頃
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
「
僕
」
が
小
石
川
牛
天
神
裏
を
懐
か
し
み
な

が
ら
「
僕
が
そ
の
日
（
二
十
四
年
の
む
か
し
だ
）
み
ん
な
遊
び
に
出
て
行
っ

た
後
、」〈
上
七
、
以
下
「
上
の
巻
」
第
七
章
を
示
す
〉
と
回
想
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、【
Ａ
】
は
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
の
二
四
年
間
の
時

間
的
持
続
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き（

１５
）る。

こ
の
「
僕
」
に
よ
る
一
人
称
回
想
体
の
特
色
は
以
下
の
冒
頭
部
分
か
ら
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
だ
九
月
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
一
雨
ご
と
に
今
年
の
秋
は
驚
く

ば
か
り
早
く
ふ
け
て
行
く
。
蟋
蟀
は
昼
間
か
ら
家
の
中
で
も
鳴
音
を
立

て
る
や
う
に
な
つ
た
。
さ
う
言
つ
た
ら
、
い
か
に
人
気
の
な
い
家
だ
と

い
ふ
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
去
年
夏
の
は
じ
め
に
幾
年
間
同

棲
し
て
ゐ
た
辰
子
が
な
く
な
つ
て
か
ら
、
家
に
は
雪
江
と
い
ふ
娘
と
松

子
と
い
ふ
女
中
が
ゐ
る
ば
か
り
。
一
人
は
外
か
ら
ま
だ
帰
つ
て
来
ず
、

一
人
は
今
し
が
た
洗
湯
へ
行
つ
た
。（
略
）
昨
夜
か
ら
ふ
と
思
い
つ
い

た
ま
ゝ
、
僕
は
二
十
年
近
く
一
緒
に
暮
ら
し
た
辰
子
と
、
雪
江
と
い
ふ

そ
の
娘
の
事
と
を
手
帳
に
書
き
留
め
て
ゐ
る
。
人
に
読
ま
せ
る
つ
も
り

で
は
な
い
。
た
だ
老
の
寝
覚
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
過
ぎ
な
い
。

〈
上
一
〉

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
「
僕
」
が
出
来
事
を
「
書
き
留
め
」
る
こ
と
に

意
識
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
老
の
寝
覚
の
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
」
書

い
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
人
か
ら
は
読
ま
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
「
僕
」
は
公
開
さ
れ
る
予
定
の
な
い
「
メ
モ
ワ
ー

ル
」〈
下
八
〉
を
執
筆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
傍
線
部
「
今�

し�

が�

た�

洗
湯
へ
行
つ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
こ
の
手
記
を
執
筆
し
て
い
る

〈
今
・
こ
こ
〉
と
い
っ
た
具
体
的
な
場
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際

に
「
僕
は
書
く
の
を
忘
れ
て
ゐ
た
が
」〈
上
六
〉
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
「
僕
」
は
絶
え
ず
書
記
行
為
そ
の
も
の
を
意
識
的
に
文
中
に
書

き
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
Ａ
】
の
特
徴
的
な
語
り
は
二
四
年
間
に
わ
た
る
時
間
の
経
過
と
、
あ
る
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一
時
点
の
場
面
の
転
換
が
瞬
時
に
切
り
替
わ
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に

す
る
の
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
場
面
の
語
り
方
だ
。

初
め
三
人
が
引
っ
越
し
て
来
た
時
は
、
十
二
月
の
初
旬
で
は
あ
つ
た

し
、
ま
た
僕
等
二
人
は
通
学
の
傍
、
仏
蘭
西
語
の
夜
学
に
も
行
つ
て
ゐ

た
の
で
、
隣
近
処
の
様
子
に
は
一
向
に
気
が
つ
か
ず
に
ゐ
た
が
、
や
が

て
寺
の
庭
に
梅
が
咲
き
、
鶯
が
囀
り
、
ど
こ
の
家
で
も
窓
や
縁
側
の
障

子
を
あ
け
る
や
う
に
な
る
の
が
早
い
か
、
竹
垣
を
境
に
し
た
表
隣
の
家

に
姉
妹
ら
し
い
女
が
二
人
住
ん
で
ゐ
る
の
を
知
つ
た
。（
中
略
）

機
会
は
意
外
な
方
面
か
ら
突
然
吾
々
を
驚
し
た
。
い
き
な
り
棚
か
ら

牡
丹
餅
が
落
ち
て
来
た
の
だ
。
或
日
の
夕
方
で
あ
る
。〈
上
一
〉

こ
こ
で
は
【
Ａ
】
全
体
の
二
四
年
間
の
時
間
的
持
続
の
う
ち
「
十
二
月
の

初
旬
」
か
ら
「
鶯
が
囀
」
る
よ
う
に
な
る
春
先
ま
で
の
約
四
ヶ
月
間
と
い
っ

た
一
定
の
期
間
を
ご
く
自
然
な
描
写
で
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
時
間
的
な
振

