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一
　
は
じ
め
に

　

昭
和
二
十
二
年
七
月
に
雑
誌
『
日
本
小
説
』
で
発
表
さ
れ
た
太

宰
治
の
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
、
幻
想
的
で
複
雑
な

構
造
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
夢
に
対
す
る
〈
私
〉
の
考
え
が
抽
象

的
か
つ
随
想
的
に
描
か
れ
る
前
半
部
１
か
ら
始
ま
り
、
唐
突
に
具
体

的
な
描
写
を
さ
れ
た
一
羽
の
鳥
が
現
れ
る
中
間
部
２
を
境
に
、
徐
々

に
語
り
に
具
体
性
が
増
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
会
話
の
内
容
に
大
宰

の
贔
屓
役
者
３
が
登
場
し
た
り
、
当
時
実
際
に
あ
っ
た
飲
食
店
の
自

粛
休
業
が
描
か
れ
た
り
し
て
４
、
太
宰
自
身
の
現
実
が
表
出
し
て
く

る
。
そ
し
て
後
半
部
５
で
、
夢
の
中
の
出
来
事
が
現
実
に
侵
食
す
る

こ
と
を
経
て
、
よ
う
や
く
結
末
部
へ
と
着
地
す
る
、
と
い
う
展
開
は

構
造･

語
り
の
性
質
共
に
特
異
だ
と
言
え
る
。
こ
の
〈
現
実
世
界
へ

の
夢
の
浸
食
〉
に
関
し
て
は
櫻
田
俊
子
氏
の
「
太
宰
治
『
フ
ォ
ス

フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
』
論
―
―
小
説
家
の
夢
認
識
」（『
日
本
文
学
論

叢
』
第
三
十
七
巻　

二
〇
〇
八
・
三
）
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分

で
あ
る
。
ま
た
語
り
に
関
し
て
、
大
國
眞
希
氏
は
「
太
宰
治
「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
六
十
一
巻　

一
九
九
九
・
一
〇
）
に
お
い
て
、
前
半
部
は
随
筆
的
で
あ
る
が
後
半

部
は
小
説
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。６
伊
藤
整
に
よ
る
同
時
代
評
７

で
は
〈
ド
ク
ジ
の
ギ
ニ
ョ
ル
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
〉
作
家
の
作
品

と
し
て
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
が
挙
げ
ら
れ
、
下
野
孝
文

氏
に
よ
り
〈
背
後
に
屈
託
を
抱
え
た
太
宰
が
潜
ん
で
い
て
も
、
登
場

人
物
に
仮
託
し
た
心
情
は
読
み
取
り
難
く
、
ま
た
直
接
連
関
し
て
い

く
よ
う
な
表
現
も
少
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
最
期
へ
向
か
う
道

筋
に
あ
っ
て
も
、
一
種
特
異
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
〉
８
と
評
さ
れ

る
よ
う
に
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
確
か
に
こ
れ
ま
で

の
太
宰
作
品
と
は
一
線
を
画
し
た
特
異
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
ま

松

浦

愛

奈

太
宰
治
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
論

―
― 

私
小
説
に
浸
食
す
る
幻
想 

―
―
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た
、
北
垣
隆
一
氏
は
『
太
宰
治
の
精
神
分
析
』（
北
沢
図
書
出
版　

一
九
七
四
・
一
二
）に
お
い
て「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」は〈
あ

る
意
味
に
お
い
て
、
戦
後
の
太
宰
の
最
高
傑
作
と
呼
ん
で
も
よ
い
短

篇
で
あ
る
〉
と
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
興
味
深
い
評
価
を
さ
れ
な
が
ら
も
、「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
発
表
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
あ
ま
り

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
同
時
代
評
、
先
行
研
究
共
に
数
え
る
ほ

ど
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
に
述
べ
た
作
品
構
造

の
う
ち
、
結
末
部
に
向
か
う
に
あ
た
り
重
要
な
鍵
を
握
る
〈
現
実
世

界
へ
の
夢
の
浸
食
〉
を
出
発
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た

太
宰
と
幻
想
小
説
作
家
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
当
時
の
文
壇
の
動
き

に
着
目
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
特
異
な
作
品
が
生
ま
れ
た
の
か
考
察

を
進
め
た
い
。

二
　
太
宰
と
幻
想
小
説

　

前
節
で
作
品
に
お
い
て
〈
現
実
世
界
へ
の
夢
の
浸
食
〉
が
よ
り
重

要
な
鍵
を
握
る
要
素
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
〈
現
実
世
界
へ
の

夢
の
浸
食
〉
に
つ
い
て
注
目
し
た
と
き
、
伊
藤
整
に
よ
る
同
時
代
評

の
中
に
興
味
深
い
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
伊
藤
整

の
文
芸
時
評
９
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

何
か
不
明
の
理
由
か
ら
人
間
の
条
件
を
変
更
し
て
ド
ク
ジ
の
ギ

ニ
ョ
ル
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
作
家
を
挙
げ
る
と
、
椎
名
麟
三

氏
の
「
重
き
流
れ
の
な
か
に
」、
神
西
清
氏
の
「
ロ
ー
ザ
ム
ン

テ
舞
曲
」、
船
山
馨
氏
の
「
落
日
の
手
記
」、
石
川
淳
氏
の
「
雪

の
イ
ヴ
」、
武
者
小
路
実
篤
氏
の
「
あ
る
日
の
老
画
家
」、
太
宰

治
氏
の
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
と
「
斜
陽
」、
高
見

順
氏
の
「
真
相
」、
坂
口
安
吾
氏
の
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」、
豊
島
与

志
雄
氏
の
「
朝
や
け
」、火
野
葦
平
氏
の
「
亡
霊
」
等
々
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
伊
藤
整
が
考
え
る
ド
ク
ジ
の
ギ
ニ
ョ
ル
の
世
界
を
持
っ

た
作
家
の
作
品
が
何
作
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
が
興
味
を

持
っ
た
の
は
太
宰
の
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
と
坂
口
安
吾

の
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」（『
光
』
第
三
巻
第
七
号　

一
九
四
七
・
七
）
が

共
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」
は
、
夢
が
実
人
生
に
根
を
下
ろ
せ
な
く
な
り
、

次
第
に
架
空
の
空
間
に
根
を
下
ろ
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
作
家

の
人
生
と
そ
の
末
路
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
牧
野

信
一
の
人
生
を
描
い
た
作
品
だ
と
い
う
解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
お

