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漱
石

『
琴
の
そ
ら
音
』

は
じ
め
に

『
琴
の
そ
ら
音
」
は
明
治
三
十
八
年
五
月
、
小
山
内
薫
を
中
心
と
す
る

帝
国
大
学
の
学
生
ら
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
た
同
人
誌
『
七
人
』
の
第

七
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
漱
石
の
弟
子
の
一
人
野
村
伝
四
が
『
七
人
』

の
準
同
人
格
だ
っ
た
こ
と
か
ら
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
小
山
内

の
依
頓
を
受
け
て
仲
介
に
立
っ
た
時
の
様
子
を
彼
は
次
の
よ
う
に
回
想
し

て
い
る
。そ

こ
で
私
は
こ
の
事
を
先
生
に
申
し
上
げ
て
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に

劣
ら
ぬ
様
な
も
の
を
七
人
の
た
め
に
書
い
て
下
さ
い
と
依
頼
す
る
と
、

左
様
か
そ
れ
は
驚
い
た
な
あ
。
よ
し
そ
れ
で
は
何
か
書
か
う
と
い
ふ

事
に
な
っ
て
、
出
米
卜
が
っ
た
の
が
「
琴
の
空
音
」
で
あ
る
。
（
中

略
）
「
琴
の
空
音
」
の
原
稿
は
私
が
頂
戴
し
て
、
早
速
小
山
内
氏
の

所
に
持
っ
て
行
き
、
而
し
て
「
七
人
」
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
後
に
小
山
内
氏
が
先
生
の
御
宅
に
御
礼
を
持
つ
て
行
っ
た
こ
と

は
知
つ
て
居
る
が
、
そ
の
御
礼
が
ど
の
位
の
金
額
で
あ
っ
た
か
、
私

は
知
ら
な
い
。
併
し
せ
い
人
＼
拾
円
か
弐
拾
円
位
の
も
の
で
あ
っ
た

論

北

川

扶

生

子

ら
う
と
推
察
し
て
居
る
。

漱
石
は
小
山
内
薫
に
対
し
て
は
や
や
批
判
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
も
の

の
、
教
え
子
の
帝
国
大
学
の
学
生
達
が
創
作
に
挑
戦
す
る
の
を
盛
ん
に
励

ま
し
て
お
り
、
若
い
学
生
達
の
姿
が
ま
た
漱
石
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
も
な
っ

て
い
た
。
明
治
一
•
一
十
八
、
三
十
九
年
の
漱
石
の
作
品
が
、
い
ず
れ
も
こ
の

共
同
体
的
な
雰
囲
気
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
出
発
期
の
漱

石
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
も
ま
た

そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
し
か
も
教
え
子
た
ち
の
同
人
誌
の
た
め
に
書

か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
漱
石
と
し
て
は
比
較
的
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
分

で
書
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
漱
石
宅
で
は
文
章
朗
読
会
が
定
期
的
に
催
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
作

品
も
そ
こ
で
ま
ず
漱
石
自
身
に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
を
先
程

の
伝
四
の
同
想
は
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
居
る
。

こ
の
小
説
を
は
じ
め
て
聞
か
さ
れ
た
時
の
異
状
な
心
持
ち
、

1

ま
づ
主
人
公
が
相
馬
焼
の
茶
碗
の
茶
を
グ
ツ
と
呑
み
な
が
ら
、
怪
談

め
い
た
話
を
聞
か
さ
れ
て
、
白
山
御
殿
町
の
友
人
の
家
を
辞
し
て
、

夜
陰
に
一
人
帰
つ
て
行
く
と
、
極
楽
水
の
所
に
き
て
、
雨
が
ぽ
つ
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／
＼
と
落
ち
て
来
る
。
子
供
の
葬
式
で
小
さ
な
棺
を
焼
き
場
に
か
つ

い
で
行
く
一
隊
に
出
く
は
す
。
而
し
て
雨
の
降
る
中
を
切
支
丹
坂
に

出
て
、
古
い
榎
の
下
を
ぬ
け
て
、
各
荷
谷
に
下
り
、
途
中
で
巡
在
の

カ
ン
テ
ラ
に
度
肝
を
抜
か
れ
、
自
分
の
家
に
飛
び
込
む
な
り
、
婆
さ

ん
は
「

11
一
那
様
？
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
」
と
い
ふ
。
「
婆
さ
ん
I
.

ど
う
か
し
た
か
」
と
応
答
す
る
。
こ
の
辺
の
異
状
な
心
持
ち
I

を
忘
れ
る
事
は
出
来
な
い
。
而
し
て
結
局
翌

H
に
な
っ
て
、
主
人
公

の
気
分
が
カ
ラ
リ
と
変
つ
て
「
露
子
の
銀
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
婆
さ

ん
の
真
鍮
の
様
な
笑
ひ
声
と
」
と
い
ふ
最
後
ま
で
米
て
、
初
め
て
止

気
に
帰
っ
て
、
ま
あ
よ
か
っ
た
と
．
圃
舶
を
見
合
せ
て
、
笑
ひ
な
が

ら
大
息
を
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

伝
四
は
は
し
な
く
も
「
怪
談
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
居
る
が
、
こ
の
よ

う
な
が
受
の
さ
れ
jj
を
も
含
め
て
、
こ
の
作
品
は
．
紺
の
怜
談
と
し
て
発

想
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
実
際
こ
の
物
語
は
怜
談
の

f

仏
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
の
み
に
尽
き
な
い
間
題

を
抱
え
て
居
る
。

こ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
は
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。
赤
井
忠

f
氏
は
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、

「
『
沿
虚
凡
]
論
の
．
環
、
も
し
く
は
『
趣
味
の
遺
伝
』
論
の
中
で
少
し

だ
け
取
り
扱
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
。
『
潔
虚
集
」
の
中
で

も
副
次
的
な
作
品
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
内
田
道
雄

「
『
様
虚
氏
』
の
間
題
」
（
「
文
学
」
昭

1
1
.
7
)
に
あ
る
「
比
較
的
性
格

の
弱
い
、
い
わ
ば
間
奏
鼎
的
作
品
」
と
い
う
規
定
が
定
沿
し
て
し
ま
っ
た

の
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
間
奏
仙
的
作
品
」
と
い
う
見
方
は
、

『
沿
虚
染
』
を
あ
く
ま
で
完
結
し
た
枇
界
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
が

ゆ
え
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う

Q

『
琴
の
そ
ら
音
』
は
、
漱
石
文
学
の
特
質
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
見
逃

せ
な
い
多
く
の
関
ハ
味
深
い
間
迎
を
捉
起
し
て
い
る
。
ま
す
第
．
に
、
の
ち

に
[
紆
人
』
に
お
い
て
ク
ロ

l
ズ
ア
ソ
プ
V
J
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
ヽ

漱
石
は
〈
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
〉
を
は
じ
め
と
す
る
超
自
然
的
な
現
象

へ
の
関
心
を
．
貰
し
て
持
ち
続
け
て
お
り
、
そ
の
間
題
が
正
面
か
ら
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
．．
 

に
、
そ
の
間
題
が
明
治
一
―
~
ト
八
年
と
い
う
執

箪
時
現
介
の
間
笠
間
を
ま
る
ご
と
引
き
受
け
る
か
た
ち
で
作
品
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
最
後
に

11中
に
抽
か
れ
る
露

f
と
い
う
女
性
の
間
題

で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
留
窪
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
が

提
起
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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漱
石
は
明
治
一

4

十
五
年
、
ま
だ
東
京
帝
国
大
学
の
学
牛
だ
っ
た
時
に
、

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ハ
ー
ト
の
「
催
眠
術
」
を
翻
訳
し
て
、
東
大
の
『
哲
学
雑