幅
の
中
か
ら
あ
る
特
定
の
一
時
点
と
し
て
傍
線
部
「
或
日
の
夕
方
」
が
引
き

出
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は

「
僕
」
と
満
枝
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
妹
で
あ
る
辰
子
と

の
出
会
い
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
物
語
の
出
発
と

し
て
重
要
な
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
間
的
構
造
は

以
下
の
場
面
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。

娘
の
雪
江
が
小
学
校
も
や
が
て
高
等
科
に
進
み
か
け
た
頃
か
ら
、
世

の
中
の
変
り
出
し
た
こ
と
が
、
日
一
日
と
烈
し
く
な
つ
て
行
つ
た
。
満

州
と
上
海
と
に
戦
争
が
始
り
政
府
の
要
人
が
頻
に
暗
殺
さ
れ
る
。
不
穏

の
文
字
が
町
の
角
々
に
貼
出
さ
れ
る
。
然
し
東
京
の
繁
華
は
今
日
か
ら

回
顧
し
て
見
る
と
、
其
の
頃
が
恐
ら
く
其
絶
頂
に
達
し
て
ゐ
た
時
ら
し

い
。（
中
略
）

そ
れ
こ
れ
し
て
ゐ
る
中
に
時
運
は
い
よ
〳
〵
紛
糾
し
て
遂
に
支
那
と

の
戦
争
に
な
つ
た
。
娘
雪
江
は
い
つ
か
小
学
校
も
卒
業
し
て
女
学
校
へ

進
ん
だ
。
年
は
十
三
。
辰
子
は
三
十
四
。
僕
は
と
う
に
四
十
を
超
し
て

ゐ
た
。
僕
は
二
十
時
分
か
ら
耳
の
上
あ
た
り
に
若
白
髪
の
生
え
た
こ
と

を
知
つ
て
ゐ
た
く
ら
い
で
。
今
は
全
体
に
七
分
通
り
真
白
に
な
つ
た
の

を
、
か
ま
は
ず
に
長
く
延
ば
し
て
後
方
へ
撫
で
つ
け
、（
中
略
）

道
端
の
草
む
ら
に
野
菊
の
花
が
咲
き
、
櫨
の
葉
の
真
紅
に
色
づ
い
た

暮
秋
の
一
日
、
僕
等
三
人
、
井
の
頭
公
園
の
腰
掛
に
休
ん
で
ゐ
た
時
で

あ
る
。〈
上
五
〉

こ
こ
で
も
や
は
り
雪
江
の
学
齢
に
注
目
す
る
と
小
学
校
の
高
等
科
進
級
前

後
か
ら
卒
業
、
そ
し
て
女
学
校
進
学
ま
で
の
数
年
間
ほ
ど
の
時
間
の
経
過
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
限
定
さ
れ
た
時
間
的
経
過
の
中
に

「
満
州
と
上
海
と
に
戦
争
が
始
り
」
と
あ
る
よ
う
に
一
九
三
一
年
九
月
満
州

事
変
、
一
九
三
二
年
一
月
上
海
事
変
が
勃
発
し
た
様
子
が
織
り
込
ま
れ
、
さ

ら
に
は
一
九
三
七
年
七
月
日
中
戦
争
開
戦
と
い
っ
た
時
局
の
大
枠
が
示
さ

れ
、
そ
の
中
か
ら
傍
線
部
「
暮
秋
の
一
日
」
と
い
う
特
定
の
一
時
点
が
引
き

出
さ
れ
て
物
語
が
進
行
し
て
い（

１６
）く。
ま
た
傍
線
部
「
今�

日�

か�

ら�

回
顧
し
て
み

る
と
」
と
い
う
よ
う
に
語
る
〈
今
・
こ
こ
〉
の
水
準
と
傍
線
部
「
今�

は�

全
体

に
七
分
通
り
真
白
に
な
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
〈
今
・
こ
こ
〉
の

水
準
を
物
語
言
説
的
に
近
接
さ
せ
つ
つ
、
し
か
し
明
瞭
に
区
別
し
な
が
ら

語
っ
て
い
る
点
は
こ
の
作
品
の
物
語
構
造
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
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え
る
だ
ろ
う
。

一
九
四
四
年
の
語
る
〈
今
・
こ
こ
〉
の
水
準
を
一
九
三
七
年
頃
の
語
ら
れ

る
〈
今
・
こ
こ
〉
の
水
準
と
対
比
し
、
七
年
間
の
時
間
的
隔
た
り
を
明
確
に

打
ち
出
し
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年
代
の
時
代
状
況
の
大
枠
を
語
り
つ
つ
、
そ

の
時
間
的
振
幅
の
中
か
ら
物
語
内
容
を
始
動
す
る
特
定
の
一
時
点
「
暮
秋
の

一
日
」
を
指
し
示
す
こ
と
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
【
Ａ
】
は
時
代
状
況
の
大

ま
か
な
流
れ
と
「
僕
」
を
取
り
巻
く
物
語
を
同
時
に
語
っ
て
い
く
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
。「
問
は
ず
が
た
り
」
の
【
Ａ
】
の
語
り
は
こ
の
よ
う
な
時

間
的
遠
近
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
は
【
Ａ
】
の
末
尾
に
お
い
て
「
今�

年�

に�

な�

つ�

て�

か�

ら�

雪

江
と
松
子
と
は
時
々
言
い
争
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
や
う
に
な
つ
た
。」

〈
九
〉
と
い
う
よ
う
に
語
る
〈
今
・
こ
こ
〉
と
語
ら
れ
る
〈
今
・
こ
こ
〉
の

二
つ
の
水
準
が
次
第
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
両
者
の
距
離

が
持
ち
得
な
い
時
点
に
お
い
て
「
僕
」
の
手
記
が
一
旦
は
終
了
す
る
、
つ
ま

り
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
「
上
の
巻
」
が
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。

三

括
復
法
と
単
起
法
―
―
「
下
の
巻
」
の
物
語
構
造

「
問
は
ず
が
た
り
」
の
「
下
の
巻
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
【
Ｂ
】
と

【
Ｃ
】
の
二
つ
の
部
分
に
分
れ
る
。
ま
ず
は
【
Ｂ
】
の
物
語
構
造
か
ら
み
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

世
の
中
に
ま
だ
紙
が
あ
つ
た
頃
、
毎
年
の
暮
、
銀
行
か
ら
は
預
金
者

に
、
保
険
会
社
か
ら
は
保
険
契
約
者
に
贈
つ
た
懐
中
日
記
な
ど
が
あ
つ

た
の
を
見
つ
け
出
し
て
退
屈
し
の
ぎ
に
亡
妻
と
其
娘
の
こ
と
を
書
綴
つ

て
見
た
と
こ
ろ
、
知
ら
ず
〳
〵
其
一
冊
は
余
白
の
一
枚
さ
へ
な
い
や
う

に
し
て
し
ま
つ
た
。
机
の
曳
出
し
に
は
ま
だ
何
か
古
い
手
帳
が
あ
る
だ

ら
う
。
書
漏
し
た
事
と
其
後
の
事
と
を
か
き
足
し
て
置
か
う
。

（
一
九
四
四
年
十
二
月
）〈
下
一
〉

こ
の
箇
所
に
記
載
さ
れ
た
「（
一
九
四
四
年
十
二
月
）」
か
ら
【
Ｂ
】
の
物

語
内
容
は
こ
の
日
付
を
起
点
と
し
て
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
こ
こ
で
初
め
て
【
Ａ
】
も
ま
た
同
じ
く
一
九
四
四
年
時
点
か
ら
の
回
想
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
傍
線
部
「
書
漏
し
た
事
と
其