り
10
、
牧
野
信
一
は
「
ゼ
ー
ロ
ン
」
を
は
じ
め
現
実
と
夢
想
が
交
錯

す
る
幻
想
小
説
を
書
く
作
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。「
フ
ォ
ス

フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
も
現
実
と
夢
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に

加
え
、
実
は
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」
も
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」

も
、
ど
ち
ら
も
発
表
時
期
が
一
九
四
七
年
・
七
月
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
共
通
点
が
非
常
に
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
た
た
め
、
太
宰
と
牧

野
信
一
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
類
似
し
た
作
風
を
指
摘

す
る
論
や
牧
野
が
無
頼
派
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
た
先
行
研
究
11

は
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見
つ
か
っ
た
も
の
の
、
直
接
の
面
識
や
、
太
宰
が
牧
野
に
つ
い
て
言

及
し
た
著
作
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
牧
野
信
一
と
の
親

交
が
あ
っ
た
安
吾
に
よ
る
牧
野
と
太
宰
の
追
悼
文
、「
牧
野
さ
ん
の

死
」（『
作
品
』
第
七
巻
第
五
号　

一
九
三
六
・
五
）、「
太
宰
治
情
死

考
」（『
オ
ー
ル
読
物
』第
三
巻
第
八
号　

一
九
四
八
・
八
）に
お
い
て
、

共
通
し
て
あ
る
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
が
登
場
し
て
い
た
。
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
で
あ
る
。

　

一
八
五
五
年
一
月
二
十
五
日
巴
里
で
一
人
の
牧
野
さ
ん
が
首

を
く
く
つ
て
死
ん
だ
。
ゲ
ラ
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヷ
ル
が
そ
れ
で
あ

る
。
彼
の
絶
筆
と
な
つ
た
小
説
は
オ
レ
リ
ヤ
（
別
名
・
夢
と
人

生
）
で
、「
夢
は
第
二
の
人
生
で
あ
る
―
―
」
と
い
ふ
書
き
出

し
に
始
ま
る
彼
の
生
と
知
性
と
の
宿
命
的
な
分
裂
を
唄
つ
た
傑

作
だ
が
、
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
オ
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
ネ
ル
ヷ
ル
の

死
は
「
夢
が
人
生
を
殺
し
た
」
の
で
あ
つ
た
。
牧
野
さ
ん
ま
た

然
り
。
二
人
は
と
も
に
ゲ
ー
テ
の
熟
読
者
で
あ
つ
た
の
は
奇
縁

だ
が
、
牧
野
さ
ん
は
恐
ら
く
ネ
ル
ヷ
ル
の
名
前
す
ら
知
ら
ず
に

死
ん
だ
。（「
牧
野
さ
ん
の
死
」
よ
り
）

　

昔
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
い
う
詩
人
の
先
生
が
、

深
夜
に
泥
酔
し
て
オ
デ
ン
屋
（
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
）
の
戸
を
た
ゝ

い
た
。
か
ね
て
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
先
生
の
長
尻
を
敬
遠
し
て
い
る
オ

デ
ン
ヤ
の
オ
ヤ
ジ
は
ね
た
ふ
り
を
し
て
起
き
な
か
っ
た
ら
、
エ

エ
、
マ
マ
ヨ
と
云
っ
て
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
先
生
き
び
す
を
返
す
声

が
し
た
が
、
翌
日
オ
デ
ン
ヤ
の
前
の
街
路
樹
に
ク
ビ
を
く
ゝ
っ

て
死
ん
で
い
た
そ
う
だ
。
一
杯
の
酒
の
代
り
に
、
ク
ビ
を
く
ゝ

ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。（「
太
宰
治
情
死
考
」
よ
り
）

　

ど
ち
ら
の
著
作
に
お
い
て
も
、
安
吾
が
牧
野
と
太
宰
の
死
を
語
る

に
あ
た
っ
て
、
両
者
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
彷
彿
と
さ
せ
る
何
か
が
あ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。「
オ
モ
チ
ャ
箱
」
を
読
ん
だ
と
き
、
安

吾
が
思
う
牧
野
像
が
ど
こ
か
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
世

界
観
に
馴
染
む
よ
う
な
感
覚
が
し
た
の
も
、
安
吾
に
は
太
宰
と
牧
野

を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
存
在
が
見
え
て
い
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」
と
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」

に
つ
い
て
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
存
在
を
交
え
つ
つ
述
べ
て
き
た
が
、
私
が

本
稿
で
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
言
及
し
た
の
に
は
も
う
一
つ
大
き
な
理
由
が

あ
る
。
実
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
代
表
作
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
12

と
「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
に
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
見
つ
か
っ
た
の

だ
。「
オ
ー
レ
リ
ア
」
は
一
八
八
五
年
に
発
表
さ
れ
た
独
白
体
の
小

説
で
あ
り
、
愛
す
る
女
性
オ
ー
レ
リ
ア
を
失
っ
た
〈
私
〉
の
、
睡
眠

の
中
の
夢
の
世
界
や
覚
醒
時
の
夢
想
の
体
験
記
と
い
う
形
式
を
と
っ

た
作
品
で
あ
る
。こ
れ
ま
で「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」と「
オ
ー

レ
リ
ア
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、長
谷
川
吉
弘
氏
の
「『
フ
ォ
ス
フ
ォ

レ
ッ
セ
ン
ス
』論　

夢
は
第
二
の
人
生
で
あ
る　

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」（『
新

編
太
宰
治
研
究
叢
書
』
近
代
文
芸
社　

一
九
九
二
・
四
）
の
論
の
副

題
と
し
て
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
冒
頭
の
一
節
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

み
で
、
論
文
内
で
は
両
作
の
関
係
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
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そ
の
他
の
先
行
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
節

で
は
両
作
品
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

両
作
の
類
似
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
、
ま
ず
は
当
時
の
日
本

に
お
け
る
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
出
版
事
情
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

た
い
。
井
村
実
名
子
氏
に
よ
る
と
13「
オ
ー
レ
リ
ア
」の
本
邦
初
訳
は
、

昭
和
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
文
芸
汎
論
』
連
載
の

辻
野
久
憲
氏
訳
「
夢
と
生い
の
ち命

（
オ
オ
レ
リ
ア
）」
で
あ
り
14
、
そ
の
三

年
後
の
昭
和
十
二
年
に
は
岩
波
文
庫
か
ら
佐
藤
正
彰
氏
訳
の
「
夢
と

人
生
―
或
は
オ
ー
レ
リ
ア
―
」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
太
宰
は
ど
ち