誌
』
に
載
せ
て
い
る
。
こ
の
翻
ボ
の
要
3
I
J

は
次
の
部
分
に
現
れ
て
い
る
。

悛
す
る
に
受
験
行
に
て
わ
が
催
眠
術
を
JIJ
ふ
る
を
信
ず
る
以

t
は
此

方
に
て
如
何
に
眠
ら
す
ま
じ
と
力
む
る
も
其
甲
斐
な
く
睡
眠
す
る
な

り去
れ
ば
俗
に
所
謂
錨
気
睡
眠
、
牛
物
屯
気
、
本
佑
人
定
杯
と
小
六
づ

箇
敷
御
人

10
な
る
名
を
附
す
る
も
の
も
．
た
び
共
源
煩
に
逢
杓
す
れ

ば
凩
に
‘
E
観
的
の
柏
況
に
過
ぎ
ざ
る
な
り



説
心
術
、
伝
心
術
、
テ
レ
パ
シ
ー
、
催
眠
術
と
い
っ
た
超
常
現
象
が
、

「
動
物
電
気
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
起
き
る
と
い
う
説
明
が
当

時
あ
っ
た
の
だ
が
、
ハ
ー
ト
は
そ
れ
を
退
け
、
す
べ
て
「
主
観
的
の
情
況
」

に
よ
る
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
翻
ボ
の
も
と
に
な
っ

た
文
章
は
演
説
の
筆
記
録
な
の
だ
が
、
翻
訳
は
未
完
で
あ
る
。
し
か
し
お

そ
ら
く
漱
石
の
意
図
は
そ
れ
で
も
達
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
翻
成
な
の
で
ど
こ
ま
で
漱
石
自
身
の
見
解
と
＾
致
し
て

い
た
か
は
推
測
の
域
を
出
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
現
象
を
心
理
学
的
に

説
明
す
る
立
場
を
早
く
知
っ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き

た
し明

治
四
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
文
学
論
』
は
、
文
学
の
題
材
と
な
る
も

の
の
す
べ
て
を
感
覚
、
人
事
、
超
自
然
、
知
識
の
四
種
類
に
分
類
し
て
い

る
が
、
文
学
の
材
料
と
し
て
の
超
自
然
的
現
象
に
対
す
る
漱
石
の
見
解
は

以
ド
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

即
ち
知
る
、
超
自
然
力
の
効
能
は
単
に
知
的
の
予
知
を
与
ふ
る
た
め

に
あ
ら
ず
し
て
、
．
釉
人
間
以
卜
に
勢
力
あ
る
も
の
を
拮
出
し
て
、

こ
れ
を
昔
人
の
心
底
に
潜
む
弱
点
に
柏
ゑ
附
け
、
こ
の
急
所
に
突
き

入
り
て
吾
人
を
圧
追
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
を
。

こ
こ
で
は
、
文
学
作
品
が
説
者
に
与
え
る
「
幻
惑
」
の
＾
様
態
と
し
て
、

家
教
を
も
含
め
た
超
目
然
的
現
象
が
、
よ
り
細
緻
に
厳
密
に
考
察
さ
れ
て

い
る
が
、
基
本
的
に
心
理
現
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
で

は
、
「
催
眠
術
」
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
『
琴
の
そ
ら

音
]
で
屯
人
公
が
床
屋
で
聞
く
狸
の
「
幽
霊
神
経
説
」
と
も
店
本
的
に

致
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
を

F
す

i

方
で
、
漱
石
が
繰
り
返
し
作
品
の

中
に
取
り
上
げ
た
超
自
然
的
現
象
は
、
以
上
の
よ
う
な
合
理
的
解
釈
で
は

説
明
し
き
れ
な
い
も
の
を
は
ら
み
こ
ん
で
い
る
。
ま
た
、
作
者
自
身
が
そ

う
し
た
解
釈
に
ど
う
し
て
も
満
足
で
き
な
い
で
い
る
様
子
す
ら
感
じ
ら
れ

る。
次
に
掲
げ
る
の
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
二
章
、
寒
月
が
吾
妻
橋

の
ド
の
水
底
か
ら

n分
を
呼
ぶ
女
の
声
を
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
"

す
る
と
遥
か
の
川
上
の
方
で
私
の
名
を
呼
ぶ
声
が
間
え
る
の
で
す
。

（
中
略
）
又
微
か
な
声
で
遠
く
か
ら
私
の
名
を
呼
ぶ
の
で
す
。
私
は

又
立
ち
留
つ
て
耳
を
立
て
、
閲
き
ま
し
た
。
一
三
一
度
日
に
呼
ば
れ
た
時

に
は
欄
干
に
捕
ま
つ
て
居
な
が
ら
膝
頭
が
が
＜
／
＼
悸
へ
出
し
た
の

で
す
。
其
声
は
遠
く
の
方
か
、
川
の
底
か
ら
出
る
様
で
す
が
、
紛
れ

も
な
い

O
O
子
の
声
な
ん
で
せ
う
。
私
は
詑
え
ず
「
は

1
い
」
と
返

れ
を
し
た
の
で
す
。
（
中
略
）
其
時
に
私
は
此
「
夜
」
の
中
に
巻
き

込
ま
れ
て
あ
の
声
の
出
る
所
へ
行
き
た
い
と
云
ふ
気
が
む
ら
／
＼
＇
と

起
っ
た
の
で
す
。

こ
の
結
末
に
は
周
知
の
通
り
、
飛
び
込
ん
だ
の
が
橋
の
こ
ち
ら
側
だ
っ
た

と
い
う
オ
チ
が
つ
く
の
だ
が
、
「
其
時
に
私
は
此
『
夜
』
の
中
に
巻
き
込

ま
れ
て
あ
の
声
の
出
る
所
へ
行
き
た
い
と
云
ふ
気
が
む
ら
／
＼
と
起
っ
た

の
で
す
し
」
と
い
う
部
分
に
は
何
か
切
実
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
部
分
は
、
諧
諧
と
滑
稽
と
い
う
『
猫
』
の
枠
組
み
を
逸
脱
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
『
行
人
』
の
次
の
部
分
は
、
こ
の
間
題
が
漱
石
に
と
っ
て

1

筋
縄
で
い
か
ぬ
困
難
と
共
に
什
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
余
り
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
話
に
よ
る
と
、
兄
は
此
頃
テ
レ
パ
シ
ー
か
何
か
を
真
面
目
に

研
究
し
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。
彼
は
お
重
を
書
斎
の
外
に
立
た
し
て

つ
ね

置
い
て
、
自
分
で
自
分
の
腕
を
猟
っ
た
後
「
お
重
、
今
兄
さ
ん
は
此

処
を
脈
っ
た
が
、
お
前
の
腕
も
其
処
が
痛
か
っ
た
ろ
う
」
と
尋
ね
た

り
、
又
は
室
の
中
で
茶
碗
の
茶
を
自
分
一
人
で
飲
ん
で
置
き
な
が
ら
、

「
お
厘
お
前
の
咽
喉
は
今
何
か
飲
む
時
の
や
う
に
ぐ
び
／
＼
鳴
り
や

し
な
い
か
」
と
聞
い
た
り
し
た
さ
う
で
あ
る
。
（
中
略
）
自
分
も
可

笑
し
い
う
ち
に
何
だ
か
気
味
の
悪
い
心
持
が
し
た
。

（
「
塵
労
」
十
．
）

兄
は
其
時
し
き
り
に
死
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
云
々
し
た
さ
う
で

