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中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
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（
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下
）
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真

史

中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
む

　
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
七
日
に
神
奈
川
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
国
語
の
授
業
づ
く
り
研
修
講
座
」
の
一
つ
と
し
て
、
神
奈
川
近
代

文
学
館
に
お
い
て
講
演
し
た
も
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
前
半
は
中
島
敦
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
話
し
、
後
半
は
「
山
月
記
」
に
つ
い
て
話
し
た
が
、
そ

の
後
半
の
講
演
録
で
あ
る
。
高
等
学
校
の
国
語
教
材
と
し
て
「
山
月
記
」
を
読
む
場
合
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　
「
山
月
記
」
は
、
中
島
敦
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と
な
っ
た
作
品
で
、
初
出
は
「
文
学
界
」
の
一
九
四
二
年
二
月
号
、「
文
字
禍
」
と
と
も
に

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
敦
の
大
学
時
代
の
友
人
で
、
文
部
省
に
勤
め
て
い
た
釘
本
久
春
の
口
利
き
で
、
教
科
書
に
載
る
こ
と

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
約
五
〇
年
以
上
も
教
科
書
に
採
り
続
け
ら
れ
、
定
番
教
材
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
小
説
の
中
身
や
、

漢
語
の
多
い
硬
質
な
文
体
が
、
高
校
生
や
高
校
の
先
生
方
を
惹
き
つ
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
「
山
月
記
」
に
つ
い
て
、
私
の
読
み
方
を
お
話
し
す
る
の
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
と
、
今
回
は
誰
が

ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
回
は
、
典
拠



一
二
〇

と
な
っ
た
「
人
虎
伝
」
と
の
比
較
や
、『
古
譚
』
四
編
（「
狐
憑
」「
木
乃
伊
」「
山
月
記
」「
文
字
禍
」）
の
中
で
の
位
置
づ
け
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ま
せ
ん
。
時
間
の
都
合
上
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
の
お
話
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

一　

李
徴
と
中
島
敦

　

さ
て
、
こ
の
「
山
月
記
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
主
人
公
の
李
徴
と
中
島
敦
を
重
ね
て
読
む
読
み
方
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
大
本
と

な
っ
た
の
は
、
中
島
敦
の
奥
さ
ん
の
タ
カ
夫
人
の
文
章
で
し
ょ
う
。
タ
カ
さ
ん
は
「
お
礼
に
代
へ
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

　

帰
つ
て
か
ら
、
あ
る
日
、
今
迄
自
分
の
作
品
の
事
な
ど
一
度
も
申
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
の
に
、
台
所
ま
で
来
て
、

「
人
間
が
虎
に
な
つ
た
小
説
を
書
い
た
よ
。」

と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
顔
は
何
か
切
な
さ
う
で
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
あ
と
で
、「
山
月
記
」
を
読
ん
で
、
ま
る

で
中
島
の
声
が
聞
こ
え
る
様
で
、
悲
し
く
思
ひ
ま
し
た
。

 

―
中
島
タ
カ
「
お
礼
に
代
へ
て
」（『
中
島
敦
全
集
1
』
付
録
「
ツ
シ
タ
ラ
4
」
文
治
堂
書
店
、
一
九
六
〇
年
）

　

中
島
敦
は
南
洋
に
行
く
前
に
「
山
月
記
」
の
原
稿
を
深
田
久
弥
に
預
け
て
い
た
の
で
、「
山
月
記
」
を
書
い
た
の
は
、
南
洋
に
行
く
前
で

す
が
、
こ
の
思
い
出
は
、
敦
が
南
洋
か
ら
帰
っ
て
か
ら
そ
う
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
不
審
な
点
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い

つ
言
っ
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
敦
が
「
人
間
が
虎
に
な
つ
た
小
説
を
書
い
た
よ
」
と
奥
さ
ん
に
言
っ
た
と
い
う
の
は
本
当
の
こ
と
で

し
ょ
う
。
タ
カ
さ
ん
は
、「
山
月
記
」
を
あ
と
で
読
ん
で
、「
ま
る
で
中
島
の
声
が
聞
こ
え
る
様
で
、
悲
し
く
思
ひ
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
お
そ
ら
く
「
山
月
記
」
の
中
の
〈
数
年
の
後
、
貧
窮
に
堪
へ
ず
、
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
遂
に
節
を

屈
し
て
、
再
び
東
へ
赴
き
、
一
地
方
官
吏
の
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
な
つ
た
。〉
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
タ
カ
さ
ん
に
し
て



一
二
一

中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
む
（
山
下
）

み
る
と
、
敦
は
、
自
分
や
子
供
た
ち
の
た
め
に
、
南
洋
庁
の
官
吏
に
な
っ
て
は
る
ば
る
パ
ラ
オ
ま
で
出
掛
け
て
い
っ
た
、
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
の
で
、
こ
の
一
節
が
中
島
敦
に
重
な
っ
て
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
近
親
者
の
発
言
は
、
李
徴
を
中
島
敦
と
重
ね
て
読
む
と
い
う
読
み
方
に
か
な
り
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、

重
な
っ
て
い
る
と
い
う
目
で
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
結
構
見
つ
か
り
ま
す
。
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

李
徴
は
、〈
博
学
才
穎
〉
で
〈
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連
ね
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
人
並
み
は
ず
れ
た
頭
脳
の
持
ち
主
で
、
一
度
江
南
尉
の

職
に
就
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
江
南
尉
と
い
う
の
は
、
地
方
の
警
察
署
長
く
ら
い
の
地
位
だ
と
思
い
ま
す
が
、
中
島
敦
も
京
城
中

学
で
は
ほ
と
ん
ど
成
績
一
番
で
し
た
し
、
四
年
で
一
高
に
入
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
京
城
中
学
で
は
敦
は
、
伝
説
的
な
人
物
に
な
っ
て
い

た
そ
う
で
す
し
、
一
高
で
も
成
績
上
位
者
で
し
た
。
東
大
を
出
て
か
ら
は
、
横
浜
高
女
に
勤
め
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
た
り
も
似
て
い
る
と

言
え
ば
似
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
李
徴
は
詩
人
を
志
し
な
が
ら
も
、〈
文
名
は
容
易
に
揚
ら
〉
な
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
中
島
敦
も
「
虎
狩
」
と
い
う
作
品
を
雑

誌
の
懸
賞
小
説
に
三
回
応
募
し
て
、
三
度
と
も
落
選
し
て
い
て
、
小
説
家
を
志
し
な
が
ら
も
デ
ビ
ュ
ー
で
き
な
い
時
期
が
続
き
ま
し
た
。

　

性
格
に
つ
い
て
言
え
ば
、
李
徴
は
、〈
性
、
狷
介
、
自
ら
恃
む
所
頗
る
厚
く
〉
と
か
、〈
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
つ

て
切
磋
琢
磨
に
努
め
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
〉
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
尊
心
が
強
く
、
人
付
き
合
い
を
嫌
う
性
格
で
す
が
、

敦
も
作
家
を
志
す
若
い
人
た
ち
が
や
っ
て
い
た
同
人
雑
誌
に
は
、
一
高
時
代
を
除
い
て
関
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

の
仲
間
に
も
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
く
言
え
ば
、
孤
高
の
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
点
で
も
、
李
徴
と
共
通
し

て
い
る
と
言
え
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
、
李
徴
は
自
嘲
癖
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
島
敦
に
も
、
自
嘲
し
た
い
思
い
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
次
の
漢
詩
を