後
の
事
と
を
か
き
足
し
て
置
か
う
。」
と
あ
る
よ
う
に
【
Ａ
】
と
同
様
に

「
僕
」
は
こ
の
手
記
を
書
き
記
す
と
い
う
行
為
に
対
し
て
意
識
的
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

【
Ｂ
】
で
語
ら
れ
る
の
は
「
僕
」
と
娘
雪
江
と
女
中
松
子
の
三
人
の
生
活

で
あ
る
。
雪
江
と
貴
族
院
議
員
牧
山
子
爵
の
長
男
義
雄
と
の
縁
談
と
そ
の
破

談
、
さ
ら
に
雪
江
と
歌
手
で
あ
る
春
山
春
夫
と
の
恋
愛
が
語
ら
れ
、
そ
し
て

「
十
一
月
廿
九
日
の
夜
」〈
下
七
〉
以
降
、
空
襲
で
押
し
入
れ
に
避
難
し
て

い
る
と
き
に
「
僕
」
と
雪
江
が
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
時
間
的
持
続
と
し
て
は
【
Ａ
】
の
直
後
一
九
四
四
年
九
月
頃
か
ら
同
年

一
二
月
頃
ま
で
の
約
四
ヶ
月
間
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。【
Ｂ
】
で
特

徴
的
な
の
は
【
Ａ
】
の
よ
う
に
時
代
状
況
の
大
枠
と
い
う
よ
り
も
、
日
常
的

な
情
景
の
描
写
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
以
下
の
場
面
が

そ
れ
に
あ
た
る
。

二
三
日
、
雨
や
風
の
後
、
昨
日
の
よ
う
に
昼
の
中
か
ら
灯
の
ほ
し
い

ほ
ど
暗
く
曇
っ
た
日
が
続
い
た
り
す
る
と
、
来
年
草
の
芽
の
出
る
こ
ろ
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ま
で
、
再
び
庭
に
出
る
日
も
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の
で
、
夜
毎
の
露

霜
に
土
は
し
め
つ
て
ゐ
る
が
、
僕
は
散
り
積
つ
た
落
葉
を
掃
か
う
と
箒

を
取
り
に
裏
庭
へ
行
つ
た
。
見
れ
ば
此
の
秋
中
、
毎
日
飯
を
た
い
た
竃

が
、
今
は
い
か
に
も
用
が
な
い
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
、
見
る
か
げ
も
な
く

見
捨
て
ら
れ
て
、
其
時
分
燃
し
た
枯
枝
の
黒
く
焦
げ
た
の
が
取
り
散
ら

さ
れ
た
ま
ゝ
に
な
つ
て
ゐ
る
、
こ
れ
も
何
や
ら
思
出
の
跡
の
や
う
に
哀

れ
に
見
ら
れ
る
。

突
然
雪
江
が
バ
ケ
ツ
を
下
げ
て
勝
手
口
か
ら
出
て
来
た
。〈
下
六
〉

こ
の
場
面
に
お
け
る
時
間
構
成
に
注
目
し
て
み
よ
う
。波
線
部
「
二�

三�

日�

、

雨
や
風
の
後
、
昨
日
の
よ
う
に
昼
の
中
か
ら
灯
の
ほ
し
い
ほ
ど
暗
く
曇
っ
た

日
が
続
い
た
り
す
る
と
」
と
い
う
よ
う
に
直
近
の
「
二
三
日
」
の
天
気
の
様

子
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
こ
の
場
面
に
お
け
る
時
間
的
振
幅
が
示
さ
れ
る
。

つ
づ
い
て
そ
の
時
間
的
振
幅
に
接
続
す
る
よ
う
に
波
線
部
「
夜�

毎�

の
露
霜
に

土
は
湿
っ
て
ゐ
る
が
」
と
い
う
よ
う
に
「
夜
毎
」
の
地
面
の
様
子
が
描
か
れ

る
。
同
様
に
波
線
部
「
見
れ
ば
此�

の�

秋�

中�

、
毎�

日�

飯
を
た
い
た
竃
が
」
と
い

う
よ
う
に
毎
日
繰
り
返
さ
れ
た
行
為
が
示
さ
れ
た
後
、
傍
線
部
「
今�

は�

い
か

に
も
用
が
な
い
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
」
と
い
う
よ
う
に
「
今
」
と
い
う
特
定
の

一
時
点
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
時
間
的
延
長
線
上
に
傍
線
部
「
突
然

雪
江
が
バ
ケ
ツ
を
下
げ
て
勝
手
口
か
ら
出
て
来
た
。」
の
場
面
が
つ
づ
き
、

語
ら
れ
る
〈
今
・
こ
こ
〉
に
密
着
し
た
物
語
の
現
在
時
が
描
か
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
括
復
的
表
現
に
よ
っ
て
庭
の
情
景
を
描
写
し
、
そ
こ
で

提
示
さ
れ
た
時
間
的
振
幅
の
中
か
ら
物
語
が
始
動
す
る
一
時
点
が
単
起
的
表

現
に
よ
っ
て
括
り
出
さ
れ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
時
間
構
造
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。

【
Ａ
】
で
は
時
代
状
況
の
大
枠
を
提
示
し
て
か
ら
特
定
の
一
時
点
を
示
し

出
し
た
の
と
は
違
い
、【
Ｂ
】
で
は
日
常
の
時
間
の
流
れ
の
中
か
ら
季
節
を

感
じ
さ
せ
る
情
景
描
写
を
中
心
に
数
日
間
の
時
間
的
持
続
が
示
さ
れ
、
そ
の

卑
近
な
情
景
描
写
の
中
か
ら
特
定
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
と
い
う
方
法
が
採

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。【
Ｂ
】
で
は
回
想
す
る
対
象
の
時
間
的
持
続
が
た
っ

た
四
ヶ
月
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、【
Ａ
】
の
よ
う
に
時
代
状
況
を
説
明
す
る

必
要
が
な
く
、「
僕
」
の
周
辺
の
物
語
だ
け
を
語
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
に