あ
る
。
彼
は
英
吉
利
や
亜
米
利
加
で
流
行
る
死
後
の
研
究
と
い
ふ
題

目
に
典
味
を
有
つ
て
、
大
分
其
方
面
を
調
べ
た
さ
う
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
何
れ
も
是
も
彼
に
は
不
満
足
だ
と
云
っ
た
さ
う
で
あ
る
。
彼

は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
論
文
も
読
ん
で
見
た
が
、
矢
張
り
普
通
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
同
じ
様
に
詰
ら
ん
も
の
だ
と
嘆
息
し
た
さ
う

で

あ

る

。

（

同

十

五

）

そ
し
て
こ
の
こ
だ
わ
り
は
最
後
の
作
品
『
明
暗
』
に
ま
で
、
ほ
と
ん
ど

寸
分
違
わ
ぬ
と
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
、
変
わ
ら
ぬ
姿
で
〈
謎
〉
と
し
て
登

場
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
津
田
が
清
子
を
追
っ
て
温
泉
場
に

向
か
う
場
面
で
あ
る
。

冷
た
い
山
間
の
空
気
と
、
其
山
を
神
秘
的
に
黒
く
ぽ
か
す
夜
の
色
と
、

其
夜
の
色
の
中
に
自
分
の
存
在
を
呑
み
尽
さ
れ
た
津
田
と
が
一
度
に

翫
な
り
合
っ
た
時
、
彼
は
思
は
ず
恐
れ
た
。
ぞ
つ
と
し
た
。

（
百
七
十
こ
）

以
上
、
漱
石
に
お
け
る
超
自
然
的
な
も
の
へ
の
関
心
の
跡
を
簡
単
に
み

て
き
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
あ
げ
た
作
品
は
ご
く
一
部
で
あ
っ

て
、
お
そ
ら
く
漱
石
の
中
で
こ
の
〈
謎
〉
が
姿
を
消
し
た
こ
と
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
漱
石
が
こ
う
し
た
現
象
に
対
し
て
一
応
は
、
合

理
的
な
判
断
、
す
な
わ
ち
心
理
現
象
に
帰
す
見
解
を
取
っ
て
い
た
こ
と
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
見
解
に
収
ま
り
切

れ
な
い
彼
自
身
の
こ
だ
わ
り
と
こ
の
問
題
の
深
さ
や
困
難
さ
が
露
呈
さ
れ

て
居
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
先
に
こ
の
作
品
は
怪
談
の
手
法
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

と
書
い
た
が
、
怪
談
噺
に
お
い
て
怪
異
の
前
兆
が
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
た

後
に
怪
異
そ
の
も
の
が
姿
を
現
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
主
人
公
の
〈
余
〉

は
友
人
の
文
学
士
津

Fll
君
に
、
死
ぬ
間
際
に
戦
場
の
夫
の
鏡
の
中
に
現
れ

た
細
君
の
話
を
聞
か
さ
れ
て
夜
の
間
の
中
に
出
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
大
岡
昇
平
は
「
多
分
そ
の
頃
新
聞
に
よ
く
出
た

『
実
話
』
を
元
に
し
て
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
江
藤
淳
も
、

明
治
三
十
七
年
五
月
、
南
山
の
激
戦
で
乃
木
希
典
の
長
男
勝
典
が
戦
死
し

た
と
き
、
ひ
と
り
で
に
カ
ラ
カ
ラ
と
嗚
り
出
し
た
留
守
宅
の
翔
笥
の
環
が
、

次
男
保
典
が
二
百
一
―
一
高
地
で
戦
死
し
た
と
き
も
、
や
は
り
ひ
と
り
で
に
嗚

り
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
近
代

H
本
が
初
め
て

経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
未
曾
有
の
人
的
犠
牲
を
伴
う
戦
争
の
真
っ
最

中
だ
っ
た
こ
の
時
、

H
常
を
一
皮
め
く
れ
ば
〈
死
〉
の
充
満
す
る
世
界
が
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舶
を
出
す
と
い
う
の
は
決
し
て
小
況
の
中
だ
け
の
出
来
れ
で
は
な
か
っ
た
。

戦
乍
は
多
く
の
咽
や
デ
マ
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
牛
み
出
す
が
、
こ
の
作
品

が
執
喰
さ
れ
た
と
き
に
も
発
表
さ
れ
た
と
き
に
も
継
続
中
だ
っ
た

H
露
戦

争
は
、
文
に
巧
み
に
作
中
に
収
り
人
れ
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
が
日
露
戦
争
を
正
面
か
ら
と
り
い
れ
た
作
品
に
『
趣
味
の
遺
伝
』

（
『
帝
国
文
学
』
明
治
三
十
九
年
一
月
）
が
あ
る
。
『
琴
の
そ
ら
音
』
で
は

ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
戦
争
が
、
こ
こ
で
は
作
品
の

重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

3

そ
し
て
、
そ
の
取
り
上
げ
ら
れ

方
の
特
徴
は
、
戦
争
が
徹
底
し
て
等
身
大
の
視
線
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
主
人
公
は
戦
Jt
し
た
友
人
の
残
し
た

H
記
か
ら
証
解

き
風
に
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
恋
愛
を
つ
き
と
め
て
い
く
の
だ
が
、
そ

の
ll
記
は
極
め
て
牛
々
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

H
姐
の
、
狂
っ
た
犬

が
人
間
の
肉
を
食
う
と
い
う
想
像
の

Jfn
脚
さ
や
、
「
泊
さ
ん
」
の
突
撃
死

の
有
り
様
な
ど
、
こ
の
作
品
で
は
戦
争
は
具
体
的
な
人
間
の
血
と
死
の
集

積
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
浩
さ
ん
」
の
死
の
状
況
に
つ
い
て
は
作
中
で
極
め
て
具
体
的
に

指
示
さ
れ
て
い
る
。

浩
さ
ん
！
浩
さ
ん
は
去
年
の
十
一
月
旅
順
で
戦
死
し
た
。
―
―
十
六

H
は
風
の
強
く
吹
く

H
で
あ
っ
た
さ
う
だ
。
遼
東
の
大
野
を
吹
き
め

ぐ
つ
て
、
黒
い

U
を
海
に
吹
き
落
さ
う
と
す
る
野
分
の
中
に
、
松
樹

山
の
突
撃
は
予
定
の
如
く
行
は
れ
た
。
時
は
午
後
こ
間
で
あ
る
。
掩

護
の
為
め
に
味
方
の
打
ち
出
し
た
人
砲
が
敵
畠
の
左
突
角
に
中
つ
て

五
丈
程
の
砂
姻
り
を
巻
き
上
げ
た
の
を
相
図
に
、
散
兵
壕
か
ら
飛
び

出
し
た
兵
士
の
数
は
幾
百
か
知
ら
ぬ
。
蟻
の
穴
を
蹴
返
し
た
如
く
に

散
り
!
＼
に
乱
れ
て
前
而
の
傾
斜
を
堺
ぢ
登
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
、
当
時
の
説
者
に
は
十
分
［
解
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
は
悪
名
高
い
白
欅
隊
の
こ
と
で
あ
る
乃
木
希
典
を

d
令
官

と
す
る
弟
ス
軍
は
、
明
治
て
十
八
年
八
月
卜
九

LI
の
節
．
次
総
攻
峡
以
来

旅
順
攻
略
に
難
渋
を
重
ね
、
国
内
で
も
苛
立
ち
が
広
ま
っ
た
。
堅
固
な
ロ

シ
ア
軍
の
要
塞
に
対
し
乃
木
は
ひ
た
す
ら
正
面
突
撃
の
白
兵
戦
を
繰
り
返

し
、
度
重
な
る
失
敗
に
よ
る
戦
死
者
は
約
六
ガ
人
と
い
う
幣
し
い
数
に
上
っ

た
。
業
を
煮
や
し
た
満
州
軍
総
司
令
部
が
参
謀
長
児
玉
源
太
郎
を
第
三
軍

に
派
遣
、
乃
木
は
指
揮
権
を
児
玉
に
委
譲
す
る
。
作
戦
は
二
百
三
高
地
攻

略
に
変
史
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
戦
屈
が
変
わ
り
、
翌
明
治
一
f