ら
も
読
み
得
た
は
ず
で
あ
り
、「
オ
ー
レ
リ
ア
」
に
触
れ
る
こ
と
は

十
分
可
能
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
。

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
両
作
の
類
似
点
を
見
て
行
き
た
い
。
ま
ず
は
長

谷
川
吉
弘
氏
が
論
文
の
副
題
と
し
て
も
用
い
て
い
る『
オ
ー
レ
リ
ア
』

第
一
部
第
一
章
冒
頭
の
一
節
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
「
夢
」
は
一
つ
の
第
二
の
人
生
で
あ
る
。15

こ
の
一
節
は
、
タ
イ
ト
ル
「
夢
と
人
生
―
或
は
オ
ー
レ
リ
ア
」（
佐

藤
正
彰
訳
）
に
も
通
じ
る
重
要
な
表
現
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
に
も
深
く
通
じ
る
一
節
な
の
で
あ
る
。

　

私
だ
け
の
場
合
を
、
例
に
と
つ
て
言
ふ
な
ら
ば
、
私
は
、
こ

の
社
会
と
、
全
く
切
り
は
な
さ
れ
た
別
の
世
界
で
生
き
て
い
る

数
時
間
を
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
私
の
眠
つ
て
ゐ
る
間
の
数

時
間
で
あ
る
。（
中
略
）

　

私
は
、
一
日
八
時
間
づ
つ
眠
つ
て
夢
の
中
で
成
長
し
、
老
い

て
来
た
の
だ
。
つ
ま
り
私
は
、
所
謂
こ
の
世
の
現
実
で
無
い
、

別
の
世
界
の
現
実
の
中
で
も
育
つ
て
来
た
男
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
本
文
に
お
い
て
は
、

作
中
の
〈
私
〉
が
睡
眠
の
中
の
夢
の
世
界
と
こ
の
世
の
現
実
の
世
界

の
二
つ
の
世
界
で
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
先
に
挙
げ
た
〈
夢
は
一
つ
の
第
二
の
人
生
で
あ
る
〉
と
い
う

表
現
と
共
鳴
し
て
く
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、

「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
肝
と
言
え
る
、

　

私
は
、
そ
れ
以
来
、
人
間
は
こ
の
現
実
の
世
界
と
、
そ
れ
か

ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
睡
眠
の
中
の
夢
の
世
界
と
、
二
つ
の
世
界

に
於
い
て
生
活
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
二
つ
の
生
活

の
体
験
の
錯
雑
し
、
混
迷
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
謂
は
ば
全
人

生
と
で
も
い
つ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え

る
や
う
に
な
つ
た
。

と
い
う
一
節
に
お
い
て
〈
夢
〉〈
人
生
〉
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

こ
こ
で
〈
夢
〉
と
〈
人
生
〉
と
い
う
言
葉
を
ど
ち
ら
も
選
択
し
て
い

る
の
は
果
た
し
て
偶
然
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
の
選
択
の
一
致
か
ら
見

る
に
、
も
し
太
宰
が
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
か
ら
本
当
に
影
響
を
受
け
て

い
た
と
す
れ
ば
、佐
藤
正
彰
訳
の
「
夢
と
人
生
―
或
は
オ
ー
レ
リ
ア
」

を
主
に
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
回
底
本
と
し
て
佐

藤
正
彰
訳
を
用
い
た
の
も
、
こ
れ
が
理
由
で
あ
る
。

　

次
に
、「
オ
ー
レ
リ
ア
」
第
一
部
三
章
冒
頭
の
一
節
を
挙
げ
た
い
。

　

私
が
現
実
生
活
に
於
け
る
夢
の
氾
濫
と
呼
ぶ
や
う
な
も
の
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は
、
私
に
と
つ
て
此
処
に
始
ま
つ
た
。
こ
の
時
以
来
、
一
切
が

時
々
二
重
の
様
子
を
帯
び
た
、
―
而
も
そ
れ
は
、
推
理
が
決
し

て
論
理
を
欠
く
や
う
な
こ
と
な
く
、
記
憶
が
私
の
身
の
上
に
起

る
事
柄
の
最
も
些
細
な
細
部
を
も
逸
す
る
こ
と
な
く
し
て
で
あ

る
。
―
―

こ
の
場
面
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
や
は
り
、傍
線
部
で
も
示
し
た〈
現

実
生
活
に
於
け
る
夢
の
氾
濫
〉
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
第
一
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
作
品
構
造
に
お

い
て
、〈
現
実
世
界
へ
の
夢
の
浸
食
〉
は
物
語
を
動
か
し
て
行
く
の

に
と
て
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
表
現
こ
そ
違
う
が
、〈
現
実
生
活

に
於
け
る
夢
の
氾
濫
〉
も
〈
現
実
世
界
へ
の
夢
の
浸
食
〉
も
同
じ
現

象
を
表
し
て
お
り
、
両
作
品
の
大
き
な
類
似
点
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

続
い
て
、
第
一
部
第
四
章
の
〈
私
〉
が
夢
想
の
中
で
と
あ
る
楽
し

げ
な
家
に
入
っ
た
場
面
を
挙
げ
た
い
。

私
の
正
面
に
は
、
田
舎
風
の
時
計
が
壁
に
掛
か
つ
て
ゐ
て
、
そ

の
時
計
の
上
で
一
羽
の
鳥
が
人
間
の
や
う
に
話
し
始
め
た
。
こ

の
時
私
は
、私
の
祖
父
の
魂
が
こ
の
鳥
の
中
に
ゐ
る
と
考
え
た
。

（
中
略
）
と
も
か
く
も
、
祖
先
達
は
或
る
動
物
の
形
を
と
つ
て

わ
れ
わ
れ
を
地
上
に
訪
れ
、
か
く
し
て
無
言
の
観
察
者
と
し
て

わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
諸
相
に
立
ち
会
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ

と
が
、
私
に
は
明
瞭
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
れ
に
対
し
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
で
は
、

　