極
端
に
限
定
さ
れ
た
日
常
か
ら
物
語
は
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
語
り
の
手
法
は
【
Ｃ
】
に
な
っ
て
も
変
化
は
な
い
。
つ
づ
く

【
Ｃ
】
は
「
僕
」
が
故
郷
の
岡
山
県
に
移
っ
て
か
ら
の
回
想
で
あ
る
。
ま
ず

は
【
Ｃ
】
の
冒
頭
部
分
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

僕
は
今
岡
山
県
吉
備
郡
□
□
町
に
残
つ
て
ゐ
る
祖
先
の
家
に
余
生
を

送
つ
て
ゐ
る
。
五
十
年
前
に
僕
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昭
和
二

十
年
八
月
十
五
日
の
正
午
、
僕
は
こ
の
家
の
畠
か
ら
秋
茄
子
を
摘
み
な

が
ら
日
軍
降
伏
の
事
を
ラ
ヂ
オ
に
よ
つ
て
聞
き
知
つ
た
の
だ
。

僕
の
生
涯
は
既
に
東
京
の
画
室
を
去
る
間
際
に
於
て
、
早
く
終
局
を

告
げ
て
ゐ
た
。
新
し
い
生
涯
に
入
る
こ
と
を
、
僕
は
も
う
望
ん
で
ゐ
な

い
。
僕
は
昨
日
と
な
つ
た
昔
の
夢
を
思
返
し
て
、
曾
て
「
問
は
ず
が
た

り
」
と
題
し
た
メ
モ
ワ
ー
ル
を
つ
く
つ
て
見
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
こ
ゝ

に
そ
が
最
終
の
一
章
を
書
き
足
し
て
置
か
う
。〈
下
八
〉

傍
線
部
「
僕
は
今�

岡
山
県
吉
備
郡
□
□
町
に
残
つ
て
ゐ
る
祖
先
の
家
に
余

生
を
送
つ
て
ゐ
る
。」
か
ら
「
余
生
」
を
郷
里
岡
山
で
す
ご
し
て
い
る
「
僕
」

の
〈
今
・
こ
こ
〉
が
明
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
【
Ａ
】【
Ｂ
】
と
は
異
な
る
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境
遇
か
ら
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
書
き
付
け

ら
れ
て
い
た
物
語
言
説
が
「
問
は
ず
が
た
り
」
と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判

明
す（

１７
）る。
そ
し
て
傍
線
部
「
こ
ゝ
に
そ
が
最
終
の
一
章
を
書
き
足
し
て
置
か

う
。」
と
い
う
よ
う
に
こ
こ
で
も
や
は
り
「
僕
」
が
こ
の
手
記
を
書
き
記
す

と
い
う
こ
と
に
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。【
Ｃ
】
で
は
一
九
四
四
年

一
一
月
以
降
、
主
に
雪
江
と
松
子
が
次
第
に
不
仲
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

語
ら
れ
、
そ
の
雰
囲
気
に
嫌
気
が
さ
し
た
「
僕
」
が
郷
里
の
岡
山
に
行
く
こ

と
、
岡
山
が
空
襲
に
遭
っ
た
こ
と
、
終
戦
を
挟
ん
で
そ
こ
で
雪
江
の
か
つ
て

の
恋
人
で
あ
っ
た
春
山
春
夫
に
偶
然
再
会
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い

く
。
最
後
は
「
九
月
は
過
ぎ
た
。
十
月
に
な
る
が
否
や
、」〈
下
十
一
〉
と
い

う
よ
う
に
時
の
経
過
が
示
さ
れ
る
と
同
時
に
岡
山
の
牧
歌
的
な
風
景
が
描
か

れ
て
物
語
は
終
わ
り
と
な
る
。
時
間
的
持
続
と
し
て
は
【
Ｂ
】
の
直
後
、
東

京
へ
の
空
襲
が
ひ
ど
く
な
る
一
九
四
五
年
三
月
頃
か
ら
一
九
四
五
年
一
〇
月

頃
ま
で
の
約
七
〜
八
ヶ
月
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
時
間
的

持
続
を
回
想
し
て
い
る
時
点
が
い
つ
で
あ
る
の
か
は
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
物
語
の
末
尾
に
位
置
す
る
一
九
四
五
年
一
〇
月
以
降
の
あ
る
時
点
を

想
定
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。

こ
の
【
Ｃ
】
で
は
時
系
列
に
直
線
的
に
物
語
が
淡
々
と
語
ら
れ
、「
僕
」

が
郷
里
の
岡
山
で
生
活
し
て
い
る
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
。
一
九
四
五
年

五
月
、
岡
山
に
到
着
し
た
日
の
こ
と
を
「
こ
の
日
ほ
ど
岡
山
の
空
と
山
と
を

美
し
く
懐
か
し
く
眺
め
わ
た
し
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
一
度
も
な
か
つ
た
で
あ

ら
う
」〈
下
九
〉
と
あ
る
よ
う
に
「
僕
」
は
岡
山
の
自
然
に
感
激
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
【
Ｃ
】
で
中
心
的
に
描
か
れ
る
の
は
以
下