十
九
年
一
月

の
旅
順
陥
落
に
令
っ
た
．
松
樹
山
の
突
撃
は
以
卜
の
旅
顛
攻
略
戦
の
[
原

で
あ
り
、
や
は
り
惨
俯
た
る
結
果
に
終
わ
っ
た
戦
い
で
あ
る
。
漱
“
は
乃

木
の
失
沿
を
薄
々
感
じ
収
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

全
く
の
犬
死
に
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
戦
闘
を
彼
は
選
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
描
か
れ
た
戦
闘
は
以

L
の
よ
う
に
悲
惨
な
イ
メ
ー

ジ
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

『
琴
の
そ
ら
音
』
に
登
場
す
る
、
戦
場
で
鏡
の
中
に
細
君
の
や
つ
れ
た

を
つ
と

姿
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
見
た
と
い
う
軍
人
は
、
「
所
天
は
黒
木
軍
に
附
い

て
居
る
ん
だ
が
、
此
方
は
ま
あ
幸
に
怪
我
も
し
な
い
様
だ
」
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
焦
木
為
祖
を
司
令
官
と
す
る
第
一
軍
の
こ
と
で
、

H
露
戦

争
の
勃
発
と
共
に
明
治
三
十
八
年
―
―
一
月
朝
鮮
半
島
に
卜
陸
し
、
五
月
粕
緑

江
の
渡
河
に
成
功
し
て
鳳
凰
城
を
占
領
、
九
月
遼
腸
占
領
と
、
善
謀
善
戦

し
勇
名
を
馳
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
両
軍
の
違
い
は
作
品
の
性
格
の
違
い
に
も
影
を
落
と
し
て
い

-37-



る
9
)

浩
さ
ん
の
戦
死
は
、
戦
争
と
い
う
現
実
の
圧
倒
的
な
力
や
そ
の
救
い

の
な
い
悲
惨
さ
に
匝
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
病
に
倒
れ
た
芯
い

細
君
が
生
前
の
約
束
ど
お
り
、
は
る
か
な
距
離
を
越
え
て
会
い
に
来
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
凄
絶
な
中
に
甘
美
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
た
た

え
て
い
る
。
漱
石
は
圃
時
代
の
状
況
を
極
め
て
巧
み
に
作
中
に
取
り
入
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
同
時
代
の
状
況
と
い
う
こ
と
で
注

H
す
べ
き
な

の
は
、
こ
の
作
品
に
喝
時
の
東
京
、
特
に
小
石
川
近
辺
の
様

f
が
ほ
ぽ
そ

の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
思
議
な
話
を
聞
か
さ
れ
て
法
学
士
ら
し
か
ら
ぬ
気

分
で

'l
山
御
殿
町
の
津
川
村
の

F
術
を
出
た
〈
余
〉
は
、
「
JII
闘
学
校
」

の
前
か
ら
「
植
物
園
」
の
横
を
だ
ら
だ
ら
と
降
り
て
、
口
極
楽
水
」
を
通

り
、
「
竹
早
町
」
を
横
切
っ
て
、
「
切
支
丹
坂
」
を
下
り
「
蒋
荷
谷
」
を
向

こ
う
に
卜
が
っ
て
、
「
小

H
向
台
町
」
の
わ
が
家
に
帰
り
杓
く
わ
け
な
の

だ
が
、
こ
の
道
筋
は
明
治
三
十
年
代
の
「
東
京
市
全
図
」
お
よ
び
明
治
四

十
四
年
の
「
実
用
東
京
全
図
」
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
作
品
の

tlfn
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
‘
t
人
公
が
〈
夜
〉
の
間
を
初

相
し
て
〈
J
t
〉
に
直
面
す
る
部
分
だ
が
、
そ
の
中
で
も
、
「
切
支
丹
坂
」

を
降
り
て
谷
底
を
経
て
再
び
坂
を
上
が
る
場
面
は
、
地
の
底
に
落
ち
て
行

く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
お
り
、
最
も
が
気
味
な
雰
囲
気
を
漂
わ

せ
て
い
る
。
こ
の
時
間
の
中
に
「
赤
い
鮮
や
か
な
火
」
が
見
え
、
そ
れ
が

不
意
に
消
え
た
と
き
、
〈
余
〉
は
突
然
露
子
の
死
に
虹
面
す
る
。
こ
の
あ

た
り
は
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
部
分
だ
が
、
％
時
の
状

況
や
〈
坂
〉
が
身
体
感
詑
に
も
た
ら
す
独
特
の
述
和
感
が
極
め
て
巧
み
な

効
果
を
上
げ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
切
文
丹
坂
近
辺
の
、
明
治
．．
 

ト

年
頃
の
様
子
に
つ
い
て
、
永
井
荷
風
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
の
生
ま
れ
た
小
石
川
に
は
崖
が
沢
山
あ
っ
た
。
第
一
に
思
い
出

す
の
は
各
荷
谷
の
小
径
か
ら
仰
ぎ
み
る
Ji
い
の

ins
で
、
．
方
に
は
そ

の
名
さ
へ
気
味
の
悪
い
切
支
丹
坂
が
斜
に
開
け
そ
れ
と
向
ひ
合
っ
て

は
名
前
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
山
道
の
や
う
な
細
い
坂
が
小
日
向
台

町
の
裏
へ
と
攀
登
つ
て
ゐ
る
。
今
は
左
右
の
爪
も

k
方
は
趣
味
の
な

い
積
み
方
を
し
た
当
世
風
の
石
垣
と
な
り
、
竹
藪
も
樹
木
も
切
払
は

れ
て
、
全
く
以
前
の
薄
暗
い
物
凄
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
だ
私
が
し
八
ツ
の
頃
か
と
記
箇
し
て
ゐ
る
。
切
文
丹
坂
に
添
ふ

限
の
中
腹
に
、
大
雨
の
後
か
何
か
で
、
突
然
真
四
角
な
大
き
な
横
穴

が
現
は
れ
、
何
処
ま
で
深
く
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
の
か
行
先
が
分
ら
ぬ
と

い
ふ
の
で
、
近
所
の
も
の
は
大
方
切
支
丹
屋
敷
の
あ
っ
た
頃
掘
抜
い

た
地
中
の
抜
道
で
は
な
い
か
な
ぞ
と
評
判
し
た
。

(

『

H
和
下
駄
』
大
正
四
年
）

ま
た
森
川
位
平
は
明
治
四
十
：
年
に
発
表
し
た
「
煤
坪
』
の
中
で
、
や
は

り
こ
の
辺
り
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
拙
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
医
者
の
紹
介
で
、
小
石
川
岩
荷
谷
の
奥
の
狩
野
病
院
と
い
ふ
へ

這
人
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
車
夫
は
気
を
附
け
て
、
徐
々
曳

い
て
行
く
。
切
支
丹
坂
は
勾
配
が
急
だ
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
大
塚
の