す
る
と
、
鳥
が
一
羽
飛
ん
で
来
た
。
そ
の
鳥
は
、
蝙
蝠
に
似

て
ゐ
た
が
、
片
方
の
翼
の
長
さ
だ
け
で
も
三
米
ち
か
く
、
さ
う

し
て
、
そ
の
翼
を
す
こ
し
も
動
か
さ
ず
、
グ
ラ
イ
ダ
の
や
う
に

音
も
無
く
私
た
ち
の
上
、
二
米
く
ら
ゐ
上
を
、
す
れ
す
れ
に
飛

ん
で
行
つ
て
、
そ
の
と
き
、
鴉
の
鳴
く
や
う
な
声
で
か
う
言
つ

た
。

「
こ
こ
で
は
泣
い
て
も
よ
ろ
し
い
が
、
あ
の
世
界
で
は
、
そ
ん

な
こ
と
で
泣
く
な
よ
。」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
作
品
と
も
一
羽
の
言
葉
を
話

す
鳥
が
登
場
し
、
そ
し
て
鳥
が
〈
私
〉
に
話
し
か
け
て
く
る
点
で
共

通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、「
オ
ー
レ
リ
ア
」
に
出
て
く
る
鳥

は
、
祖
先
の
化
身
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
世
の
世
界
か
ら
超

越
し
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
に

出
て
く
る
鳥
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
夢
の
中
の
世
界
に
唐
突
に

現
れ
た
鳥
は
、
夢
の
世
界
も
現
実
の
世
界
も
超
越
し
た
視
点
か
ら
全

て
を
見
透
か
し
て
い
る
よ
う
な
口
調
で
泣
い
て
い
る
〈
私
〉
を
諭
し

て
い
る
。
以
上
か
ら
、
一
羽
の
言
葉
を
話
す
鳥
が
出
て
く
る
点
に
加

え
、
そ
の
鳥
の
立
ち
位
置
に
も
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

次
に
第
二
部
第
六
章
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
、
そ
れ
ま
で
語
っ
た

夢
に
続
く
数
々
の
夢
の
印
象
を
書
き
記
し
た
「
覚メ
モ
ラ
ブ
ル書
」
の
一
節
に
つ

い
て
言
及
し
た
い
。

　

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
上
に
、
一
つ
の
小
さ
な
花
が
生
れ
出
た
。
―

―
な
忘
れ
そ
我
が
身
を
！
―
―
一
つ
の
星
の
様
々
に
煌
め
く
視

線
が
一
瞬
こ
の
花
の
上
に
と
ま
つ
た
、
そ
し
て
一
つ
の
答
へ
が
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優
し
い
他
国
の
言
葉
で
聞
こ
え
て
来
た
。
―
―M

yosotis !（
勿

忘
草
）。（
中
略
）

　

と
あ
る
青
く
霞
む
山
の
頂
き
に
、
一
つ
の
小
さ
な
花
が
生
れ

出
た
。
―
―
な
忘
れ
そ
我
が
身
を
！
―
―
一
つ
の
星
の
様
々
に

煌
め
く
視
線
が
一
瞬
こ
の
花
の
上
に
と
ま
つ
た
、
そ
し
て
一
つ

の
答
へ
が
優
し
い
他
国
の
言
葉
で
聞
え
た
。
―
―M

yosotis !

（
勿
忘
草
）。

続
い
て
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

さ
う
し
て
私
の
わ
か
ら
な
い
、
フ
オ
ス
フ
オ
な
ん
と
か
い
ふ

長
つ
た
ら
し
い
む
づ
か
し
い
花
の
名
を
言
つ
た
。
私
は
、
自
分

の
語
学
の
貧
し
さ
を
恥
か
し
く
思
つ
た
。（
中
略
）

「
綺
麗
な
花
だ
な
あ
。」

　

と
若
い
編
集
者
は
そ
の
写
真
の
下
の
机
に
飾
ら
れ
て
あ
る
一

束
の
花
を
見
て
、
さ
う
言
つ
た
。

「
な
ん
て
花
で
せ
う
。」

　

と
彼
に
た
づ
ね
ら
れ
て
、
私
は
す
ら
す
ら
と
答
へ
た
。

「Phosphorescence

」

「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
「
覚メ
モ
ラ
ブ
ル書

」
に
は
極
め
て
酷
似
し
た
内
容
の
一
節

が
二
度
記
さ
れ
て
お
り
、〈
私
〉
に
と
っ
て
印
象
的
な
記
憶
だ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
勿
忘
草
を
意
味
す
る

〈M
yosotis

〉
と
い
う
言
葉
は
〈
一
つ
の
星
の
様
々
に
煌
め
く
視
線

が
一
瞬
こ
の
花
の
上
に
と
ま
つ
た
〉
後
に
聞
こ
え
て
く
る
言
葉
で
あ

る
。「
オ
ー
レ
リ
ア
」
第
一
部
第
三
章
に
〈
私
は
両
腕
を
広
げ
、
霊

魂
が
星
の
光
の
中
に
吸
ひ
込
む
や
う
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
肉
体
を

離
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
を
待
つ
た
〉と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

〈
星
〉
は
霊
魂
が
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
場
所
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
こ
と
か
ら
、〈
一
つ
の
星
の
様
々
に
煌
め
く
視
線
〉
と
い
う
の

は
霊
魂
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
後
に
聞
こ
え
て
く
る
〈M

yosotis

〉

と
い
う
言
葉
も
霊
魂
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
。
一
方
、〈Phosphorescence

〉
は
、
日
本
語
で
燐

光
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
生
物
が
腐
敗
す
る
と
き
に
発
す
る
光
で
も

あ
る
16

こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
に
は
作
中
で
戦
争
に
行
っ
た
き
り
行

方
不
明
に
な
っ
て
い
る
〈
あ
の
人
〉
の
夫
の
死
を
暗
示
し
て
い
る
と

い
う
解
釈
が
多
く
見
ら
れ
17
、
下
野
氏
も
〈Phosphorescence

は

燐
光
、
鬼
火
等
の
意
を
持
ち
、
霊
魂
、
死
者
と
繋
が
る
表
現
〉
18

と

述
べ
る
よ
う
に
、〈Phosphorescence

〉
は
霊
界
や
冥
界
を
連
想

さ
せ
る
。
つ
ま
り
〈M

yosotis

〉
と
〈Phosphorescence

〉
は
、

ど
ち
ら
も
霊
界
と
繋
が
り
の
あ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
で
は
〈Phosphorescence

〉
が
一
輪
の

花
で
は
な
く
〈
一
束
の
花
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に

引
用
し
た
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
〈
一
つ
の
星
の
様
々
に
煌
め
く
視
線

が
一
瞬
こ
の
花
の
上
に
と
ま
つ
た
〉
と
い
う
表
現
と
、〈M

yosotis

〉

（
勿
忘
草
）
が
一
茎
に
複
数
の
花
を
咲
か
せ
る
植
物
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
ど
こ
か
似
通
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
る
。
加
え
て
、