見
て
く
だ
さ
い
。
一
九
三
九
年
、
数
え
年
、
三
一
歳
の
誕
生
日
に
詠
ん
だ
自
嘲
の
漢
詩
で
す
。『
李
陵
・
司
馬
遷
』
の
校
訂
を
一
緒
に
し
た

村
田
秀
明
さ
ん
の
読
み
方
に
従
っ
て
、
読
ん
で
み
ま
す
。

　

五
月
五
日
自
晒
戯
作　
　
　
　
　
（
五
月
五
日　

自
ら
晒わ
ら

ひ
て
戯た
わ
むれ
に
作
る
）



一
二
二

行
年
三
十
一　
　

狂
生
迎
誕
辰　
　
（
行こ
う
ね
ん年
三
十
一　
　

狂
生
誕た
ん

辰し
ん

を
迎
ふ
）

木
強
嗤
世
事　
　

狷
介
不
交
人　
　
（
木ぼ
つ
き
よ
う強に
し
て
世
事
を
嗤わ
ら

ひ　
　

狷
介
に
し
て
人
と
交
ら
ず
）

種
花
窮
措
大　
　

書
蠹
病
痩
身　
　
（
花
を
種う

う
る
窮き
ゆ
う
そ
だ
い

措
大　
　

書
の
蠹と

た
る
病び
よ
う
そ
う
し
ん

痩
身
）

不
識
天
公
意　
　

何
時
免
赤
貧　
　
（
識し

ら
ず
天
公
の
意　
　

何
れ
の
時
か
赤
貧
を
免
る
る
）

【
注
】
○
誕
辰
…
誕
生
の
時
。
辰た
つ

に
は
五
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
五
月
の
誕
生
日
と
い
う
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
○
木
強
…
木
の

よ
う
に
頑
な
。
○
窮
措
大
…
き
わ
め
て
貧
乏
。
○
書
の
蠹
た
る
…
紙し

魚み

の
こ
と
。
○
天
公
の
意
…
天
の
意
思
。

　

こ
の
詩
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
自
分
の
狷
介
な
性
格
の
せ
い
、
病
気
の
せ
い
で
、
貧
乏
生
活
を
送
っ
て
い
る
が
、
天
は
ど
う
い
う
つ
も

り
な
ん
だ
ろ
う
か
。
天
は
何
時
に
な
っ
た
ら
、
赤
貧
を
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
詠
ん
で
い
る
も
の
で
す
。
自
分
の
力
で
貧

乏
生
活
か
ら
ど
う
に
か
抜
け
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
な
ん
だ
か
、
性
格
も
病
気
も
貧
乏
も
、
天
の
せ
い
に
し
て
い
る

と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
自
嘲
的
に
作
っ
た
だ
け
で
、
敦
が
本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
…
…
。
ち
な
み
に
、

中
島
敦
は
、
ぜ
ん
そ
く
が
持
病
で
、
そ
の
薬
代
が
家
賃
と
同
じ
く
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
給
料
の
四
分
の
一
く
ら
い
か
か
っ
て
た
そ
う

で
、
家
計
は
火
の
車
で
し
た
。
タ
カ
夫
人
は
「
薬
代
が
無
い
と
き
な
ど
、
道
を
歩
き
な
が
ら
、
お
金
が
落
ち
て
ゐ
な
い
か
と
、
本
気
で
考

へ
た
り
し
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
一
九
三
九
年
の
元
旦
に
、
杜
甫
の
詩
を
大
き
な
包
み
紙
に
書
き
写
し
て
、
最
後
に
自
嘲
し
て
書
き
写
し
た
、
と
書
い

た
も
の
も
残
っ
て
い
ま
す
。
元
旦
に
、
一
年
の
計
を
立
て
る
ど
こ
ろ
か
、
自
嘲
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
中
島
敦
の
心
中
、
察
す
る

に
あ
ま
り
あ
る
感
じ
で
す
。

　

李
徴
と
中
島
敦
の
重
な
る
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
、
指
摘
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
李
徴
は
、〈
己
よ
り
も
遙
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
つ
た
者
が
幾
ら
で
も
ゐ
る
の
だ
。〉
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
似
た

話
と
し
て
、
中
島
敦
が
、
中
村
光
夫
と
い
う
評
論
家
の
こ
と
を
評
し
た
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
中
村
光
夫
は
東
大
で
中
島
敦
と
ほ
ぼ
同
期



一
二
三

中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
む
（
山
下
）

で
、
年
齢
は
ち
ょ
っ
と
下
で
す
が
、
知
り
合
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
村
へ
の
寸
評
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
横
浜
高
女
の
同
僚
だ
っ

た
山
口
比ち
か

男お

氏
の
発
言
で
す
。

　

中
村
光
夫
の
著
作
―
そ
れ
が
風
俗
小
説
論
だ
っ
た
か
、
何
か
、
記
憶
が
は
っ
き
り
し
な
い
―
が
、
新
聞
紙
上
で
大
変
好
評
だ

っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。（
一
九
三
六
年
の
「
二
葉
亭
四
迷
論
」
が
池
谷
信
三
郎
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
か
―
引
用
者
）

　

自
席
か
ら
立
っ
て
近
づ
い
て
来
た
彼
は
、
そ
の
朝
刊
を
手
に
持
っ
て
い
た
が
、
光
夫
の
記
事
の
所
を
指
し
な
が
ら
「
彼
ほ
ど
の
才

能
で
も
努
力
す
れ
ば
斯
う
な
る
」
と
い
っ
た
が
、
あ
と
は
何
も
い
わ
ず
に
自
席
へ
戻
っ
て
行
っ
た
。

　

押
し
殺
し
た
様
な
そ
の
声
、
口
惜
し
そ
う
な
そ
の
横
顔
、
私
は
、
後
輩
に
先
を
越
さ
れ
た
彼
の
心
情
を
思
い
、
黙
っ
て
後
姿
を
見

つ
め
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
山
口
比
男
『
汐
汲
坂
―
中
島
敦
と
の
六
年
』（
え
つ
出
版
、
一
九
九
二
年
）

　

中
島
敦
は
評
論
家
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
文
壇
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
先
を
越
さ
れ
た
と
い
う
悔
し

さ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
乏
し
い
才
能
で
も
専
一
に
磨
け
ば
、
堂
々
た
る
詩
家
に
な
れ
る
、
と
い
う
李
徴
の
発
言
は
、
中
島
敦
の
発
言

と
も
重
な
る
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
山
口
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
中
島
敦
は
人
に
あ
だ
名
を
つ
け
る
の
が
う
ま
か
っ
た
そ
う
で
、
山
口
さ
ん

本
人
は
、
大
柄
な
割
に
小
声
で
し
ゃ
べ
る
癖
が
あ
っ
た
の
で
、
ヒ
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
あ
だ
名
を

つ
け
る
の
は
う
ま
か
っ
た
に
し
て
も
、
私
に
言
わ
せ
る
と
、
作
品
の
題
名
を
つ
け
る
の
は
今
ひ
と
つ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。「
趙
大
煥
と

虎
狩
」
と
か
「
ツ
シ
タ
ラ
の
死
―
五
河
荘
日
記
抄
」
と
か
い
う
題
で
は
、
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
す
ぎ
て
、
読
も
う
と
い
う
気
に
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。

　