火
薬
庫
の
側
ま
で
行
っ
て
又
引
返
す
こ
と
に
し
た
。
其
処
迄
は
場
末

で
も
流

H
に
町
つ
ゞ
き
だ
が
、
其
処
か
ら
は
路
の
卜
を
高
い
杉
の
樹

立
が
鎖
し
て
、
巾
は
ご
ろ
／
＼
と
賠
間
の
中
へ
這
入
っ
て
行
っ
た
。
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と
こ
ろ
ど
こ
ろ
道
の
曲
り
角
に
街
灯
が
弱
い
光
を
放
つ
て
ゐ
る
。
何

処
に
病
院
が
在
る
の
か
、
要
吉
は
未
だ
知
ら
な
い
。
車
夫
も
知
ら
な

か
っ
た
。
石
の
門
が
あ
る
の
で
、
此
処
だ
ら
う
か
と
思
っ
て
訊
い
て

兄
る
と
、
門
番
が
こ
れ
は
寺
院
だ
と
ほ
ざ
く
。
寺
に
来
る
に
は
ま
だ

早
い
と
、
要
吉
は
人
力
車
の
上
で
ひ
と
り
苦
笑
し
た
が
、
声
を
出
す

だ
け
の
力
は
な
か
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
、
兎
に
角
無
事
に
目
指
す

制

院

へ

杓

い

た

。

（

ー

明
治
四
十
年
台
に
は
や
や
薄
れ
た
も
の
の
、
著
荷
谷
と
そ
の
近
辺
が
、
そ

こ
を
通
る
人
に
一
種
独
特
の
不
気
味
さ
を
与
え
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
るさ

ら
に
激
石
は
、
次
第
に
精
神
の
平
衡
を
失
っ
て
行
く
主
人
公
の
姿
を
、

視
覚
や
聴
覚
、
平
衡
感
覚
な
ど
、
身
体
感
覚
の
狂
い
と
し
て
描
き
出
し
て

い
く
ま
ず
、
-
;
ニ

-
H
前
ま
で
牛
あ
た
た
か
っ
た
の
に
比
べ
て
急
に
冬

に
逆
戻
り
し
た
か
の
よ
う
な
寒
い
春
の
夜
が
設
定
さ
れ
る
。
，
寸
先
も
見

え
な
い
よ
う
な
深
い
闇
夜
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
か
、
時

の
鉾
の
行
が
す
る
が
そ
れ
が
「
今
迄
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
が
汁
謡
し
て

聴
い
て
見
る
と
妙
」
だ
と
紅
識
さ
れ
る
。
同
時
に
「
心
臓
の
鼓
動
」
や

「
呼
吸
」
が
こ
れ
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
変
調
を
き
た
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
雨
が
降
る
。
逍
は
む
や
み
に
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る

間
の
中
で
、
ぬ
か
る
ん
で
足
の
と
ら
れ
る
急
な
坂
を
卜
っ
た
り
降
り
た
り

す
る
〈
余
〉
は
、
最
後
に
は
ほ
と
ん
ど
必
死
の
形
相
と
な
る
。
し
か
し
言

う
ま
で
も
な
く
人
間
に
と
っ
て
、
自
己
の
周
囲
に
限
固
な
現
実
匪
界
が
実

在
す
る
と
い
う
確
似
は
、
五
感
を
通
し
て
感
受
さ
れ
る
も
の
か
ら
得
る
し

か
な
い
わ
け
で
、
こ
の
主
人
公
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
人
は
、
多
か

れ
少
な
か
れ
粘
神
の
平
衡
を
失
い
や
す
い
と
い
え
る
。
〈
余
〉
は
誰
し
も

が
陥
る
可
能
性
の
あ
る
状
態
に
落
ち
込
ん
だ
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

『
琴
の
そ
ら
音
』
の
〈
夜
〉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
同
時
代

の
時
窄
間
、
〈
時
代
〉
と
〈
場
〉
の
力
を
蚊
人
限
利
用
す
る
こ
と
で
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
物
事
を
常
識
で
処
理
し
て
行
く
こ
と
を
方
針
と
す
る
法

学
士
が
、
〈
夜
〉
の
枇
界
に
呑
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ャ

e
r
~
i

識
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
〈
死
〉
や
他
界
の
存
在
に
気
付
か
さ
れ
た
あ
と
、

再
び
常
識
の
支
配
す
る

H
常
伯
界
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
構
成
を
、
お
お

ま
か
に
は
持
っ
て
い
る
。
昼
の

tlt
界
と
夜
の
批
界
、
照
固
な

11
常
と
不
安

や
死
の
充
満
す
る
非
I
J
常
が
鮮
や
か
に
対
照
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ

の
点
に
『
琴
の
そ
ら
音
』
の
問
題
の
ひ
と
つ
が
あ
る
と
は
じ
め
に
書
い
た

が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
枇
界
は
こ
の
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
関
係
さ
せ
ら
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

t
人
公
の
こ
の
ふ
た
つ
の
枇
界
の
行
き
来
の
仕
方
に

注
目
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

確
実
と
見
え
た

H
常
枇
界
が
徐
々
に
崩
れ
て
い
く
様
は
、
こ
れ
ま
で
見

て
来
た
よ
う
に
、

rnl
時
代
の
時
空
間
を
巧
み
に
利
川
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
乳
飲
み
子
の
棺
や
、
「
昨
日
生
ま
れ
て
今

H
死
ぬ
奴
も
あ
る
し
」

「
命
の
欲
し
い
者
は
川
心
ぢ
や
」
「
悪
る
い
か
ら
御
気
を
付
け
な
さ
い
」

と
い
っ
た
思
わ
せ
振
り
な
せ
り
ふ
な
ど
、
具
体
的
な
ャ
品
味
と
象
徴
的
な
窯

味
の
両
方
の
解
釈
を
許
す
よ
う
な
事
象
を
重
ね
る
手
法
も
効
果
を
発
揮
し
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て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
に
さ
ん
ざ
ん
悪
態
を
つ
か
れ
る
婆
さ
ん
の
主
張

す
る
「
火
嗚
き
」
が
悪
い
と
い
っ
た
「
迷
佑
」
の
類
い
も
、

t
人
公
を

Jl

II
常
枇
界
に
連
れ
込
み
、
正
体
小
明
の
不
安
に
脅
え
さ
せ
る
方
法
と
し
て

う
ま
く
川
い
ら
れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
常
識
的
な
‘
t
人
公
が
非

11
常

tlt
界

に
足
を
踏
み
人
れ
て
行
く
様
は
、
様
々
な
手
法
に
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ

て
描
か
れ
て
い
る
。
夜
の
闇
を
さ
ま
よ
い
歩
く
〈
余
〉
は
、
存
在
の
閤
に

迷
う
〈
余
〉
と
鮮
や
か
に
重
層
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
非
日
常
批
界
か
ら

H
常
世
界
に
主
人
公
を
連
れ
戻
す
に

あ
た
っ
て
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
が
床
屋
で
聞
く
狸
の

「
幽
霊
神
経
説
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

俗
人
は
拙
が
作
蔵
を
婆
化
し
た
様
に
ム
ふ
奴
で
げ
す
が
、
そ
り
や
ち

と
無
則
で
げ
せ
う
竹
蔵
村
は
婆
化
さ
れ
様
婆
化
さ
れ
様
と
し
て
源

兵
衛
村
を
の
そ
／
＼
し
て
屈
る
の
で
げ
す
。
そ
の
婆
化
さ
れ
様
と
ム

ふ
竹
蔵
村
の
御
汁
文
に
応
じ
て
拙
が
．
寸
婆
化
し
て

t
げ
た
迄
の
巾

で
げ
す
。
す
べ
て
押
．
派
の
や
り
口
は
今

H
閲
業
朕
の
用
ゐ
て
居
り

や
す
催
眠
術
で
げ
し
て
、
昔
か
ら
此
手
で
大
分
大
方
の
諸
君
子
を
胡

魔
化
し
た
も
の
で
げ
す
。

こ
の
狸
の
説
明
が
〈
余
〉
の
く
ぐ
り
抜
け
た
〈
夜
〉
の
批
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ

に
拮
抗
し
得
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
•
―
つ
の
世
界
は
互
い
に

分
裂
し
た
ま
ま
な
の
を
、
強
引
に
ま
と
め
て
い
る
と
い
う
印
象
は
拭
い
難

‘、
0

l
>
 

．
柳
廣
孝
氏
は
『
〈
こ
っ
く
り
さ
ん
〉
と
〈

r用
眼
〉
近
代

11
本
と
心

霊
学
』

(
f成
六
年
八

JJ)
に
お
い
て
、

IVJ
治
．
こ
十
六
年
頃
か
ら
佃
眠
術

関
係
の
書
約
が
人
羅
に
刊
行
さ
れ
は
じ
め
、
再
び
催
眠
術
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ

た
が
、
こ
の
作
品
も
そ
の
ブ
ー
ム
に
重
な
っ
て
い
る
と
書
い
て
い
る

料
は
紬
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
た
催
眠
術
h
口
の
牡
色
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
も
の
だ
。
ま
す
、
催
眠
術
が
け
っ
し
て
魔
術
的
な
も
の
で
は

な
く
、
科
学
的
、
即
論
的
に
研
究
さ
れ
つ
つ
あ
る
ロ
ァ
術
」
の
．
つ

で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
「
学
術
」
性

に
も
限
界
が
あ
る
と
す
る
こ
と
。
つ
ぎ
に
、
催
眠
術
が
だ
れ
で
も
簡

単
に
マ
ス
タ
ー
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
反
面
、
心
理
学
、
生
理
学
、

病
理
学
な
ど
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
実
行
は
困
難
で
あ
る
と
す
る

点
で
あ
る
。

ま
た

M
時
期
の
焦
府
．
訳
香
『
犬
人
入
国
』
（
明
治
．．
 

ー
ト
六
り

H
月
仙
報
社
）

帥
崎
嘲
風
「
高

1
1
1柁
牛
に
仕
う
る
の
内
」
（
明
治
．

i
_
I
L
り
―
•
一
月
「
太

陽
」
）
に
も
心
霊
学
へ
の
閲
心
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る

J

こ

の
よ
う
な
背
数
の
中
に
、
幽
索
が
「
近
頃
じ
ゃ
、
あ
り
得
る
と
い
う
|
だ

け
は
証
明
さ
れ
そ
う
だ
よ
」
と
言
い
、
「
文
学
士
津
田
貞
方
苫
『
幽
霊
論
』
」

を
発
表
す
る
と
い
う
津

mを
置
く
と
、
彼
が
当
時
の
こ
う
し
た
動
き
を
代

表
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
阿
書
は
三
遊
亭
円
朝

「
貞
景
累
ヶ
淵
」
の
冒
頭
を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

円
朝
が
皮
肉
ま
じ
り
に
語
る
「
近
代
」
。
文
nJJ
開
化
を
推
進
す
る

知
識
人
に
よ
っ
て
「
神
粁
柄
j

へ
と
転
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
幽
霊
」

が
、
明
治
．．
 

十
年
前
後
に
、
復
泊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
円

悧
は
指
摘
し
て
い
る
」
科
学
的
、
合
即
的
息
考
に
も
と
づ
く
「
近
代
」

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
絶
対
的
な
仙
仙
凡
礼
に
な
っ
て
い
く
過
程
は
、
い

い
か
え
れ
ば
、
従
来
の
土
俗
的
、
民
俗
的
な
lil
心
考
を
、
「
述
い
」
と 同
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い
う
マ
イ
ナ
ス
の
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
葬
り
さ
っ
て
い
く
過
程
で
も

あ
っ
た
。
円
朝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
す
で
に
「
幽
霊
」
的
な
＃

在
は
、
前
時
代
の
無
知
の
結
晶
と
し
て
過
去
の
遺
物
と
さ
れ
て
い
る
。

床
附
の
職
人
た
ち
が
語
る
、
「
幽
霊
だ
の
亡
者
だ
の
つ
て
、
そ
り
や
御
前
、

昔
し
の
れ
だ
あ
な
。
堪
気
燈
の
つ
く
今

H
そ
ん
な
箆
棒
な
話
が
あ
る
訳
が

ね
え
か
ら
な
」
「
な
あ
に
、
み
ん
な
神
経
さ
。
自
分
の
心
に
恐
い
と
思
ふ

か
ら
日
然
幽
霊
だ
っ
て
増
長
し
て
出
度
く
な
ら
あ
ね
」
と
い
う
「
幽
霊
神

経
汲
」
は
、
文
明
閲
化
の
論
理
が
、
よ
り

K
衆
化
し
た
形
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
〈
余
〉
の
家
の
婆
さ
ん
は
「
迷
信
婆
々
」
と
退
け
ら
れ

る
と
同
時
に
、
恐
れ
る
こ
と
を
知
り
、
恐
れ
と
共
に
生
き
る
と
い
う
深
い

知
恵
を
提
ぷ
し
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
幽

霊
や
霊
魂
そ
し
て
そ
れ
ら
が
代
表
す
る
、
「
知
」
に
よ
っ
て
補
足
し
難
い

も
の
へ
の
当
時
の
様
々
な
態
度
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
〈
余
〉
は

こ
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
先
入
観
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
一
種
無
垢
な

什
在
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
態
度
の
間
を
揺
れ
動
く
。

．
で
見
た
よ
う
に
、
漱
爪
は
こ
の
よ
う
な
も
の
へ
の
関
心
を
持
ち
統
け

た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
は
正
面
か
ら
追
及
さ
れ
表
現
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
、
狸
の
説
明
は
こ
の
作
品
の
〈
夜
〉
の

リ
ア
リ
テ
ィ
に
釣
り
合
っ
て
お
ら
ず
、
二
つ
の
枇
界
は
実
は
分
裂
し
た
ま

ま
な
の
を
強
引
に
ま
と
め
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は

作
者
と
、
モ
人
公
の
距
離
で
あ
り
、
｀
モ
人
公
の
一
柿
の
無
自
貨
さ
で
あ
る
。

彼
は
自
分
が
経
験
し
た
も
の
を
位
置
付
け
る
術
を
知
ら
な
い
。
；
夜
の
経

験
は
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
し
て
、
「
し
て
み
る
と
ゆ
う
べ
は
全
く
狸
に
致

さ
れ
た
成
か
な
」
と
考
え
る
程
度
で
；
心
は
済
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
部
分

に
漱
石
の
「
苛
烈
」
な
も
の
を
見
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
自

己
か
ら
遠
い
人
物
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
自
己
の
最
も
痛

い
部
分
を
衝
く
こ
と
か
ら
逃
れ
得
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、

H
常
批
界
の
中
に
死
や
他
界
と
い
っ

た
非

H
常
批
界
は
、
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
た
や
す
く
侵
入
し
て
く
る
の

だ
が
、
そ
の
非
日
常
枇
界
を

H
常
の
論
理
に
統
合
す
る
術
は
、
は
っ
き
り

と
し
た
形
で
は
提
ホ
さ
れ
て
い
な
い
と
肯
え
る
。

四

さ
て
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
に
つ
い
て
考
え

た
こ
と
も
な
か
っ
た
死
や
他
界
を
肌
身
に
感
じ
、
小
安
の
極
限
ま
で
追
い

詰
め
ら
れ
な
が
ら
、
再
び

H
常
の
批
界
に
戻
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
〈
夜
〉

の
不
安
を
通
過
し
た
後
、
も
う
；
度
獲
得
さ
れ
る
日
常
の
平
和
は
、
は
じ

め
の

H
常
と
は
質
が
変
わ
っ
て
い
る
。
〈
余
〉
と
露
子
と
婆
さ
ん
の
笑
い

声
が
響
く

H
曜

H
の
わ
が
家
の
風
景
は
、
一
方
で
は
現
実
の
．
場
面
を
抽

い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
奥
に
〈
夜
〉
の
不
安
に
決
し
て
侵
さ
れ
な
い
、
お