本
文
で
〈
語
学
の
貧
し
さ
を
恥
か
し
く
思
つ
た
〉
と
あ
る
こ
と
か
ら

本
文
中
で
も
〈
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
〉
は
異
国
の
言
葉
と
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し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
〈
優
し
い
他
国
の
言

葉
で
聞
え
た
〉
と
い
う
部
分
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も

文
末
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
花
の
名
（〈Phosphorescence

〉

は
実
在
し
な
い
花
の
名
で
あ
る
が
）
に
な
っ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ

き
類
似
点
で
あ
り
、
そ
の
花
の
名
前
が
ど
ち
ら
も
〈
答
え
〉
と
し
て

発
せ
ら
れ
て
い
る
点
も
留
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
の
目
立
っ
た
類
似
点
を
本
文
と
比
較
し
な
が

ら
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
類
似
し
た
表
現
や
内
容
と
捉

え
ら
れ
る
よ
う
な
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
実
際
に
太
宰
が
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
の
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

こ
れ
に
関
す
る
太
宰
の
言
及
が
特
に
な
い
た
め
、断
定
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
昭
和
十
四
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
太
宰
の
小
説
、「
八
十
八

夜
」（『
新
潮
』
第
三
十
六
巻
第
八
号　

一
九
三
九
・
八
）
に
お
い
て
、

思
い
出
せ
な
い
あ
る
作
家
に
つ
い
て
思
い
出
す
た
め
に
外
国
文
学
作

家
の
名
前
を
羅
列
し
て
い
く
場
面
で
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
名
前
が
登
場

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
太
宰
が
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
認
知
し
て
い

た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時

日
本
で
も
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
訳
が
出
て
お
り
、
太
宰
が
そ
れ
を
読

み
得
た
と
い
う
状
況
下
で
、
こ
れ
だ
け
の
類
似
点
が
両
作
品
に
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
太
宰
と
親
交
の
あ
っ
た
坂
口
安
吾
と
石
川
淳
は
先
行
研
究

で
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
影
響
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
朝
比
奈
美
知
子

氏
は
、
安
吾
の
「
吹
雪
物
語
」
の
構
想
が
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
り
、「
吹
雪
物
語
」
の
副
題
で
あ
る
「
夢
と
理
性
」

も
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
副
題
と
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。19
ま

た
、
水
野
尚
氏
は
石
川
淳
の
「
山
櫻
」
の
顔
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
恐

怖
体
験
が
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
第
一
部
第
九
章
に
引
き
写
し
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
「
山
櫻
」
の
初
出
誌
と
同
じ
『
文
芸
汎
論
』
に
「
オ
ー

レ
リ
ア
」
の
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
石
川
が
そ
れ
を
読

ん
だ
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。20
「
山
櫻
」
と
「
オ
ー

レ
リ
ア
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
山
口
俊
雄
氏
の
先
行
研
究
で
も
言
及

が
あ
り
、山
口
氏
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の「
シ
ル
ヴ
ィ
」と「
オ
ー
レ
リ
ア
」

に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
〈
死
ん
だ
者
も
生
き
て
い
る
と
感
じ
る
こ
の

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
論
理
〉
が
働
く
空
間
が
「
山
櫻
」
に
描
か
れ
て
い
る
と

述
べ
る
。21
つ
ま
り
、
太
宰
と
同
じ
時
代
を
生
き
、
太
宰
と
と
も
に

無
頼
派
と
謳
わ
れ
た
石
川
淳
と
坂
口
安
吾
も
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
影

響
が
見
ら
れ
る
作
品
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
私
は
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
が
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
呈
示
し
た
い
。

三
　
新
た
な
私
小
説
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
複

雑
な
作
品
構
造
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
作
品
と
の
類
似
点
を
含
め
、
ど
こ
か

こ
れ
ま
で
の
太
宰
作
品
と
は
違
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
う
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か
が
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
の
か
。
そ

れ
は
当
時
の
私
小
説
に
対
す
る
文
壇
の
動
き
が
ひ
と
つ
背
景
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

周
知
の
通
り
、
戦
後
の
文
壇
で
は
私
小
説
論
議
が
盛
ん
に
交
わ
さ

れ
て
お
り
、
私
小
説
批
判
、
私
小
説
克
服
が
叫
ば
れ
て
い
た
。22
太

宰
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
織
田
作
之
助
も
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』

十
二
月
号　

一
九
四
六
・
一
二
）
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
日
本
の
私

小
説
の
在
り
方
を
、
文
学
の
可
能
性
を
狭
め
る
も
の
と
し
て
批
判
し

て
い
る
。
こ
の
潮
流
が
後
に
『
小
説
新
潮
』
や
『
オ
ー
ル
読
物
』
等

の
中
間
小
説
誌
誕
生
の
背
景
と
し
て
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は

丸
山
倫
世
氏
が
先
行
研
究
で
も
述
べ
て
い
る
。23
か
く
し
て
戦
後
の

脱
私
小
説
の
潮
流
が
中
間
小
説
を
生
ん
だ
訳
で
あ
る
が
、実
は「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
初
出
誌
で
あ
る
『
日
本
小
説
』
が
、「
中

間
小
説
誌
」
の
先
駆
け
と
言
わ
れ
る
雑
誌
で
あ
る
24

と
い
う
点
は
留

意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

で
は
、
私
小
説
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
太
宰
は
脱
私
小
説
の
動
き
を

受
け
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の
か
。
太
宰
は
随
筆
等
の
公
の

場
で
脱
私
小
説
の
潮
流
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
は
い
な
い
も
の

の
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
か
ら
は
、
私
小
説
批
判
の
潮

流
の
中
で
太
宰
が
従
来
の
私
小
説
と
は
違
っ
た
新
た
な
私
小
説
を
描

こ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
節
々
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
複
雑
か
つ
特
異
な
作
品
構
造
と
語
り
で
あ
る
。
前
半
部
は

随
想
的
な
語
り
で
進
ん
で
行
く
が
、
途
中
何
度
か
差
し
挟
ま
れ
る
夢

の
中
の
場
面
で
は
会
話
文
が
多
い
こ
と
に
加
え
、
そ
の
会
話
の
内
容

は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
落
し
、
ど
こ
か
虚
構
性
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