さ
て
、
李
徴
と
中
島
敦
が
似
て
い
る
話
の
続
き
で
す
が
、
李
徴
の
数
少
な
い
友
人
で
あ
る
袁

は
、
敦
の
友
人
で
、
ド
イ
ツ
文
学
者
の

氷
上
英
広
を
思
わ
せ
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
ニ
ー
チ
ェ
の
研
究
者
と
し
て
有
名
な
人
で
す
。
こ
の
氷
上
さ
ん
が
、
奇
遇
な
こ
と
に
、

実
際
、
敦
の
没
後
、
妻
子
の
生
活
の
相
談
に
乗
っ
た
り
、
あ
れ
こ
れ
と
面
倒
を
見
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
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今
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
李
徴
と
敦
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、「
山
月
記
」
を
中
島
敦
が
自
分
の
こ
と
を
書
い
た
小
説
と
し
て

読
む
、
と
い
う
の
は
、
一
概
に
退
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
中
島
敦
が
作
家
を
志
し
な
が
ら
も
そ
れ
が
な
か
な
か
叶

わ
な
か
っ
た
時
期
の
苦
し
い
思
い
、
悩
み
が
告
白
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
も
、
そ
れ
は
別
に
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
中
島
敦
に
限
ら
ず
、
近
代
の
多
く
の
小
説
の
主
人
公
に
は
、
作
者
自
身
の
姿
が
何
ほ
ど
か
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
わ
け

で
、
泉
鏡
花
に
も
谷
崎
潤
一
郎
に
も
そ
う
い
う
小
説
は
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
主
人
公
と
作
者
を
重
ね
る
読
み
方
は
、
小
説
を
文
学
作
品
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
点
で
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
作
者
が
、

現
実
の
体
験
を
元
に
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
形
に
作
り
上
げ
た
も
の
を
、
現
実
に
引
き
下
ろ
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
、
小
説
の
仕
掛
け
、
表
現
の
細
部
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
今
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
問
題
は
措
い
て
お
い
て
、
も
う
一
つ
、
こ
の
小
説
を
道
徳
の
教
材
の
よ
う
に
読
む
読
み
方
、
道
徳

的
な
教
訓
を
引
き
出
す
読
み
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

二　

教
訓
を
読
む

　

こ
の
小
説
を
読
む
と
多
く
の
読
者
は
、
な
ぜ
李
徴
は
虎
に
な
っ
た
の
か
、
と
思
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
問
い
の
意
味
は
、
あ
と
で
よ
く
考

え
る
と
し
て
、
ま
ず
、
李
徴
自
身
が
、
自
分
が
虎
に
な
っ
た
原
因
を
考
え
た
と
こ
ろ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
よ
く
知
ら
れ
た
〈
臆
病
な
自

尊
心
〉
と
〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。

己お
れ

は
詩
に
よ
つ
て
名
を
成
そ
う
と
思
ひ
な
が
ら
、
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
つ
て
切
磋
琢
磨
に
努
め
た
り
す
る
こ

と
を
し
な
か
つ
た
。
か
と
い
つ
て
、
又
、
己
は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
つ
た
。
共
に
、
我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、

尊
大
な
羞
恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。
己お
の
れの
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
が
故
に
、
敢
て
刻
苦
し
て
磨
か
う
と
も
せ
ず
、
又
、
己お
の
れの
珠

な
る
べ
き
を
半
ば
信
ず
る
が
故
に
、
碌
々
と
し
て
瓦
に
伍
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
己お
れ

は
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
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憤
悶
と
慙ざ
ん

恚い

と
に
よ
つ
て
益
々
己
の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
ひ
ふ
と
ら
せ
る

0

0

0

0

0

結
果
に
な
つ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、

そ
の
猛
獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
ふ
。
己お
れ

の
場
合
、
こ
の
尊
大
な
羞
恥
心
が
猛
獣
だ
つ
た
。
虎
だ
つ
た
の
だ
。
之
が
己

を
損
ひ
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
斯
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
へ
て
了
つ
た

の
だ
。

　

こ
の
李
徴
の
述
懐
に
つ
い
て
、
整
理
し
な
が
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
〈
臆
病
な
自
尊
心
〉
と
〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
で
す
が
、
こ

れ
は
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
た
も
の
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
人
前
に
出
て
何
か
発
言
す
る
と
い
う
場
面
を
考
え
て
み
る
と
分
か
り
や
す
い

で
し
ょ
う
。
人
前
に
出
る
の
は
恥
ず
か
し
く
て
嫌
だ
が
、
自
尊
心
は
あ
っ
て
、
自
分
は
人
よ
り
出
来
る
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
人
は
い

る
と
思
い
ま
す
。
言
葉
の
順
番
を
変
え
て
言
え
ば
、
自
尊
心
が
あ
っ
て
、
人
よ
り
出
来
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
積
極
的
に
人
前
に
出
て
発

言
す
る
の
は
恥
ず
か
し
い
、
と
思
っ
て
い
る
人
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。〈
臆
病
な
自
尊
心
〉
と
〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
と
い
う
言
い
方

は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
に
対
句
に
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
言
葉
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
言
っ
て
い
る
内
容
は
同
じ
だ

と
言
え
ま
す
。
引
用
の
箇
所
で
は
、
最
初
に
〈
臆
病
な
自
尊
心
〉
と
〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
と
い
う
の
が
二
つ
別
々
に
あ
る
よ
う
に
言
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
、
そ
の
あ
と
で
は
〈
臆
病
な
自
尊
心
〉
と
〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
は
交
換
可
能
な
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

李
徴
は
、
こ
う
い
う
性
情
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
せ
い
で
、
先
生
に
つ
い
て
勉
強
し
た
り
、
友
達
と
切
磋
琢
磨
し
た
り
す
る
こ
と
を
し
な

か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
せ
い
で
、
性
情
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
言
い
ま
す
。
続
い
て
、〈
人
間
は
誰
で
も
猛
獣

使
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
ふ
。〉
と
言
い
ま
す
。
ま
、
こ
う
い
う
説
は
寡
聞
に
し
て
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
言
い
方
を
見
る
と
、
李
徴
は
、
人
は
性
情
と
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
機
関
、
理
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
次
第
に
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
く
な
っ
て
、
性
情
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
自
分
の
場
合
、
性
情
が
虎
だ
っ
た
の
で
、
外
形
も
虎
に
な
っ
た
と
い
う
理
屈
で
す
。

　

李
徴
の
説
明
を
追
う
と
こ
う
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
ま
あ
、
何
と
奇
妙
な
論
理
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
自
分
が
〈
臆
病
な
自
尊
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心
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
性
情
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
思
う
の
は
、
分
か
り
ま
す
が
、
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
い
だ
と
い
う
の
は
、
理
解
で
き

な
い
で
す
ね
。
人
の
性
情
に
は
、
引
っ
込
み
思
案
で
お
と
な
し
く
、
人
と
争
う
の
を
嫌
う
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

だ
と
す
る
と
、
そ
の
人
は
ど
ん
な
猛
獣
を
飼
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
？　

性
情
を
動
物
に
た
と
え
れ
ば
、
鳩
く
ら
い
で
し

ょ
う
が
、
鳩
は
猛
獣
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　

さ
ら
に
、〈
臆
病
な
自
尊
心
〉〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
と
い
う
の
が
虎
に
当
た
る
と
い
う
の
も
理

解
に
苦
し
み
ま
す
。
虎
は
威
張
っ
て
い
そ
う
だ
か
ら
、
自
尊
心
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
本
当
は
恥
ず
か
し
が
り
屋
な
の
で
し
ょ
う

か
？　

虎
は
猫
の
仲
間
だ
か
ら
、
恥
ず
か
し
が
り
屋
っ
て
こ
と
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
ね
？　