の
よ
う
な
岡
山
の
自
然
で
あ
る
。

初
め
こ
の
地
に
来
た
こ
ろ
、
芒
の
穂
よ
り
も
細
か
つ
た
稲
の
葉
は
忽

繁
茂
し
て
、
今
は
目
の
及
ぶ
か
ぎ
り
青
葉
の
波
を
打
た
せ
て
ゐ
る
。
あ

た
り
の
木
立
や
納
屋
の
屋
根
に
ま
で
匍
上
る
南
瓜
の
葉
蔭
か
ら
は
、
大

き
な
南
瓜
が
早
く
も
堅
さ
う
な
其
皮
を
褐
色
に
変
へ
は
じ
め
た
。
藺
草

の
生
え
茂
る
貯
水
池
、
田
舟
の
繋
い
で
あ
る
暗
渠
の
水
の
、
堰
か
ら
溢

れ
お
ち
て
川
と
な
る
あ
た
り
に
は
、
農
家
の
子
供
が
終
日
騒
ぎ
な
が
ら

泳
い
で
ゐ
る
。
茄
子
や
豆
畠
の
畦
に
は
野
生
の
孔
雀
草
が
金
ぽ
う
げ
と

共
に
金
色
の
花
を
さ
か
せ
、
熟
し
た
蕃
茄
は
凌
霄
花
と
同
じ
緋
色
に
輝

き
、
垣
の
槿
に
は
蓮
の
や
う
な
純
白
の
花
が
日
毎
に
数
多
く
咲
き
か
け

て
、
満
目
の
風
物
は
い
つ
と
な
く
秋
の
近
く
な
つ
て
来
た
こ
と
を
知
ら

せ
は
じ
め
た
。〈
九
〉

こ
の
引
用
に
お
け
る
傍
線
部
「
初
め
」
と
い
う
の
は
「
僕
」
が
岡
山
に

や
っ
て
来
た
一
九
四
五
年
五
月
頃
の
こ
と
を
指
す
。
同
じ
傍
線
部
「
今
」
は

八
月
頃
を
指
す
と
推
定
で
き
る
。
な
の
で
こ
の
引
用
部
分
に
お
い
て
は
約
四

ヶ
月
間
の
時
間
的
振
幅
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
時
間
的

振
幅
は
波
線
部
「
青
葉
の
波
を
打
た
せ
て
ゐ
る�

」、
波
線
部
「
終
日
騒
ぎ
な

が
ら
泳
い
で
ゐ
る�

」
と
い
っ
た
よ
う
に
文
末
詞
が
「
る
」
で
括
ら
れ
た
日
常

的
に
反
復
さ
れ
る
括
復
的
表
現
で
示
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
文
章
全
体
の
基
調

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
間
的
振
幅
の
中
か
ら
傍
線
部
「
褐
色
に
変

へ
は
じ
め
た�

」、
傍
線
部
「
秋
の
近
く
な
つ
て
来
た
こ
と
を
知
ら
せ
は
じ
め

た�

」
と
い
う
よ
う
に
文
末
詞
が
「
た
」
で
括
ら
れ
た
特
定
の
一
時
点
を
指
し

示
す
単
起
的
表
現
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
方
法
は
こ

れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
【
Ｂ
】【
Ｃ
】
に
共
通
す
る
特
徴
的
な
語
り

の
方
法
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
こ
こ
に
お
け
る
風
景
描
写
が
い
さ
さ
か
奇
妙
な
の
は
「
僕
」
の
故

郷
で
あ
る
岡
山
の
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
記
憶
と
し
て
の
風
景
が
一
切
記
さ

れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
地
名
や
場
所
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る

「
僕
」
の
幼
少
時
代
の
記
憶
な
ど
が
風
景
と
と
も
に
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
の
だ
。
以
下
の
「
問
は
ず
が
た
り
」
末
尾
の
場
面
も
同
様
の
こ
と
が
言

え
る
だ
ろ
う
。

僕
は
農
家
に
飼
は
れ
て
ゐ
る
二
三
匹
の
山
羊
を
つ
れ
て
、
毎
日
後
の

岩
山
に
登
り
石
に
腰
を
か
け
て
、
何
事
を
も
思
は
ず
、
惘
然
と
し
て
唯

日
に
あ
た
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
ゐ
る
。

松
の
深
林
、
乾
い
た
石
逕
、
お
と
な
し
い
臆
病
な
山
羊
…
…
。
画
家

セ
ザ
ー
ヌ
と
詩
人
ジ
ャ
ム
が
愛
し
た
プ
ロ
ワ
ン
ス
州
ば
か
り
が
好
い
国

と
も
限
る
ま
い
穏
や
か
な
日
の
あ
た
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
へ
行
つ
て
も
好

い
国
だ
ら
う
。〈
下
十
一
〉

こ
こ
で
も
波
線
部
「
僕
」
が
「
毎
日
」
繰
り
返
し
て
い
る
日
常
的
な
行
為

が
括
復
法
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
先
述
の
指
摘
同
様
、
こ
の
よ
う

な
風
景
描
写
か
ら
は
「
僕
」
の
思
い
出
と
言
っ
た
過
去
に
密
着
し
た
時
間
が

語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
僕
」
が
故
郷
で
過
ご
し
た
と

い
う
時
間
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
お
り
、【
Ｂ
】【
Ｃ
】
に
共
通
す
る
特
徴
的

な
括
復
法
的
な
語
り
の
手
法
に
よ
っ
て
極
め
て
叙
情
的
で
写
生
的
な
風
景
描

写
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

四
〈
風
景
〉
の
語
り
方
―
―
空
洞
化
す
る
時
間

そ
れ
で
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
末
尾
で
展
開
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
時
間

が
欠
落
し
た
風
景
描
写
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。「
問

は
ず
が
た
り
」
を
読
ん
で
ま
ず
は
じ
め
に
気
が
つ
く
の
は
後
半
に
進
む
に

従
っ
て
物
語
内
容
の
中
心
と
な
る
展
開
が
明
ら
か
に
変
質
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。【
Ａ
】【
Ｂ
】
に
お
い
て
は
「
僕
」
を
中
心
と
す
る
家
族
の
物
語
、

も
し
く
は
そ
れ
に
加
え
て
娘
雪
江
、
女
中
の
松
子
と
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
て
、【
Ｃ
】
で
は
岡
山
に
隠
棲
し
た
「
僕
」
宛
に
雪
江
が
送
っ

て
き
た
手
紙
の
内
容
、
雪
江
の
恋
人
だ
っ
た
春
山
春
夫
と
「
僕
」
が
再
会
し

た
こ
と
以
外
は
岡
山
の
風
景
描
写
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
先
述
し
た
よ

う
に
【
Ａ
】
に
お
い
て
特
徴
的
だ
っ
た
時
代
状
況
の
大
枠
を
語
り
つ
つ
、
そ

の
時
間
的
振
幅
の
中
か
ら
特
定
の
一
時
点
を
引
き
出
し
て
物
語
内
容
を
展
開

さ
せ
て
い
く
と
い
っ
た
方
法
は
影
を
潜
め
、【
Ｃ
】
で
は
先
述
し
た
末
尾
の

引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
特
定
の
時
間
軸
が
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
眼
前
の