小
説
に
近
い
部
分
も
あ
る
。
そ
し
て
後
半
部
の
編
集
者
が
や
っ
て
く

る
場
面
か
ら
は
、
あ
る
程
度
虚
構
化
し
つ
つ
自
分
を
表
出
し
て
ゆ
く

と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
太
宰
の
私
小
説
の
ス
タ
イ
ル
に
近
い
文
体

で
書
か
れ
て
い
る
。し
か
し
中
間
部
か
ら
後
半
部
に
か
け
て
の「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
が
「phosphorescence

」
に
向
か
う
ま

で
の
展
開
は
現
実
的
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
、
長
谷
川
氏
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
25
、
こ
の
現
象
は
一
種
の
予
知
夢
に
似
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
は
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
超
自
然
）
の
領
域
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
一
見
身
辺
雑
記
的
な
体
裁
を
持
ち
な
が
ら
も
、
錯
綜
す
る
夢

と
現
実
、
語
り
の
質
、
さ
ら
に
は
超
自
然
的
要
素
も
組
み
込
む
こ
と

で
、
太
宰
が
従
来
の
単
な
る
身
辺
雑
記
的
な
私
小
説
と
は
違
っ
た
、

新
た
な
私
小
説
の
可
能
性
を
実
験
的
に
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢

が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
太
宰
と
も
親
交
の
あ
っ
た
十
返
肇
が
昭
和

二
十
三
年
に
発
表
し
た
「
太
宰
治
論
―
罪
と
革
命
の
意
識
―
」（『
肉

体
』
第
四
号　

一
九
四
八
・
八
）
の
中
で

ま
た
形
式
は
私
小
説
で
あ
ろ
う
と
も
、
今
日
の
新
し
い
文
学
の

流
れ
の
中
に
主
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
は
、
伝
統
と
絶
縁
し

た
倫
理
を
内
容
し
て
い
る
の
を
否
定
し
得
な
い
と
思
う
。
太
宰

治
の
「
フ
ォ
ス
・
フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
」（「
日
本
小
説
」
二
十
二

年
創
刊
号
）
の
如
き
小
篇
な
が
ら
誰
が
こ
こ
に
伝
流
の
「
私
小

説
」
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
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と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
太
宰
が
こ
の
よ
う
な
新
し
い
私
小
説
を
生

み
出
す
に
あ
た
っ
て
、〈
夢
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
用
い
た
こ
と
に

合
点
が
い
く
。
夢
は
そ
の
特
性
上
、
実
体
験
で
あ
り
な
が
ら
現
実
世

界
の
出
来
事
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
夢
と
い
う
前
提
の
も
と
で
な

ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
幻
想
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
完
全
な

る
つ
く
り
も
の
の
物
語
（
私
小
説
に
相
対
す
る
も
の
）
で
は
な
い
体

裁
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
夢
が
現
実
離
れ
し
た

全
く
の
虚
構
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
作
品
の

中
で
私
小
説
で
あ
っ
て
私
小
説
で
な
い
、
私
小
説
の
新
た
な
可
能
性

の
表
現
を
可
能
に
し
た
の
が
こ
の
〈
夢
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
作
品
に
お
け
る
〈
夢
〉
と
〈
現
実
〉
に
対

す
る
〈
私
〉
の
思
考
は
、
太
宰
の
私
小
説
に
お
け
る
〈
現
実
〉
の
在

り
方
に
つ
い
て
捉
え
直
す
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
こ
れ

は
〈
夢
〉
と
い
う
テ
ー
マ
が
持
ち
込
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
こ

と
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、こ
の
作
品
が
太
宰
の
生
前
に
一
度
『
太
宰
治
随
想
集
』（
若

草
書
房　

一
九
四
八
・
三
）
に
収
録
さ
れ
、
全
集
に
は
小
説
に
分
類

さ
れ
る
と
い
っ
た
特
異
な
経
歴
26

を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
作
品
が
随
想
と
小
説
ど
ち
ら
に
も
寄
り
切
れ
な
い
、
ジ
ャ
ン
ル
的

に
分
類
し
難
い
特
殊
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に

関
連
し
て
、
本
稿
で
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
底
本
と
し
て
用
い
た
岩
波

文
庫
『
夢
と
人
生
―
或
は
オ
ー
レ
リ
ア
』（
佐
藤
正
彰
訳
）
の
解
説

で
佐
藤
氏
が
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

か
く
し
て
本
書
が
作
ら
れ
た
の
は
発
狂
中
の
最
後
の
正
気
の
間

で
あ
り
、
こ
の
後
す
ぐ
に
縊
死
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
異
常
な
事
情

に
あ
り
、
既
に
神
秘
的
な
伝
説
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
こ

の
書
は
一
体
小
説
か
自
伝
か
、
書
い
て
あ
る
こ
と
は
彼
が
実
際

発
狂
中
の
体
験
か
、
或
ひ
は
錯
乱
し
た
幻
想
の
架
空
の
作
り
事

か
（
こ
の
言
葉
は
既
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
と
つ
て
意
味
の
な
い
言

葉
だ
が
）
な
ど
と
、色
々
後
世
好
事
家
の
暇
を
潰
し
て
ゐ
る
が
、

と
に
か
く
こ
れ
が
極
め
て
独
自
な
小
説
―
―
や
が
て
プ
ル
ウ
ス

ト
に
到
つ
て
燦
然
と
開
花
す
る
小
説
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と

云
ふ
だ
け
に
し
て
お
く
。
若
し
プ
ル
ウ
ス
ト
の
『
笑
ひ
し
時
』

が
小
説
で
な
い
と
云
ふ
な
ら
ば
『
夢
と
人
生
』
も
小
説
に
は
属

さ
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
。
小
説
で
な
い
小
説
、
文
学
で
な
い
文
学
、

そ
れ
は
小
説
や
文
学
を
豊
か
に
こ
そ
す
れ
、
邪
魔
に
は
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

佐
藤
氏
は
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
が
い
っ
た
い
自
伝
な
の
か
小
説
な
の
か
、

実
体
験
な
の
か
架
空
の
作
り
ご
と
な
の
か
言
い
切
れ
な
い
、
極
め
て

独
自
な
小
説
で
あ
り
、〈
小
説
で
な
い
小
説
〉
と
い
う
表
現
を
以
て

評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス

の
私
小
説
と
し
て
の
新
し
さ
、
特
異
さ
と
い
っ
た
部
分
と
リ
ン
ク
す

る
。
佐
藤
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス

は
言
わ
ば
私
小
説
で
な
い
私
小
説
で
あ
る
。
太
宰
が「
オ
ー
レ
リ
ア
」

の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
従
来
の
私
小
説
克
服
が
叫
ば
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れ
て
い
た
時
期
に
、
夢
を
扱
っ
た
〈
極
め
て
独
自
な
小
説
〉、「
オ
ー