そ
ら
く
現
実
に
は
望
め
な
い
、
観
念
の
中
の
〈
幸
福
の
図
〉
を
一
一
限
写
し

に
し
て
い
る
。

先
に
狸
の
「
幽
霊
神
経
説
」
は
ふ
た
つ
の
世
界
を
つ
な
ぎ
得
て
お
ら
ず
、

H
常
世
界
と
非

H
常
世
界
は
表
面
的
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
み
で
、
実
は

分
裂
し
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
と
書
い
た
が
、
こ
の
分
裂
は
〈
余
〉
の

内
面
に
映
る
露
子
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
裂
に
も
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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露
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
病
を
お
し
て
袖
口
を
縫
っ
て
く

れ
た
り
、
慈
善
音
楽
会
に
出
掛
け
た
り
、
〈
余
〉
の
様
子
が
何
だ
か
お
か

し
い
と
察
し
て
気
を
配
っ
た
り
と
い
う
、
親
切
で
明
る
い
現
実
の
露
子
が

ま
ず
居
る
。

し
か
し
一
方
で
、
〈
余
〉
の
内
面
に
は
、
こ
う
し
た
明
る
＜
親
切
な
現

実
の
露
子
を
超
え
る
、
や
や
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て

い
る
。
〈
余
〉
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
死
ん
で
戦
場
の
夫
の
鏡
の
中
に

現
れ
た
と
い
う
女
の
話
を
津

mに
聞
か
さ
れ
、
気
を
付
け
ろ
と
注
意
さ
れ

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
暗
示
を
受
け
た
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
女

と
露
＋
は
屯
な
っ
て
米
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
闇
の
中
を
さ

ま
よ
い
な
が
ら
彼
は
突
然
明
確
に
露
子
の
死
を
認
識
す
る
。
あ
る
い
は
床

の
中
眠
れ
ず
に
い
る
彼
の
眼
前
に
は
、
「
頭
へ
氷
獲
を
載
せ
て
、
長
い
髪

を
半
分
濡
ら
し
て
、
う
ん
う
ん
呻
き
な
が
ら
、
枕
の
卜
ヘ
の
り
出
し
て
く

る
」
あ
る
い
は
「
合
わ
す
瞳
の
底
に
露
子
の
青
白
い
肉
の
落
ち
た
頬
と
、

窪
ん
で
硝
子
張
の
よ
う
に
凄
い
眼
が
あ
り
あ
り
と
写
る
。
」
と
い
う
ふ
う

に
、
病
に
苦
し
む
露
子
の
姿
が
浮
か
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
も
う
ひ
と
り
の
露

子
は
、
彼
を
お
ぴ
や
か
し
た
夜
の
不
安
、
つ
ま
り
存
在
の
不
確
か
さ
や
死

{
M
}
 

の
小
気
味
な
感
触
を
彼
に
突
き
付
け
る
役
割
を
果
た
す
。

そ
の
．
方
で
、
一
夜
明
け
た
わ
が
家
で
の
幸
福
図
に
お
け
る
露
子
は
、

こ
の
よ
う
な
不
安
か
ら
彼
を
根
源
的
に
連
れ
出
す
救
済
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
慈
味
を
担
う
存
在
で
も
あ
る
。
露
子
の
風
邪
が
治
っ
た
と
知
っ
た

〈
余
〉
が
、

寒
か
ら
ぬ
春
風
に
、
濠
々
た
る
小
雨
の
吹
き
払
は
れ
て
蒼
空
の
底
迄

見
え
る
心
地
で
あ
る
。

H
本
一
の
御
機
嫌
に
て
候
と
云
ふ
文
旬
が
ど

こ
か
に
書
い
て
あ
っ
た
様
だ
が
、
こ
ん
な
気
分
を
云
ふ
の
で
は
な
い

か
と
、
昨
夕
の
気
味
の
悪
か
っ
た
の
に
引
き
換
へ
て
今
の
胸
の
中
が

．
層
朗
ら
か
に
な
る
。

と
感
じ
、
ま
た
最
後
の
シ
ー
ン
で
露
子
が
「
温
か
い
春
の
様
な
頻
を
し
て

余
を
迎
へ
る
。
」
と
書
か
れ
る
の
は
、
決
し
て
プ
ロ
ッ
ト
の
要
請
や
レ
ト

リ
ッ
ク
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
の
ど
か
な

H
曜
の
朝
の
風
景
は
、
単
な

る
日
常
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
乞
い
頻
わ
れ
希
求
さ
れ
た
観
念
の
中
の

〈
H
常
〉
が
軍
ね
ら
れ
て
い
る
。

露
子
の
銀
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
婆
さ
ん
の
真
鍮
の
様
な
笑
ひ
声
と
、

余
の
銅
の
様
な
笑
ひ
声
が
調
和
し
て
犬
下
の
春
を
七
円
五
十
銭
の
借

家
に
集
め
た
程
腸
気
で
あ
る
。
如
何
に
源
兵
衛
村
の
狸
で
も
此
位
大

き
な
声
は
出
せ
ま
い
と
思
ふ
位
で
あ
る
。

と
、
語
り
手
は
最
大
限
の
修
辞
で
こ
の
ニ
一
人
を
明
る
＜
彩
ろ
う
と
し
て
い

る
が
、
「
陽
気
」
だ
と
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
何
か
影
の
薄
さ
や
リ
ア

リ
テ
ィ
の
無
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の

〈
辛
福
図
〉
は
、
そ
れ
が
不
可
能
と
な
っ
た
地
点
か
ら
の
視
線
に
よ
っ
て

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
〈
余
〉
は
こ
れ
ら
の
違
い
を
明
瞭
に
意
識
せ
ぬ
人
物
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
「
如
何
に
源
兵
衛
村
の
狸
で
も
こ
の
位
大
き
な
声
は
出

せ
ま
い
と
息
う
位
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
〈
余
〉
の
中
に
一
抹
の
不

安
が
残
っ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
〈
余
〉

に
は
こ
の
程
度
の
不
安
で
済
む
と
し
て
も
、
作
者
に
は
彼
の
す
ぐ
隣
に

〈
夜
〉
の
世
界
が
あ
り
、
だ
れ
も
が
こ
の
世
界
に
い
つ
転
落
す
る
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
の
シ
ー
ン
の
幸
福
は
、
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こ
の
よ
う
な
作
者
と
語
り
手
の
距
離
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
成
り
立
っ
て
い

る。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
で
の
市
人
公
の
体
験
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の

H

常
を
：
変
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
よ
う
な
も
の
に
は
な
り
得
て
い
な
い
夜

の
世
界
の
本
当
の
怖
さ
は
彼
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
近
づ
い
て
い
な
が
ら
、
姿

を
現
さ
ず
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
｛
）
彼
は
そ
の
存
在
の
〈
気
配
〉
を
濃
密

に
感
じ
取
る
が
、
正
体
を
目
に
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
「
性
の
し
れ
ぬ
も