風
景
が
極
め
て
叙
情
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
同
一
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
【
Ａ
】
か
ら
【
Ｃ
】
に
進
む
に

つ
れ
て
物
語
内
容
の
展
開
や
時
間
的
表
現
の
方
法
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
て

し
ま
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
成
立
過
程
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
今

一
度
確
認
し
て
み
る
な
ら
ば
【
Ａ
】
は
戦
中
の
一
九
四
四
年
一
〇
月
下
旬
、

【
Ｃ
】
は
戦
後
の
一
九
四
五
年
一
一
月
に
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
て
い
る
。
こ
の

成
立
時
期
ゆ
え
に
物
語
内
容
に
流
れ
る
時
間
と
し
て
【
Ａ
】
は
一
九
二
〇
〜

一
九
四
四
年
ま
で
の
二
四
年
間
を
時
間
的
持
続
と
し
て
描
く
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
そ
し
て
【
Ａ
】
に
お
い
て
物
語
内
容
の
現
在
時
が
一
九
四
四
年
ま
で
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進
行
し
て
し
ま
う
と
、そ
の
続
き
を
描
い
た
【
Ｂ
】
の
後
に
位
置
す
る
【
Ｃ
】

は
成
立
時
期
を
考
え
て
も
必
然
的
に
戦
後
を
中
心
と
す
る
七
〜
八
ヶ
月
間
の

時
間
的
持
続
し
か
持
ち
得
な
い
。
こ
の
【
Ａ
】
と
【
Ｃ
】
の
極
端
な
時
間
的

持
続
の
違
い
ゆ
え
に
物
語
内
容
の
中
心
と
な
る
展
開
も
、
時
間
を
操
作
す
る

語
り
方
も
自
ず
と
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
。

そ
し
て
何
よ
り
【
Ｃ
】
の
描
写
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
実
作

者
荷
風
の
岡
山
に
お
け
る
疎
開
体
験
で
あ（

１８
）る。
荷
風
が
岡
山
に
疎
開
し
た
の

は
一
九
四
五
年
六
月
一
二
日
か
ら
八
月
三
〇
日
の
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
問
は

ず
が
た
り
」
で
舞
台
と
な
る
総
社
で
過
ご
し
た
の
は
八
月
二
七
日
か
ら
三
〇

日
ま
で
の
四
日
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
荷
風
が
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
自
身
の
疎
開
体
験
を
回
想
す
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
描

き
方
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
同
じ
く
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
執

筆
さ
れ
た
随
筆
「
草
紅
葉
」（「
中
央
公
論
」
一
九
四
六
・
一
二
）
に
お
け
る

以
下
の
描
写
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

戦
後
に
逢
ふ
二
度
目
の
秋
も
忽
ち
末
近
く
な
つ
て
来
た
。
去
年
の
秋

は
こ
れ
を
岡
山
の
西
郊
に
迎
へ
、
そ
の
尽
る
の
を
熱
海
に
送
つ
た
。
今

年
下
総
葛
飾
の
田
園
に
わ
た
く
し
は
日
毎
に
烈
し
く
な
る
風
の
響
を

き
ゝ
つ
ゝ
光
陰
の
早
く
去
る
の
に
驚
い
て
ゐ
る
。
岡
山
に
ゐ
た
の
は
、

其
時
に
は
長
い
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
た
が
、
実
は
百
日
に
満
た
な
か
つ

た
。
熱
海
の
小
春
日
和
は
明
る
い
昼
の
夢
の
や
う
で
あ
つ
た
。（
略
）

八
幡
の
町
の
梨
畠
に
梨
は
取
り
尽
さ
れ
、
葡
萄
棚
か
ら
は
明
る
く
日

が
さ
す
や
う
に
な
つ
た
。
玉
蜀
黍
の
茎
は
倒
れ
て
見
通
す
稲
田
の
眺
望

は
軟
か
に
黄
ば
ん
で
来
た
。
い
つ
の
日
に
か
、
わ
た
く
し
は
再
び
妙
林

寺
の
松
山
に
鳶
の
鳴
声
を
き
ゝ
得
る
の
で
あ
ら
う
。
今
ご
ろ
備
中
総
社

の
町
の
人
達
は
裏
山
の
茸
狩
に
、
秋
晴
の
日
の
短
き
を
歎
い
て
ゐ
る
に

ち
が
ひ
な
い
。
三
門
の
町
を
流
れ
る
溝
川
の
水
も
物
洗
ふ
に
は
、
も
う

冷
た
く
な
り
過
ぎ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

待
つ
心
は
日
を
重
ね
月
を
経
る
に
従
つ
て
、
郷
愁
に
等
し
き
哀
愁
を

醸
す
。
郷
愁
ほ
ど
情
緒
の
美
し
き
も
の
は
な
い
。
長
く
わ
た
く
し
が
巴

里
の
空
を
忘
れ
得
ぬ
の
も
こ
の
情
緒
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

荷
風
は
岡
山
で
の
疎
開
生
活
を
終
え
、一
九
四
五
年
八
月
三
一
日
に
上
京
。

九
月
一
日
よ
り
熱
海
で
生
活
し
、
翌
一
九
四
六
年
一
月
一
六
日
よ
り
市
川
に

移
る
。
こ
の
随
筆
は
市
川
に
住
ん
で
い
る
と
き
に
終
戦
前
後
の
こ
と
を
回
想

し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
岡
山
で
の
疎
開
生
活
か
ら
一
年
三
ヶ
月
を
経
て

発
表
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
。
荷
風
の
回
想
は
至
っ
て
冷
静
で
自
身
が
岡
山
に

疎
開
し
て
い
た
期
間
を
「
其
時
に
は
長
い
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
た
が
、
実
は

百
日
に
満
た
な
か
つ
た
」
と
正
確
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
現
在
住
ん
で
い
る

「
八
幡
の
町
」
の
風
景
を
「
備
中
総
社
の
町
」「
三
門
の
町
」
と
い
う
よ
う

に
岡
山
疎
開
時
代
に
住
ん
だ
場
所
の
風
景
と
重
ね
合
わ
せ
そ
れ
ら
を
「
郷
愁

に
等
し
き
哀
愁
」「
郷
愁
ほ
ど
情
緒
の
美
し
き
も
の
は
な
い
」
と
し
、
さ
ら

に
外
遊
時
代
の
記
憶
と
接
続
さ
せ
な
が
ら
「
巴
里
の
空
」
を
連
想
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
「
美
し
さ
」
を
伴
っ
た
「
郷
愁
」
に
よ
っ
て
岡
山
の
風
景
が