仮
に
、
百
歩
譲
っ
て
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
、

さ
ら
に
、
李
徴
の
論
理
が
正
し
く
、
外
形
が
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
わ
っ
て
虎
に
な
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
に
、
虎
に
変
身
し

た
人
も
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
動
物
園
で
虎
を
見
て
、「
あ
の
虎
、
誰
だ
っ
た
の
？
」
っ
て
思
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
は
笑
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
李
徴
の
論
理
は
全
然
論
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
李
徴
は
こ
こ
で
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て

反
省
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。
自
分
の
性
情
が
勝
手
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
止
め

る
術
は
な
か
っ
た
、
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
性
格
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
ま
す
。
で
す
か

ら
、
こ
こ
は
、
虎
に
な
っ
た
理
由
の
説
明
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
、
と
言
う
た
め
に
こ
う
い
う

理
屈
を
言
っ
て
い
る
、
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　

実
際
、
李
徴
は
、
先
ほ
ど
の
引
用
の
前
に
、
虎
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、〈
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。〉
と
言
っ
て

い
た
わ
け
で
し
て
、
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
合
理
的
な
説
明
は
李
徴
自
身
に
も
出
来
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
わ
れ
わ
れ
読
者

に
も
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
然
と
言
え
ば
、
当
然
の
こ
と
で
す
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
小
説
を
読
み
解
く
と
き
に
は
、
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
合
理
的
に
答
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
に
、
そ
う
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
き
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

そ

れ
は
、
実
は
、
虎
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
る
状
態
の
比
喩
と
し
て
考
え
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
、
あ
る
状
態

に
な
っ
た
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
う
い
う
問
い
は
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
で
は
、
そ
の
あ
る
状
態
と
い
う
の
は
何
か
、
と
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い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
本
文
に
〈
獣
に
身
を
堕
と
す
〉
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
か
ら
堕
落
し
た

状
態
、
あ
る
い
は
、
人
間
性
の
欠
如
し
た
状
態
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
は
、
合
理
的
に
は
答
え
ら
れ

ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
堕
落
し
た
か
、
と
か
、
な
ぜ
人
間
性
を
欠
如
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
は
、
一
応
答
え
ら
れ
る
わ
け
で
、

「
山
月
記
」
で
は
、
従
来
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
な
ぜ
人
間
性
を
欠
如
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

か
、
と
言
え
ば
、
先
ほ
ど
の
引
用
箇
所
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
師
に
つ
い
て
学
ぶ
と
か
、
友
人
と
切
磋
琢
磨
す
る
と
か
い
う
姿
勢
が
な
か
っ

た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
李
徴
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
自
分
の

詩
の
こ
と
を
優
先
し
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
、
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。
敷
衍
し
て
言
う
と
、
師
や
友
を
持
た
ず
、
家
族
を
大

事
に
し
な
い
よ
う
な
、
傲
慢
な
態
度
で
い
る
と
人
間
性
が
欠
け
て
し
ま
う
、
切
磋
琢
磨
や
人
と
の
交
わ
り
は
大
事
だ
、
と
い
う
教
訓
が
こ

の
箇
所
か
ら
引
き
出
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、「
山
月
記
」
は
、
こ
う
し
た
点
で
、
高
校
生
向
け
の
教
材
と
し
て
好
ま
れ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
実
は
か
な
り
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
師
に
つ
か
ず
、
友
と
交
わ
ら
ず
切
磋
琢
磨
し
な
か
っ
た
と

い
う
状
態
、
ま
た
、
家
族
に
対
す
る
思
い
や
り
も
な
い
状
態
が
、
す
で
に
人
と
し
て
ど
う
か
、
と
思
え
る
状
態
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の

人
が
、
人
間
性
を
失
う
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
人
間
性
が
欠
け
て
い
た
か
ら
、

人
間
性
を
失
っ
た
状
態
、
即
ち
虎
に
な
っ
た
、
と
言
っ
て
る
の
と
同
じ
で
、
こ
れ
で
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
実
は
、
虎
に
な
っ
た
状
態
を
人
間
性
が
失
わ
れ
た
状
態
の
比
喩
と
し
て
考
え
る
と
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

で
は
、
ど
う
い
う
状
態
の
比
喩
と
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
。

三　
〈
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
所
〉
に
つ
い
て

　

も
う
一
つ
、
こ
の
小
説
で
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
箇
所
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
袁

が
李
徴
の
詩
を
聞
い
て
〈
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
感
じ
る
箇
所
で
す
。
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し
か
し
、
袁

は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
様
に
感
じ
て
ゐ
た
。
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
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
て
、「
人
間
性
が
欠
け
て
い
た
」
と
い
う
の
か
ら
、
逆
に
「
詩
の
鬼
に
な
る
ほ
ど
の

非
情
さ
が
欠
け
て
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
ま
で
様
々
あ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
袁

が
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
文
脈
を
辿
る
と
、
作
者

の
素
質
は
第
一
流
に
属
す
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
作
品
が
第
一
流
に
は
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
素
直
に
読
め
ば
、

素
質
以
外
の
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
？　

こ
こ
は
詩
の
話
で
す
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
例
を

考
え
て
み
る
と
、
分
か
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
身
体
能
力
は
恵
ま
れ
て
い
る
け
ど
、
一
流
の
選
手
に
な
れ
な
い
人
っ
て
い

る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
マ
ラ
ソ
ン
で
も
野
球
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
素
質
は
あ
る
け
ど
一
流
に
な
れ
な
い
人
は
い
ま
す
ね
。「
永
遠
に

未
完
の
大
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
選
手
も
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
ふ
つ
う
、
技
術
が
欠
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
メ
ン
タ
ル
、
と
い
う
答
え
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
メ
ン
タ
ル
は
す
で
に
持
っ
て
い
る
技
術
を
発
揮

す
る
際
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
ず
技
術
が
必
要
で
す
。
話
を
袁

の
感
想
に
戻
せ
ば
、
詩
の
技
術
の
面
で
、
僅
か
に
欠

け
る
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
高
い
レ
ベ
ル
で
の
微
細
な
技
術
を
習
得
す
る
に
は
、
先
生
に
つ
い
て
教
え
を
請
う
こ
と
も

必
要
だ
し
、
切
磋
琢
磨
も
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
う
理
解
し
て
お
け
ば
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
述
懐
に
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
、
無
理
が
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
う
解
釈
し
た
場
合
で
も
疑
問
が
残
り
ま
す
。
一
つ
は
、
袁

と
の
別
れ
に
臨
ん
で
作
っ
た
即
興
の
詩
が
、
説
明
的
で
出
来

が
か
な
り
良
く
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
の
詩
し
か
作
れ
な
い
な
ら
一
流
詩
人
か
ら
は
遠
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
、
即
興
で
作
っ
て

た
ま
た
ま
出
来
が
悪
か
っ
た
と
好
意
的
に
捉
え
れ
ば
、
他
の
詩
は
も
っ
と
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。
も
う

一
つ
の
疑
問
は
、
袁

と
い
う
詩
人
で
も
な
い
人
が
、
そ
ん
な
細
か
い
技
術
に
気
が
つ
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
袁

の
よ

う
な
素
人
で
も
感
じ
取
れ
る
何
か
が
欠
け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。
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そ
う
考
え
る
と
、「
人
間
性
」
と
い
う
よ
う
な
答
え
が
妥
当
性
を
増
す
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
す
が
、
詩
か
ら
人
間
性
が
微
妙
に
欠
け
て