レ
リ
ア
」
の
意
匠
を
作
品
に
取
り
入
れ
た
理
由
も
お
そ
ら
く
こ
こ
に

あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
面
白
い
こ
と
に
、
前
節
で
挙
げ
た
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
を
意

識
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
山
櫻
」、「
吹
雪
物
語
」
が
発
表
さ
れ
た
昭

和
十
年
代
前
半
も
小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
や
横
光
利
一
「
純
粋
小

説
論
」
を
筆
頭
に
、
私
小
説
論
議
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
時
期

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
吹
雪
物
語
」
の
改
訂
版
と
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」

が
発
表
さ
れ
た
の
は
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
が
発
表
さ
れ

た
の
と
同
じ
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、無
頼
派
作
家
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル（
特

に
「
オ
ー
レ
リ
ア
」）
受
容
の
背
景
に
は
私
小
説
論
議
の
盛
り
上
が

り
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
　
お
わ
り
に

　

以
上
よ
り
、「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
当
時
盛
り
上
が

り
を
見
せ
た
私
小
説
批
判
、
脱
私
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

対
し
、
太
宰
が
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
趣
向
を
取
り
込
み
、
私
小
説
の
可
能

性
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た
実
験
的
な
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
十
返
肇
の
言
う
よ
う
に
従
来
の
単
な
る
身
辺
雑
記
的
な

私
小
説
と
は
一
線
を
画
し
た
、
新
た
な
私
小
説
の
姿
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
太
宰
治
の
私
小
説
に
お
け
る
〈
現
実
〉
の
在
り
方
を
捉
え
直
す

新
た
な
視
点
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、「
フ
ォ
ス

フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
は
戦
後
の
私
小
説
史
お
よ
び
太
宰
治
の
私
小

説
史
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
あ

ま
り
触
れ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
太
宰
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
受
容
が
読
み
と

れ
る
と
い
う
点
で
、
太
宰
治
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
作
品
で
あ
る
と

私
は
考
え
る
。

※
本
稿
に
お
け
る
太
宰
作
品
の
本
文
は
全
て
『
太
宰
治
全
集
』（
筑
摩

書
房　

一
九
九
八
・
五
～
一
九
九
九
・
五
）
に
、
坂
口
安
吾
作
品
の

本
文
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』（
筑
摩
書
房　

一
九
九
八
～
二
〇
一
二

年
）
に
拠
っ
た
。
引
用
文
は
、
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
、
旧

漢
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
た
だ
し
作
品
名
に
関

し
て
特
殊
な
読
み
を
す
る
語
の
み
一
部
ル
ビ
を
振
っ
て
あ
る
。
ま

た
、
引
用
文
に
お
け
る
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

注
釈

１　

冒
頭
～
底
本
九
十
三
頁
十
八
行
目
〈
私
は
寝
こ
ろ
び
な
が
ら
涙
を
流
し
た
〉

ま
で
。

２　

底
本
九
十
四
頁
一
行
目
〈
す
る
と
、
鳥
が
一
羽
飛
ん
で
来
た
〉
～
九
十
五

頁
十
八
行
目
〈
と
頗
る
ゆ
つ
た
り
し
た
気
分
で
ゐ
た
〉
ま
で
。

３　

野
原
一
夫
「
回
想
太
宰
治
」（『
新
潮
』
七
十
七
巻
三
号　

一
九
八
〇
・
三
）

に
お
い
て
〈
十
五
代
目
市
村
羽
左
衛
門
が
か
ね
て
か
ら
の
太
宰
さ
ん
の
贔
屓

役
者
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。（
中
略
）
羽
左
衛
門
の
演
技
に
は
、
水
が

さ
ら
さ
ら
流
れ
て
い
る
よ
う
な
軽
さ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
い
て
人
を
こ
こ
ろ
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よ
く
酔
わ
せ
る
。
天
才
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
言
っ
て
羽
左
衛

門
を
賞
め
て
い
た
〉
と
の
記
述
あ
り
。

４　

昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日
刊
行
の
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊
に
、「
○
店
以

外
は
自
粛
休
業　

六
月
一
日
か
ら
、
都
の
飲
食
店
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事

が
出
て
お
り
、
作
品
の
本
文
中
に
描
か
れ
て
い
る
飲
食
店
の
自
粛
休
業
は
お

そ
ら
く
当
時
の
実
際
の
出
来
事
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

５　

底
本
九
十
六
頁
一
行
目
〈
さ
う
し
て
朝
、
眼
が
覚
め
て
〉
～
最
後
ま
で
。

６　

大
國
氏
は
引
用
部
に
お
け
る
前
半
部
と
後
半
部
の
区
切
り
に
つ
い
て
、〈
冒

頭
か
ら
「
こ
こ
で
は
泣
い
て
も
よ
ろ
し
い
が
、
あ
の
世
界
で
は
、
そ
ん
な
こ

と
で
泣
く
な
よ
。」
と
い
う
大
き
な
鳥
の
台
詞
ま
で
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
前
半
部
と
呼
び
、

残
り
の
部
分
を
後
半
部
と
呼
ぶ
。〉
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
の
前
半
部
、
中
間

部
、
後
半
部
の
分
け
方
と
は
異
な
る
こ
と
を
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

７　

伊
藤
整
「
文
芸
時
評
Ⅱ
」（『
伊
藤
整
全
集　

第
十
六
巻
』
新
潮
社 

一
九
七
三
・
六
）
よ
り
引
用
。
初
出
は
一
九
四
七
年
八
月
十
日
の
「
東
京
新
聞
」

夕
刊
。

８　

下
野
孝
文
「「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
論
―
―
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
行
方

―
―
」（『
太
宰
治
研
究
16
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
八
・
六
）

９　

注
７
に
同
じ
。

10　
『
坂
口
安
吾
事
典　

作
品
編
』
一
〇
九
頁
（
至
文
堂　

二
〇
〇
一
・
九
）
参
考
。

こ
こ
で
は
「
オ
モ
チ
ャ
箱
」
の
主
な
先
行
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