語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
描
写
の
詳
細
を
検
証
し
て
み
る
と
傍
線
部
「
今
ご
ろ
備
中
総

社
の
町
の
人
達
は
〜
に
ち
が
ひ
な
い
。」、
傍
線
部
「
三
門
の
町
を
流
れ
る
溝

川
の
水
も
〜
で
あ
ら
う
。」
と
い
う
よ
う
に
あ
る
一
定
の
時
間
的
距
離
感
が

確
保
さ
れ
た
上
で
、
空
想
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り

岡
山
疎
開
時
代
の
風
景
は
す
べ
て
「
美
し
さ
」
を
伴
っ
た
「
郷
愁
」
に
回
収
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さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
具
体
的
な
回
想
内
容
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

の（
１９
）だ。
そ
れ
は
今
住
ん
で
い
る
市
川
八
幡
の
風
景
に
岡
山
疎
開
時
代
の
風
景

が
織
り
込
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
重
層
的
な
時
間
軸
の
中
で
八
幡
の
風
景
が
描

か
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
描
写
だ
。

こ
の
よ
う
な
回
想
の
方
法
を
「
問
は
ず
が
た
り
」
と
い
っ
た
小
説
の
ジ
ャ

ン
ル
で
考
え
て
み
る
と
き
、「
問
は
ず
が
た
り
」
の
末
尾
に
お
け
る
場
面
は

確
か
に
随
筆
「
草
紅
葉
」
と
同
様
に
具
体
的
な
回
想
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な

い
風
景
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
問
は
ず
が
た
り
」
が

「
僕
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
る
回
想
体
小
説
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
小
説
と
し
て
は
時
間
軸
が
過
去
へ
と
差
し
出
さ
れ
、
そ
の
語
ら
れ
る
回

想
内
容
が
語
る
〈
今
・
こ
こ
〉
に
向
か
っ
て
接
近
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
立

す
る
物
語
構
造
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
の
展
開
が
進
み
【
Ｃ
】
に

な
る
に
及
ん
で
語
り
手
（
書
き
手
）
で
あ
る
「
僕
」
は
そ
の
手
法
を
放
棄
し

て
し
ま
う
の
だ
。
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
時
間
が
空
洞
化
し
た
写
生
的
と
も

い
え
る
風
景
描
写
で
あ
る
。

結

回
想
さ
れ
る〈
風
景
〉
―
―
永
井
荷
風
の
再
出
発

自
身
の
岡
山
で
の
疎
開
体
験
を
記
憶
の
時
間
を
捨
象
し
た
風
景
と
し
て
回

想
す
る
こ
と
。
戦
後
、
荷
風
は
「
踊
子
」（「
展
望
」
一
九
四
六
・
一
）、「
勲

章
」（「
新
生
」
一
九
四
六
・
一
）、「
浮
沈
」（
前
出
）、『
来
訪
者
』（
筑
摩
書

房

一
九
四
六
・
九
）
な
ど
い
ず
れ
も
戦
中
に
書
き
溜
め
た
作
品
を
一
気
に

発
表
す
る
。
こ
の
こ
と
を
中
村
真
一
郎
が
「
戦
後
の
日
本
文
壇
の
最
も
輝
か

し
い
事
件
は
、
偉
大
な
る
師
匠
、
永
井
荷
風
の
華
や
か
な

com
e-back

で

あ（
２０
）る」
と
評
す
る
よ
う
に
、
荷
風
の
復
活
は
戦
後
文
壇
を
代
表
す
る
象
徴
的

な
「
事
件
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
「
問
は
ず
が
た
り
」
こ
そ
戦

中
戦
後
を
ま
た
ぎ
つ
つ
、
岡
山
で
の
疎
開
体
験
を
経
た
の
ち
の
一
九
四
五
年

一
一
月
に
熱
海
で
擱
筆
さ
れ
た
荷
風
の
戦
後
に
お
け
る
創
作
活
動
の
紛
れ
も

な
い
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
岡
山
で
の
疎
開
体
験
を
回
想
し
た
一
つ
の

〈
風
景
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
荷
風
の
戦
後
は

ま
さ
に
こ
の
地
点
か
ら
始
ま
る
の
だ
。

注

（
１
）
初
出
の
他
に
単
行
本
と
し
て
『
問
は
ず
が
た
り
』（
扶
桑
書
房

一
九

四
六
・
七
）、
荷
風
自
身
の
校
訂
が
入
っ
た
生
前
の
全
集
『
荷
風
全
集
第

十
七
巻
』
所
収
（
中
央
公
論
社

一
九
五
一
・
四
）
が
あ
る
。
本
論
は
中

央
公
論
社
版
全
集
を
底
本
と
す
る
『
荷
風
全
集
第
十
九
巻
』（
岩
波
書
店

一
九
九
四
・
一
一
）
に
拠
っ
た
。

（
２
）
日
夏
耿
之
介
『
荷
風
文
学
』（
三
笠
書
房

一
九
五
〇
・
三
）
所
収
。

（
３
）
佐
藤
春
夫
『
荷
風
雑
感
』（
国
立
書
院

一
九
四
七
・
一
二
）
所
収
。

（
４
）
赤
瀬
雅
子
『
永
井
荷
風
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
』（
荒
竹
出
版

一
九
七
六
・

四
）
所
収
。

（
５
）
宮
城
達
郎
「『
問
は
ず
が
た
り
』
論
ノ
ー
ト
」（「
明
治
大
学
教
養
論
集
」

八
四
号

一
九
七
四
・
一
）、
の
ち
同
『
耽
美
派
研
究
論
考

永
井
荷
風

を
中
心
と
し
て
』
所
収
（
桜
楓
社

一
九
七
六
・
六
）
も
ま
た
「
問
は
ず

が
た
り
」
冒
頭
に
引
用
さ
れ
る
ミ
ュ
ッ
セ
の
詩
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
影