い
る
の
が
読
み
取
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？　

私
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
人
間
性
」
と
は
逆
に
、
李
徴
が
妻
子
を
気
に
か
け
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
「
甘
さ
」
と
捉
え
、
詩
の
鬼
に
な
り
き
る
非
情
さ
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
す
べ

て
を
捨
て
て
で
も
詩
に
執
着
し
な
か
っ
た
点
が
、
欠
け
る
所
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
葛
西
善
蔵
な
ど
の
よ
う
な
、
周
り
の
人
の
迷
惑
を
顧

み
ず
に
、
作
品
を
書
く
こ
と
に
集
中
す
る
姿
勢
が
欠
け
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
李
徴
は
〈
産
を
破
り
心
を
狂
は
せ
て
迄
〉

〈
生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
〉
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
「
甘
い
」
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
ん
で
し
ょ
う
か
？　

し
か

も
そ
う
い
う
姿
勢
の
点
に
お
い
て
欠
け
る
こ
と
を
、〈
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
〉
欠
け
る
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
の
ほ
か
に
も
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
、
袁

が
感
じ
た
〈（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
所
〉
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
、
こ
の

小
説
の
中
か
ら
は
は
っ
き
り
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
、
小
説
の
構
成
上
、
袁

が
そ
う

感
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
欠
け
る
所
が
具
体
的
に
何
な
の
か
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
そ
れ

が
な
い
と
小
説
と
し
て
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？　

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
表
現
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
？　

と
考
え
る

わ
け
で
す
。
あ
る
人
は
、
そ
う
考
え
、
実
は
、
李
徴
が
文
句
な
く
素
晴
ら
し
い
詩
を
書
い
て
い
た
な
ら
、
文
名
が
上
が
ら
な
い
は
ず
が
な

い
の
で
、
何
か
欠
点
が
あ
る
こ
と
に
し
た
の
だ
、
と
い
う
答
え
を
導
き
出
し
ま
し
た
。
李
徴
の
文
名
が
上
が
ら
な
い
理
由
が
ど
こ
か
に
な

い
と
ま
ず
い
の
で
、
詩
に
微
妙
な
欠
点
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
だ
、
と
い
う
説
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　

素

晴
ら
し
い
詩
を
書
い
て
も
文
名
が
上
が
ら
な
い
人
は
沢
山
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

逆
に
文
名
は
上
が
っ
て
も
、
た
い
し
た
こ

と
の
な
い
詩
人
と
い
う
の
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

詩
は
勝
ち
負
け
の
あ
る
も
の
と
違
っ
て
、
は
っ
き
り
し
た
優
劣
が
分
か

り
づ
ら
い
も
の
で
す
か
ら
、
優
れ
た
詩
を
書
い
て
も
文
名
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
文
句
な
く
素

晴
ら
し
い
詩
な
の
に
文
名
が
上
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
、
李
徴
の
苦
悩
は
際
立
つ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
小
説

の
構
成
上
は
、
李
徴
の
詩
が
文
句
な
く
素
晴
ら
し
く
て
も
問
題
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
話
は
ま
た
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
い
っ
た
い
、
な
ぜ
、〈（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
所
〉
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と
い
う
表
現
が
出
て
き
た
の
か
？　

本
文
を
読
ん
で
も
分
か
ら
な
い
、
小
説
の
構
成
上
の
必
然
性
も
な
い
、
と
す
れ
ば
、
残
る
は
、
作
者

が
う
っ
か
り
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
作
者
レ
ベ
ル
の
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
小
説
は
完
璧
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
な

い
の
で
、
書
か
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
え
ま
す
。「
山
月
記
」
の
こ
の
一
節
も
、
作
者
が
う
っ

か
り
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
読
者
の
混
乱
を
招
い
て
し
ま
っ
た
、
作
者
の
失
敗
だ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
な
る
と
、
一
件
落
着
で
、
中
島
敦
が
う
っ
か
り
筆
を
滑
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
深
く
考
え
る
必
要
は
な
い
し
、
考
え
て
も
答
え
は
出

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
中
島
敦
が
失
敗
な
ど
す
る
は
ず
は
な
い
、
わ
ざ
と
解
け
な
い
謎
を
残
し
た
の
だ
、
と
穿

っ
た
見
方
を
す
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
う
っ
か
り
に
せ
よ
、
わ
ざ
と
に
せ
よ
、
中
島
敦
は
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
う
い
う
問
い
が
一
応

立
て
ら
れ
る
の
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
問
い
に
は
正
解
が
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
う
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら

で
す
。
で
す
の
で
、
こ
う
い
う
問
い
は
、
研
究
の
領
分
を
超
え
る
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
問
い
に
答
え
る
の
は
、
む
し
ろ
、
評
論
家
の
領

分
に
属
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
、
研
究
者
と
し
て
な
ら
、
分
か
ら
な
い
、
と
答
え
る
し
か
な
い
の
で
す
が
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、

今
日
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
評
論
家
に
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
い
て
、
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

中
島
敦
に
「
斗
南
先
生
」
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
そ
の
問
い
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
斗
南
と
い
う

の
は
、
中
島
敦
の
伯
父
の
端た
ん

の
こ
と
で
、
こ
の
小
説
は
、
中
島
敦
を
思
わ
せ
る
三
造
と
い
う
主
人
公
が
、
自
分
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る

斗
南
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
ろ
い
ろ
と
書
い
て
い
く
も
の
で
す
。
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
時
間
が
な
い
の
で
、
斗
南
に
つ
い
て
の
記
述
を
い

く
つ
か
抜
き
出
し
て
み
ま
す
。

・
狷
介
に
し
て
善
く
罵
り
、
人
を
ゆ
る
す
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た

・
狂
躁
性
を
帯
び
た
峻
厳
が
、
彼
に
は
、
大
人
げ
な
く
見
え
た
の
で
あ
る
。

・ 

伯
父
は
幼
時
か
ら
非
常
な
秀
才
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。
六
歳
に
し
て
書
を
読
み
、
十
三
歳
に
し
て
漢
詩
漢
文
を
能
く
し
た
と
い
ふ
か
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ら
儒
学
的
な
俊
才
で
あ
つ
た
に
は
違
ひ
な
い
。
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
一
生
、
何
ら
の
ま
と
ま
つ
た
仕
事
も
せ
ず
、
志
を
得
な
い
で
、

世
を
罵
り
人
を
罵
り
な
が
ら
死
ん
で
行
つ
た
の
で
あ
る
。

・
一
生
を
焦
燥
と
憤
懣
と
の
中
に
送
つ
た
伯
父

　

性
格
と
し
て
は
、
李
徴
に
も
ち
ょ
っ
と
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
斗
南
自
身
、「
斗
南
狂
夫
」
と
号
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
斗
南
は
、
最
後
、
が
ん
の
激
痛
に
耐
え
ら
れ
な
く
て
、
睡
眠
薬
で
眠
ら
せ
て
死
を
迎
え
る
と
い
う
選
択
を
す
る
の
で
す
が
、
そ

の
睡
眠
中
、
三
造
は
伯
父
の
性
質
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

・ 

こ
こ
ま
で
書
い
て
来
た
三
造
は
、
絶
え
ず
自
分
に
つ
き
ま
と
つ
て
ゐ
る
気
持
―
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
所
の
も
の
を
憎
み
、
自