11　

小
倉
脩
三
「
牧
野
信
一
論
Ⅰ
」（『
成
城
文
芸
』
五
十
七
巻　

一
九
七
〇
・
三
）、
近
田
茂
芳
『
牧
野
信
一
と
四
人
の
作
家　

北
村
透
谷
・
谷

崎
潤
一
郎
・
宮
澤
賢
治
・
太
宰
治
』（
夢
工
房　

二
〇
〇
五
・
三
）で
言
及
が
あ
る
。

12　

第
一
部
は
一
八
五
五
年
一
月
、
第
二
部
は
二
月
に
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
で

は
別
名
「
夢
と
生
命(

オ
オ
レ
リ
ア)

」「
夢
と
人
生
―
或
は
オ
ー
レ
リ
ア
―
」

「
オ
ー
レ
リ
ア
」
等
様
々
あ
る
が
、
便
宜
上
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
を
採
用
す
る
こ

と
と
す
る
。
ま
た
、「
オ
ー
レ
リ
ア
」
は
い
く
つ
か
の
翻
訳
が
出
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
、
太
宰
が
見
て
い
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と
思
わ
れ
る
、
岩
波
文

庫
の
佐
藤
正
彰
訳
『
夢
と
人
生
―
或
い
は
オ
ー
レ
リ
ア
―
』（
岩
波
書
店　

一
九
三
七
・
六 

※
第
二
刷
発
行
の
も
の
。
初
版
は
同
年
五
月
）
を
底
本
と
し

て
用
い
た
。

13　

井
村
実
名
子
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
か
㈡
―
―

最
近
半
世
紀
の
書
誌
的
考
察
―
―
」（『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文
化
研
究

所
紀
要
』
三
十
八
巻　

一
九
七
七
・
一
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
か
㈠
―
―
一
九
三
〇
年

ま
で
の
書
誌
的
考
察
―
―
」（『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
』

三
十
六
巻　

一
九
七
五
・
一
）
に
お
い
て
、
一
九
三
一
年
秋
（
つ
ま
り
『
文
芸

汎
論
』
に
初
訳
が
掲
載
さ
れ
る
前
）
に
中
原
中
也
が
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
翻

訳
に
従
事
し
て
い
た
が
、
こ
の
訳
業
は
成
ら
ず
原
稿
用
紙
五
枚
分
の
草
稿
し

か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

14　

ち
な
み
に
太
宰
は
「
も
の
思
ふ
葦
（
そ
の
三
）」
の
「
冷
酷
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
」
以
下
「
わ
が
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」
ま
で
の
十
一
篇
を
一
九
三
六
年
一

月
に
『
文
芸
汎
論
』（
第
六
巻
第
一
号
）
で
発
表
し
て
い
る
。

15　

長
谷
川
氏
が
論
文
の
副
題
と
し
て
用
い
て
い
る
表
現
と
少
し
異
な
っ
て
い

る
の
は
、
底
本
の
違
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

16　
【
燐
光
】
黄
燐
が
空
気
中
で
酸
化
し
て
発
す
る
青
白
い
光
。
ま
た
、
生
体
物

質
が
腐
敗
・
酸
化
す
る
と
き
に
生
じ
る
光
。『
大
辞
泉 

下
巻 

第
二
版
』(

小
学

館　

二
〇
一
二
・
一
一
）
よ
り
。

17　

長
谷
川
吉
弘
「『
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
』
論　

夢
は
第
二
の
人

生
で
あ
る　

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」（『
新
編
太
宰
治
研
究
叢
書
』
近
代
文
学
社　

一
九
九
二
・
四
）、大
國
眞
希
「
太
宰
治
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
論
」」（『
日

本
近
代
文
学
』
六
十
一
巻　

一
九
九
九
・
一
〇
）、
千
葉
正
昭
「
山
崎
富
栄
―

「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
人
物
像
か
ら
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
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七
十
二
巻
十
一
号　

二
〇
〇
七
・
一
一
）
に
言
及
あ
り
。

18　

注
８
に
同
じ
。

19　

朝
比
奈
美
知
子
「
近
代
批
判
と
し
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
論
―
―
安
吾

と
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
例
か
ら
」(

『
異
文
化
の
中
の
日
本
文
学
』
弘
学
社　

二
〇
一
三
・
一)

20　

水
野
尚
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
に
誘
わ
れ
て
―
石
川
淳
「
山
櫻
」
に

お
け
る
風
狂
の
詩
情
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
十
八
巻
八
号　

二
〇
一
一
・
八
）

21　

山
口
俊
雄
「
石
川
淳
「
山
桜
」
論 

─
〈
怪
奇
〉
が
生
じ
る
物
語
空
間
」（『
日

本
女
子
大
学
紀
要
（
文
学
部
）』
第
六
十
四
号　

二
〇
一
五
・
三
）

22　

こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
は
、
渡
部
芳
紀
「
私
小
説
の
「
戦
後
」」（『
近
代

文
学
７
―
戦
後
の
文
学
』 

有
斐
閣
双
書　

一
九
七
七
・
七
）
が
わ
か
り
や
す
く

ま
と
め
て
い
る
。

23　

丸
山
倫
世
「
昭
和
20
年
代
に
お
け
る
中
間
小
説
―
そ
の
文
学
的
位
置
づ
け

と
変
遷
―
」（『
人
文
研
究　

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第

六
十
六
巻　

二
〇
一
五
・
三
）

24　

大
村
彦
次
郎
『
文
壇
栄
華
物
語
』（
筑
摩
書
房　

二
〇
〇
九
・
一
二
）
に
お

い
て
大
村
氏
が
〈
昭
和
二
十
二
年
当
時
、
中
間
小
説
と
い
う
呼
称
は
ま
だ
用

い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
な
っ
て
こ
の
と
き
の
「
日
本
小
説
」
の

創
刊
が
、
そ
の
企
図
す
る
雑
誌
の
性
格
か
ら
中
間
小
説
の
嚆
矢
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。

25　

長
谷
川
吉
弘
「『
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
』
論　

夢
は
第
二
の
人
生

で
あ
る　

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
」（『
新
編
太
宰
治
研
究
叢
書
』
近
代
文
芸
社　

一
九
九
二
・
四
）

26　

太
宰
の
随
筆
の
中
で
『
太
宰
治
随
想
集
』
に
収
め
ら
れ
た
後
全
集
で
小
説

に
分
類
さ
れ
た
作
品
は
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
と
「
朝
」（
初
出
『
新

思
潮
』
七
月
号　

一
九
四
七
・
七
）
の
み
。

（
ま
つ
う
ら　

あ
い
な
）