響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
６
）
笹
淵
友
一
「
問
は
ず
が
た
り
」（
同
『
永
井
荷
風
―
―
「
堕
落
」
の
美

学
者
―
―
』
所
収
（
明
治
書
院

一
九
七
六
・
四
）

（
７
）
坂
上
博
一
「『
問
は
ず
が
た
り
』
論
」（
吉
田
精
一
博
士
古
希
記
念
論
集

刊
行
会
編
『
日
本
の
近
代
文
学
―
―
作
家
と
作
品
』
所
収

角
川
書
店
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一
九
七
八
・
一
一
）
も
ま
た
同
じ
く
「
従
来
の
荷
風
文
学
の
す
べ
て
が
、

こ
の
「
問
は
ず
が
た
り
」
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
」
と
し
、
荷
風
文
学
全
体

を
捉
え
な
が
ら
作
品
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

（
８
）
森
安
理
文
『
永
井
荷
風

ひ
か
げ
の
文
学
』
所
収
（
国
書
刊
行
会

一

九
八
一
・
一
二
）
三
〇
六
頁
。

（
９
）
菅
野
昭
正
『
永
井
荷
風
再
考
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

二
〇
一
一
・
一
）
一

七
六
〜
一
七
七
頁
。

（
１０
）
若
菜
薫
『
荷
風
散
人

芸
術
と
し
て
の
孤
独
』
所
収
（
鳥
影
社

二
〇

一
四
・
一
二
）
四
〇
三
頁
。

（
１１
）
こ
の
脱
稿
日
は
初
出
、
単
行
本
で
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
中
央
公
論
社
版

の
『
荷
風
全
集
第
十
七
巻
』（
前
出
）
に
収
録
さ
れ
る
際
に
加
筆
さ
れ
た
。

（
１２
）
「
問
は
ず
が
た
り
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
竹
盛
天
雄
「
後
記
」

（『
荷
風
全
集
第
十
九
巻
』
所
収

三
五
八
〜
三
七
一
頁

岩
波
書
店

一
九
九
四
・
一
一
）
に
詳
し
い
。

（
１３
）
竹
盛
天
雄
「
後
記
」（
前
出
）
に
は
こ
の
時
執
筆
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い

て
残
さ
れ
た
原
稿
の
検
証
か
ら
「
お
そ
ら
く
、
現
在
の
下
の
巻
の
「
七
」

以
後
を
さ
す
」（
三
六
〇
頁
）
と
判
断
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
荷
風
が

「
下
の
巻
」〈
七
〉
を
改
稿
し
、
新
た
に
〈
八
〉
〜
〈
一
一
〉
を
執
筆
し

た
と
考
え
た
い
。

（
１４
）
竹
盛
天
雄
「
後
記
」（
前
出
）
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
問

は
ず
が
た
り
」
は
こ
の
他
に
も
複
数
の
原
稿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ

う
に
生
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
草
稿
レ
ベ
ル
の
研
究
、
ま
た
荷
風

の
作
品
で
唯
一
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
を
受
け
た
の
で
、
作
品
の
生
成
論
と
し
て

の
検
証
が
不
可
欠
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
及

し
た
い
。

（
１５
）
実
際
に
は
「
僕
」
は
辰
子
が
一
八
歳
の
時
に
出
会
い
、
辰
子
が
四
〇
歳

で
死
ん
で
か
ら
一
年
後
に
こ
の
回
想
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
正
確
な
時

間
的
持
続
は
二
三
年
で
あ
る
。

（
１６
）
一
九
三
七
年
当
時
、
雪
江
が
一
三
歳
で
あ
る
な
ら
ば
、
満
州
事
変
が
勃

発
し
た
一
九
三
一
年
で
は
彼
女
は
七
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
文
中

「
小
学
校
も
や
が
て
高
等
科
に
進
み
か
け
た
頃
」
と
い
う
事
実
と
時
間
的

に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
１７
）
正
確
を
期
す
れ
ば
こ
こ
で
「
僕
」
が
指
し
示
す
「
問
は
ず
が
た
り
」
と

実
作
者
永
井
荷
風
が
執
筆
し
た
「
問
は
ず
が
た
り
」
が
一
致
す
る
と
い
う

保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、本
論
で
は
便
宜
上
同
一
の
作
品
と
し
て
扱
う
。

（
１８
）
荷
風
の
岡
山
に
お
け
る
疎
開
体
験
に
つ
い
て
は
拙
論
「
疎
開
者
と
し
て

の
永
井
荷
風
―
―
岡
山
時
代
を
考
え
る
」（「
志
學
館
大
学
人
間
関
係
学
部

研
究
紀
要
」
第
三
四
巻
一
号

二
〇
一
三
・
一
）、
同
「
岡
山
疎
開
時
代

の
永
井
荷
風
―
―
菅
原
明
朗
『
荷
風
罹
災
日
乗
註
考
』
を
読
む
―
―
」

（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
一
一
〇
号

二
〇
一
三
・
七
）
参
照
。

（
１９
）
こ
の
こ
と
は
荷
風
が
岡
山
に
疎
開
し
て
い
た
と
き
、
自
然
の
風
景
を
満

喫
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
「
到
底
余
の
胸
底
に
蟠
る
暗
愁
を
慰
む
べ

き
に
非
ら
ず
。」（「
断
腸
亭
日
乗
」
一
九
四
四
年
七
月
一
三
日
）
と
い
う

よ
う
に
低
い
ト
ー
ン
へ
帰
着
し
て
し
ま
う
こ
と
と
関
係
し
て
く
る
だ
ろ

う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
（
１８
）
参
照
。

（
２０
）
中
村
真
一
郎
「
七
十
歳
の
論
理
―
―
荷
風
と
我
等
―
―
」（
加
藤
周
一
・

中
村
真
一
郎
・
福
永
武
彦
『
１
９
４
６
・
文
学
的
考
察
』
所
収

真
善
美

社

一
九
四
七
・
五
）

【
付
記
】
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
、
傍
点
な
ど
は
引
用
者
に
よ
る
。
な
お
本
稿

は
平
成
二
六
年
度
志
學
館
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

（
し
ま
だ
な
お
や

志
學
館
大
学
准
教
授
）
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