身
の
中
に
無
い
も
の
を
希
求
し
て
ゐ
る
彼
の
気
持
―
が
、
伯
父
に
対
す
る
彼
の
見
方
に
非
常
に
影
響
し
て
ゐ
る
こ
と
に
気
が
付

き
始
め
た
。
彼
は
自
分
自
身
の
中
に
、
何
か
し
ら
「
乏
し
さ
」
の
あ
る
こ
と
を
自
ら
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
甚
だ
し
く

嫌
つ
て
、
す
べ
て
、
豊
か
さ
の
感
じ
ら
れ
る
（
鋭
さ
な
ど
は
そ
の
場
合
、
な
い
方
が
良
か
つ
た
）
も
の
へ
、
強
い
希
求
を
感
じ
て

ゐ
た
。
此
の
豊
か
さ
を
求
め
る
三
造
の
気
持
が
、
伯
父
自
身
の
中
に
、
―
そ
の
人
間
の
中
に
、
そ
の
言
動
の
一
つ
一
つ
の
中
に

見
出
さ
れ
る
禿
鷹
の
や
う
な
「
鋭
い
乏
し
さ
」
に
出
会
つ
て
、
烈
し
く
反
撥
す
る
の
で
あ
ら
う
。

　

斗
南
に
は
鋭
さ
は
あ
る
け
れ
ど
、
豊
か
さ
は
な
い
。
豊
か
さ
が
大
事
で
あ
っ
て
、
鋭
さ
な
ど
は
、
な
い
方
が
い
い
、
と
三
造
は
考
え
る

の
で
す
が
、
評
論
家
と
し
て
言
え
ば
、
こ
う
い
う
考
え
が
中
島
敦
の
頭
を
よ
ぎ
っ
て
、
つ
い
、
李
徴
の
詩
に
〈（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於

て
）
欠
け
る
所
〉
が
あ
る
、
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
容
貌
が
〈
峭
刻
と
な
り
、
肉
落
ち
骨
秀
で
、
眼
光
の

み
徒
に
炯
々
と
し
て
〉
い
た
李
徴
は
、
ど
う
見
て
も
「
豊
か
さ
」
よ
り
も
「
鋭
さ
」
が
似
合
う
人
間
で
す
。
中
島
敦
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が

好
き
だ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
文
学
に
お
い
て
も
、
鋭
さ
よ
り
、
豊
か
さ
の
方
が
価
値
が
高
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
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ま
あ
、
評
論
家
な
ら
そ
う
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
研
究
者
に
戻
っ
て
言
う
と
、
そ
う
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な

い
、
と
言
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
李
徴
と
斗
南
と
中
島
敦
の
三
者
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
程
度
の
証
拠
し
か
な
く
、
し
か
も
、

「
鋭
さ
」
し
か
な
い
こ
と
が
〈（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
い
て
）
欠
け
る
所
〉
と
い
う
表
現
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
と
も
言
え
な
い
か
ら

で
す
。
で
す
の
で
、
今
の
話
は
、
証
明
で
き
な
い
仮
説
と
し
て
聞
き
流
し
て
お
い
て
頂
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

四　

青
年
の
挫
折
の
物
語
と
し
て
読
む

　
「
山
月
記
」
か
ら
引
き
出
せ
る
教
訓
は
、
人
と
交
わ
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
を
惜
し
む
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
し

か
し
、
小
説
家
は
教
訓
を
垂
れ
る
た
め
に
小
説
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
し
、
読
者
も
小
説
か
ら
教
訓
を
引
き
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
訓
と
い
う
観
点
か
ら
小
説
を
読
も
う
と
す
る
と
、
小
説
の
全
体
像
を
捉
え
損
な
う
こ
と
に
も

な
り
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
最
後
に
「
山
月
記
」
は
全
体
と
し
て
は
ど
う
読
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
な
る
べ
く
短
く
要
約
す
る
と
、「
詩
人
と
し
て
名
を
成
し
た
い
と
い
う
願
い
が
挫
折
し
て
虎
に
変
身
し
、
友
人
に
自
分
の
つ

ら
い
思
い
を
語
る
話
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
挫
折
の
物
語
は
、「
詩
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
別
の
何

か
へ
の
夢
、
―
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
な
り
た
い
と
か
俳
優
に
な
り
た
い
と
か
、
ま
た
、
最
近
は
滅
多
に
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

政
治
家
に
な
り
た
い
と
か
い
う
よ
う
な
夢
、
―
あ
る
い
は
、
あ
の
人
を
恋
人
に
し
た
い
と
い
う
願
い
、
―
に
置
き
換
え
れ
ば
、
若
者

に
は
共
感
で
き
る
物
語
に
な
る
で
し
ょ
う
。
自
分
の
志
、
夢
や
願
い
が
、
叶
わ
な
い
こ
と
が
決
定
し
た
あ
と
に
、
自
分
の
運
の
つ
た
な
さ

を
嘆
い
た
り
、
何
が
い
け
な
か
っ
た
の
か
、
自
分
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
悪
か
っ
た
の
か
、
と
考
え
て
反
省
し
た
り
、
ふ
て
く
さ
れ
た
り
、

自
嘲
し
た
り
す
る
の
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
、「
山
月
記
」
は
、
何
か
へ
の
志
、
夢
や
願
い
が
決
定
的
に
挫
折
し
た
あ
と
に
、
そ
の
人
が
感
じ
る
こ
と
、

ま
た
、
友
達
に
し
ゃ
べ
る
こ
と
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
小
説
と
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況
を
当
て
は
め
れ
ば
、
応
用
が

利
く
、
と
い
う
か
、
普
遍
性
が
あ
る
話
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
挫
折
し
た
と
き
の
思
い
を
語
る
と
、
た
い
て
い
、
こ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
に
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な
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
作
品
に
即
し
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

李
徴
は
、
自
分
が
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
感
じ
た
と
言
い
ま
す
。

自
分
は
初
め
眼
を
信
じ
な
か
つ
た
。
次
に
、
之
は
夢
に
違
ひ
な
い
と
考
へ
た
。（
略
）
ど
う
し
て
も
夢
で
な
い
と
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
時
、
自
分
は
茫
然
と
し
た
。
さ
う
し
て
懼
れ
た
。
全
く
、
ど
ん
な
事
で
も
起
り
得
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
懼
れ
た
。
し
か
し
、

何
故
こ
ん
な
事
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
。
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人

し
く
受
取
つ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め

0

0

0

だ
。
自
分
は
直
ぐ
に
死
を
想
う
た
。

　

決
定
的
な
挫
折
の
経
験
、
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
、
世
界
が
失
わ
れ
る
感
覚
、
次
い
で
恐
怖
感
、
さ
ら
に
条
理
の
立
た

な
い
世
界
を
生
き
て
い
る
こ
と
の
怖
さ
、
自
殺
へ
の
誘
惑
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
辿
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
李
徴
は
、
自

殺
せ
ず
に
虎
と
な
っ
て
生
き
延
び
ま
す
。
こ
の
と
き
、
虎
と
な
っ
た
状
態
は
、
李
徴
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
ど
う
い
う
状
態
な
の
で
し
ょ

う
か
？　

人
間
性
を
失
っ
て
堕
落
し
た
状
態
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　

李
徴
に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
詩
人
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
が

実
現
不
可
能
に
な
っ
て
、
な
お
、
生
き
て
い
る
と
い
う
、
な
ん
と
も
や
り
き
れ
な
い
状
態
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
李
徴
は
、〈
た
と

へ
、
今
、
己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
つ
た
に
し
た
所
で
、
ど
う
い
ふ
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
〉
と
言
い
ま
す
が
、
虎
に
な