の
が
こ
の
闇
の
世
界
か
ら
一
寸
顔
を
出
し
は
せ
ま
い
か
」
と
い
う
考
え
に

支
配
さ
れ
、
世
界
の
崩
壊
が
一
瞬
の
後
に
襲
っ
て
来
そ
う
な
猛
烈
な
〈
予

感
〉
に
灯
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
作
品
で
は
本

W
~
の
恐
怖
は
描
か
れ
な
い
の
だ
が
、
圃
時

に
、
彼
の
経
験
し
た
猛
烈
な
〈

f
感
〉
が
い
つ
本
物
に
な
る
と
も
し
れ
な

ぃ
不
気
味
さ
を
残
し
て
い
る
そ
れ
を
裏
ギ
ar
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
死
ん

で
鏡
の
中
に
現
れ
た
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
み
は
、
柿
明
か
し
の
よ
う
な
処

理
を
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
。
〈
余
〉
、
津
田
、
そ
し
て
戦
場
の
夫
の

f
紙
と
幾
重
も
の
語
り
の
軍
層
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
の
話
だ
け
は
、
合

理
的
な
解
釈
を
拒
む
事
実
と
し
て
残
さ
れ
る
。
こ
の
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
露

子
と
重
な
る
の
は
先
に
見
た
と
お
り
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
も
相
侯
っ
て
、

こ
の
作
品
は
明
る
い
結
末
の
中
に
、
二
紺
の
怪
談
に
収
ま
ら
な
い
不
気
味

さ
を
は
ら
む
奥
行
き
の
深
い
批
界
を
た
た
え
て
い
る
。
作
者
と
‘
モ
人
公
の

距
離
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
物
語
の
枠
糾
み
は
、
い
つ
崩
れ

な
い
と
も
知
れ
な
い
危
う
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
漱
石
は
、
こ
の
〈
夜
〉

の
tlt
料
の
核
心
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

‘f
 

、
1(

l
)
野
村
仏
四
「
『
琴
の
空
音
」
に
就
て
」
（
『
漱

H
全
狼
』
月
報

六

サ

昭

和
-

1

1

年
八
月
）
。
引
Jlj
文
の

Ill
漢
字
は
祈
字
休
に
改
め

た。

(
2
)

『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
六
年
一
月
臨
時
増
刊
号

(
3
)

「
漱
石
と
同
家
意
識
」
（
『
世
界
』
昭
和
四
十
八
年
一
ー
＇
二
月
号

『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
所
収
）

(
4
)

『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
三
部
」
（
平
成
五
年
十
月
）
8
4
|
8
5
頁

(
5
)
汀
藤
氏
は
lnJ
井

8
5
貞
で
「
化
と
他
界
と
は
、
ヤ
I
牛
文
の
範
囲
内
に

い
く
ら
で
も
没
透
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
約
一
ニ
ヶ
月
前
に
上
り
か
れ
た
「
五
口
甜
は
猫
で
あ
る
』
続
編
で
、

け
か
ら
の

F
紙
を
受
け
取
っ
た
迷
亭
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

其
あ
と
へ
以
て
来
て
、
使
の
小
学
校
時
代
の
朋
友
で
今
度
の
戦

争
に
出
て
死
ん
だ
り
負
傷
し
た
も
の
、
名
前
が
列
挙
し
て
あ
る

の
さ
。
其
名
前
を
一
々
読
ん
だ
時
に
は
何
だ
か
世
の
中
が
味
気

な
く
な
っ
て
人
間
も
つ
ま
ら
な
い
と
云
ふ
気
が
起
つ
た
よ
。

（
中
略
）
丁
度
其
晩
は
少
し
曇
つ
て
、
か
ら
風
が
御
濠
の
向
か

ら
吹
き
付
け
る
、
非
常
に
寒
い
。
神
楽
坂
の
方
か
ら
汽
市
が
ヒ

ユ
ー
と
嗚
つ
て
土

f
下
を
通
り
過
ぎ
る
。
人
変
淋
し
い
感
じ
が

す
る
。
枠
、
戦
死
、
老
衰
、
無
常
迅
速
杯
と
．
ム
ふ
奴
が
頭
の
中

を
ぐ
る
／
＼
馳
け
廻
る
。
よ
く
人
が
首
を
紛
る
と
．
ぷ
ふ
が
斯
ん

な
時
に
が
図
誘
は
れ
て
死
ぬ
気
に
な
る
の
ぢ
や
な
い
か
と
息
ひ

出
す
。

.,, 
牙J
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(
6
)

『
H
本
近
代
文
学
大
小
典
」
付
録
に
よ
る
。

(
7
)

『
漱
石
全
集
」
（
平
成
五
年

1
、
岩
波
書
店
）
附
録
「
漱
石
文
学

地
図
」
（
大
野
淳
―
編
）
に
よ
る
。

(
8
)
岡
崎
清
記
『
今
Hell

東
京
の
坂
』
（
昭
和
五
十
六
年
九
月
）
に
よ

る
と
、
こ
れ
は
俗
称
で
、
本
来
は
庚

lll坂
と
呼
は
れ
て
い
た
ら
し

い
。
『
琴
の
そ
ら
音
』
で
[
西
へ
西
へ
と
爪
上
り
に
新
し
い
谷
道

が
つ
ゞ
く
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
上
に
切
支
丹
屋
敷
の
あ
っ

た
と
い
う
坂
で
あ
る
。

(
9
)
圃
内
に
よ
る
。
引
川
は
そ
れ
ぞ
れ
『
餅
風
令
狛
』
第
卜
，
店
（
府

波
内
店
、
平
成

h
年
九
月
）
、
『
現
代

11
本
文
学
令
瓜
44
』
（
筑
序

書
房
、
昭
和
四
十
二
年
十

1

月
）
に
よ
り
、

IH
漢
字
を
新
字
体
に

改
め
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

(
1
0
)
阿
杵
76
貞

(
1
1
)
肘
i
f
8
1
|
8
3
貞

(12)
伺
書
14
頁

(
1
3
)
越
智
治
雄
は
「
『
渫
虚
集
』
一
面
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
四
十
五
年

四
•
八
月
＂
げ
『
漱
石
私
論
』
所
収
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る

し
か
し
、
「
刻
ド
の
小
件
を

h
の
儘
に
見
て
常
識
で
捌
い
て
行

く
」
、
法
学
士
た
る
余
は
、
明
ら
か
に
漱
石
に
遠
い
＃
在
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
彼
が
漱
石
の
心
澳
に
秘
め
ら
れ

て
い
る
も
の
と
結
ば
れ
る
深
切
な
る
．
夜
の
体
験
を
し
た
あ
と

で
も
、
作
者
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
判
の
他
眠
術
の
結
果
に
し
て

し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
作
行
の
姿
勢
に
は
、
諧
諜
や
餡

晦
と
は
別
に
何
か
符
烈
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
炒
み

る
余
は
現
実
の
厳
し
い
諸
条
件
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

(14)
水
川
隆
夫
氏
は
「
露
子
」
と
い
う
名
前
が
三
遊
亭
円
朝
の
『
怪
談

牡
月
灯
他
』
を
念
煩
に
お
い
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
『
漱

H
と
落
語
ー
|
江
戸
庶
民
芸
能
の
影
押
』
昭
和
六

t
・
年

H
月）、

「
露
」
と
い
う
言
莱
が
生
命
の
は
か
な
さ
を
言
う
常
套
旬
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
〈
死
〉
を
連
想
さ
せ
る
名
付
け
方
と
い
え
る
だ
ろ

※
本
船
に
お
け
る
漱
石
の
作
品
等
の
引
川
は
『
漱

fi全
Ua]
（tIikir
版
全

三
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
i
^
1
―
二
十
二
年
）
に
よ
っ
た
。
尚
、

旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た

C
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