っ
た
状
態
と
い
う
の
は
、
李
徴
に
と
っ
て
は
、
詩
人
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
が
決
定
的
に
打
ち
砕
か
れ
た
状
態
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
う
言
え
ば
、
中
島
敦
の
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
の
中
に
〈
願ね
が
ひ望
は
あ
れ
ど
希の
ぞ
み望
み
な
き
〉
と
い
う
表

現
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
近
い
状
態
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

李
徴
は
、
そ
の
状
態
の
中
で
、
様
々
に
つ
ら
い
思
い
を
語
り
ま
す
。

今
思
へ
ば
、
全
く
、
己お
れ

は
、
己
の
有も

つ
て
ゐ
た
僅
か
ば
か
り
の
才
能
を
空
費
し
て
了
つ
た
訳
だ
。
人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
余

り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
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る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
惧
と
、
刻
苦
を
厭
ふ
怠
惰
と
が
己お
れ

の
凡
て
だ
つ
た
の
だ
。
己
よ
り
も
遙
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
つ
た
者
が
幾
ら
で
も
ゐ
る
の
だ
。
虎
と
成
り
果
て
た
今
、
己
は

漸
く
そ
れ
に
気
が
付
い
た
。
そ
れ
を
思
ふ
と
、
己
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
や
う
な
悔
を
感
じ
る
。

　

こ
れ
は
、
他
人
に
対
す
る
羨
望
と
、
自
分
の
怠
惰
に
つ
い
て
の
後
悔
で
す
。
挫
折
の
あ
と
に
こ
う
い
う
ふ
う
な
思
い
が
起
き
る
と
い
う

の
も
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

あ
あ
、
全
く
、
ど
ん
な
に
、
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く
思
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
！　

己
が
人
間
だ
つ
た
記
憶
の
な
く
な
る
こ
と
を
。

こ
の
気
持
は
誰
に
も
分
ら
な
い
。
誰
に
も
分
ら
な
い
。
己
と
同
じ
身
の
上
に
成
つ
た
者
で
な
け
れ
ば
。

　

同
じ
身
の
上
に
成
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
る
と
、
虎
に
な
っ
た
人
は
李
徴
の
他
に
い
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

世
界
中
に
李
徴
の
気
持
ち
が
分
か
る
人
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
独
白
は
、
自
分
の
苦
し
み
は
世

界
中
で
自
分
一
人
だ
け
が
経
験
し
て
い
る
特
別
な
も
の
だ
、
己
よ
り
も
苦
し
い
人
は
誰
も
い
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

袁

に
共
感
を
求
め
つ
つ
、
暗
に
君
に
分
か
る
は
ず
は
な
い
、
と
、
同
情
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
な
物
言
い
で
す
。
ち
ょ
っ
と
傲
慢
な
言

い
方
の
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
挫
折
の
さ
な
か
に
あ
る
人
間
が
、
そ
う
言
い
た
く
な
る
気
持
ち
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。

天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
誰
一
人
己
の
気
持
を
分
つ
て
呉
れ
る
者
は
な
い
。
丁
度
、
人
間
だ
つ
た
頃
、
己
の
傷
つ
き
易
い

内
心
を
誰
も
理
解
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
や
う
に
。
己
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。

　

現
在
、
獣
た
ち
が
自
分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
人
間
だ
っ
た
頃
、
誰
も
自
分
の

傷
つ
き
や
す
い
内
心
を
理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
は
如
何
な
も
の
で
し
ょ
う
？　

ま
る
で
、
自
分
は
ナ
イ
ー
ブ
だ
っ
た
の
に
、
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周
り
の
人
間
た
ち
は
そ
う
い
う
ナ
イ
ー
ブ
さ
を
理
解
で
き
な
い
が
さ
つ
な
奴
ば
か
り
だ
っ
た
と
、
八
つ
当
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え

ま
す
。
ま
た
、〈
己
の
毛
皮
が
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
〉
は
、
も
ち
ろ
ん
、
川
に
落
ち
た
た
め
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
は
な
く
、
泣
い
た
と
い
う
意
味
で
す
が
、
素
直
に
泣
い
た
と
言
え
ば
い
い
も
の
を
、
ず
い
ぶ
ん
気
障
な
言
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
。
し
か
し
、
八
つ
当
た
り
し
た
り
、
友
達
に
素
直
に
し
ゃ
べ
ら
な
い
で
、
ち
ょ
っ
と
格
好
つ
け
た
言
い
方
を
し
た
い
気
持
ち
も

分
か
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
、
虎
に
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
の
自
己
分
析
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

反
省
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
己
は
生
ま
れ
つ
き
こ
う
い
う
性
情
だ
っ
た
ん
だ
、
と
開
き
直
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
読
め

ま
す
が
、
こ
う
い
う
論
理
に
な
ら
な
い
屁
理
屈
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
気
持
ち
も
分
か
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
李
徴
の
独
白
と
い
う
の
は
、
決
定
的
な
挫
折
を
経
験
し
て
、
立
ち
直
れ
な
い
で
い
る
状
態
に
あ
る
人
間
の
独
白
と

し
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
李
徴
の
独
白
は
、
全
然
素
直
で
は
な
く
、
挫
折
の
原
因
が
何
だ
っ
た

の
か
、
ま
じ
め
に
考
え
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？　

と
疑
い
た
く
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
客
観
的
に
見
た
場
合
で
あ
っ
て
、
李
徴
に
即

し
て
見
れ
ば
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
た
り
、
考
え
た
り
す
る
の
は
必
然
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

李
徴
の
独
白
は
、
で
す
か
ら
、
自
分
を
分
析
し
て
客
観
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
嘆
き
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が

大
事
で
す
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
李
徴
の
独
白
に
い
く
つ
か
の
盲
点
が
あ
る
の
も
当
然
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
一
つ
は
、
詩
人
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
動
機
で
す
。
李
徴
は
、
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
が
、
李
徴
自

身
は
、
そ
れ
が
ず
い
ぶ
ん
不
純
な
動
機
だ
と
は
感
じ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

名
を
成
し
た
い
か
ら
詩
を
選
ん
だ
と
い
う
の
は
、
詩

が
好
き
だ
か
ら
と
か
、
詩
が
一
番
自
己
表
現
の
形
式
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
不
純
だ
と

思
い
ま
す
。
詩
人
と
か
芸
術
家
と
か
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
、
有
名
に
な
り
た
い
か
ら
志
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
な
る
し
か
な
く
て
、
な

っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
李
徴
は
、「
虎
に
な
っ
た
の
は
自
分
の
邪
な
気
持
ち
ゆ
え
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
よ
さ

そ
う
な
の
に
、
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
、
李
徴
の
才
能
で
す
。
李
徴
は
自
分
に
詩
の
才
能
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
あ
っ
た
の
か
全
然
疑
っ
て
い
な
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い
ら
し
い
の
が
不
思
議
で
す
。
た
し
か
に
官
吏
の
試
験
に
は
受
か
り
ま
し
た
し
、
当
時
は
試
験
に
も
詩
を
作
る
と
い
う
科
目
も
あ
っ
た
で

し
ょ
う
か
ら
、
詩
の
才
能
が
あ
る
程
度
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
詩
人
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
だ
け
の

才
能
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
考
え
る
方
が
自
然
で
す
。
し
か
し
、
李
徴
は
、
虎
に
な
っ
て
か
ら
「
自
分
に
は
元
々
才
能
が
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
自
省
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
、〈
己
の
有も

つ
て
ゐ
た
僅
か
ば
か
り
の
才
能
〉
と
い
う
謙
虚

な
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
が
、
す
ぐ
あ
と
に
〈
己
よ
り
も
遙
か
に
乏
し
い
才
能
〉
で
も
一
流
に
な
れ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

自
分
に
は
、
結
構
才
能
が
あ
っ
た
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

三
つ
目
は
、
李
徴
は
虎
に
変
身
し
た
わ
け
で
す
が
、「
他
の
も
の
に
変
身
し
な
く
て
よ
か
っ
た
。
虎
で
よ
か
っ
た
。」
と
は
思
わ
な
か
っ

た
の
か
、
と
い
う
点
で
す
。
ご
存
じ
の
通
り
、
カ
フ
カ
の
『
変
身
』
で
は
、
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
ザ
ム
ザ
は
巨
大
な
毒
虫
に
変
身
し
ま
す
。
李

徴
は
、
虫
の
よ
う
な
も
の
に
変
身
し
て
、
袁

に
踏
ま
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
、
と
思
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

―
も
ち
ろ
ん
、

半
分
は
冗
談
で
す
が
、
実
は
、
李
徴
が
、
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

が
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
冗
談
め
い
た
こ
と
を
言
え
ば
、
李
徴
は
自
分
が
虎
か
ら
人
間
に
戻
る
方
法
が
な
い
か
考
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
も
気
に

な
る
と
言
え
ば
気
に
な
り
ま
す
。
虎
に
な
っ
て
か
ら
は
、
結
構
諦
め
が
早
く
、
ど
う
せ
己
は
虎
な
ん
だ
よ
、
と
い
う
よ
う
な
開
き
直
り
が

感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
で
す
。

　

今
、
李
徴
の
独
白
の
盲
点
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
私
は
、
李
徴
の
こ
と
を
か
ら
か
お
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
李
徴
の
独
白
を
客
観
的
に
見
て
み
る
こ
と
で
、
李
徴
の
性
格
、
と
い
う
か
人
間
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
李
徴
に
共
感
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
一
旦
突
き
放
し
て
読
ん
だ
方
が
、
李
徴
の
人
間
像
を
捉
え
や
す
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
ど
う
い
う
人
間
像
が
見
え
て
く
る
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
李
徴
は
社
会
性
が
な

く
、
か
な
り
の
野
心
家
で
、
自
信
過
剰
で
、
ナ
ル
シ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
つ
ら
い
思
い
を

独
白
す
る
際
に
は
、
つ
ね
に
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
つ
い
て
回
る
と
い
う
か
、
自
己
弁
護
や
自
己
劇
化
を
避
け
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
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中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
む
（
山
下
）

小
説
で
は
特
に
そ
れ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
李
徴
と
い
う
の
は
、
自
惚
れ
が
強
く
、
自
分
は
特
別
だ
と
思
い

込
み
、
野
心
が
あ
り
、
挫
折
す
る
と
大
げ
さ
に
嘆
い
た
り
、
開
き
直
っ
た
り
、
反
省
し
て
い
る
よ
う
で
し
な
い
、
そ
う
い
う
人
間
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
李
徴
の
こ
う
い
う
姿
は
、
実
は
、
当
時
の
芸
術
家
を
志
す
「
青
年
」
の
一
般
的
な
姿
だ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で

す
。
同
い
年
の
太
宰
治
の
小
説
「
道
化
の
華
」
な
ど
に
も
芸
術
家
を
志
す
青
年
た
ち
の
同
じ
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
青
年
と
言

っ
て
も
、
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
と
は
限
ら
ず
、
三
十
代
く
ら
い
ま
で
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
芸
術
家
を
目
指
す
人
は
、
そ
の
く

ら
い
の
気
概
と
い
う
か
、
自
惚
れ
を
持
っ
て
い
る
方
が
自
然
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
李
徴
は
芸
術
を
志
す
青
年
の
典
型
で
あ
っ
て
、

こ
の
小
説
は
、
そ
の
挫
折
の
嘆
き
を
語
る
の
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
李
徴
を
そ
の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
造
形
し
た
の
は
、
作
者
で
す
。
中
島
敦
は
、
李
徴
の
独
白
の
奇
妙
さ
、
矛
盾
点
や
盲

点
、
あ
る
い
は
、
野
心
や
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
気
が
つ
か
な
い
で
書
い
て
い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
中
島
は
、
挫
折
し
た
芸
術
家
志
望
の
青

年
の
姿
と
い
う
の
は
、
自
分
も
含
め
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
書
い
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
奥
さ
ん
の
タ
カ
さ
ん
は
、
中
島
敦

は
こ
れ
を
書
い
た
あ
と
、「
切
な
そ
う
な
顔
」
を
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
中
島
敦
は
「
な
か
な
か
う
ま
く
書
け
た
」
と
内

心
得
意
顔
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
硬
質
な
漢
文
体
で
こ
う
い
う
内
容
を
書
い
た
の
は
類
例
が
な
い
、
と
思
っ
て
、

自
信
を
得
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
家
と
い
う
の
は
、
自
分
の
ひ
ど
く
つ
ら
い
思
い
を
書
い
て
も
、
そ
れ
が
う
ま
く
表
現
で
き
れ

ば
、
内
心
、
嬉
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
も
う
一
度
、
ま
と
め
て
言
い
ま
す
と
、「
山
月
記
」
と
い
う
作
品
の
魅
力
は
、
何
か
を
志
し
た
青
年
が
、
そ
の
志
が
決
定
的
に

挫
折
し
た
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
を
思
う
か
、
友
達
に
ど
う
嘆
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
も
含
め
て
リ
ア
ル
に
描
い
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
思
い
ま
す
。
虎
に
な
る
と
い
う
の
は
、
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
が
、
そ
う
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
形
を
借

り
て
、
決
定
的
な
挫
折
を
し
た
青
年
の
嘆
き
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
作
品
の
読
み
ど
こ
ろ
は
こ
の
嘆
き
に
あ
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
嘆
い
て
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
の
で
す
が
、
嘆
き
と
か
悲
し
み
と
か
の
負
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
は
、

文
学
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
の
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、「
山
月
記
」
も
そ
の
系
列
の
文
学
に
入
る
で
し
ょ
う
。
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お
わ
り
に

　

私
は
、
最
近
の
高
校
生
の
こ
と
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
何
ら
か
の
挫
折
を
経
験
し
た
生
徒
に
は
、
李
徴
の
嘆
き
に
共
感
で
き
る
、
と

い
う
人
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
志
の
あ
る
と
こ
ろ
、
挫
折
は
必
ず
つ
い
て
回
る
わ
け
で
す
か
ら
…
…
。
も
し
か
し
た
ら
、
最

近
の
高
校
生
は
、
大
き
な
夢
も
野
心
も
な
く
、
処
世
術
を
身
に
つ
け
て
、
知
足
安
分
を
よ
し
と
し
て
、
達
観
し
て
生
き
て
い
る
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
と
い
う
か
、
怖
い
感
じ
も
し
ま
す
ね
。

　

青
年
と
い
う
の
は
、
い
つ
の
時
代
も
、
野
心
家
で
あ
り
、
ナ
ル
シ
ス
ト
で
あ
っ
て
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
必
ず
、

し
た
た
か
に
挫
折
を
経
験
し
、
嘆
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
青
年
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
限
り
、「
山
月
記
」
は
読
み
続
け
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。


