
韓
国
の
近
代
文
学
に
及
ぼ
し
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
（
皿
一

李
光
沫
の
場
合
・

丁
　
　
貴
　
　
連

一
、
は
じ
め
に

　
韓
国
の
近
代
文
学
者
の
中
で
、
最
も
早
く
国
木
田
独
歩
に
言
及
し
た
の
は
、
李
光
沫
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
韓
国
で
最
初
に
発
刊
さ
れ
た
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
一

芸
雑
誌
『
創
造
』
は
、
そ
の
創
刊
号
の
冒
頭
で
独
歩
を
日
本
の
自
然
主
義
作
家
と
し
て
紹
介
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
『
創
造
』
同
人
と

し
て
参
加
し
た
初
期
文
学
者
た
ち
は
独
歩
に
対
し
て
高
い
関
心
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
李
光
沫
は
、
そ
れ
よ
り
早
い
時
期
に

独
歩
の
作
晶
を
読
み
、
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
日
本
に
留
学
し
た
彼
は
、
明
治
学
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

中
等
部
に
学
ん
で
い
た
一
九
一
〇
年
一
月
三
日
記
載
の
日
記
の
中
で
、
独
歩
の
文
章
の
一
部
を
韓
国
語
に
翻
訳
し
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
一
、

こ
れ
ま
で
波
田
野
節
子
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
を
出
典
不
明
と
し
て
扱
っ
て
い
た
カ
　
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
一
句
一
節
一
章
録
」

の
中
の
一
節
（
十
一
月
八
日
条
一
で
あ
る
。
抜
き
書
き
さ
れ
た
一
節
の
原
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一206一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
「
∴

　
熱
沙
漢
々
の
サ
ハ
ラ
を
旅
す
る
人
も
節
々
は
甘
き
泉
湧
き
涼
し
き
木
蔭
青
き
オ
ー
シ
ス
に
出
遭
ひ
て
死
ぬ
計
り
な
る
疲
を
休
む
る
曲
あ
れ
ど
人
生
ま
れ

落
ち
て
死
の
墓
に
至
る
ま
で
の
旅
路
に
は
唯
一
度
懸
て
ふ
眞
清
水
を
掬
み
得
て
暫
時
は
永
久
の
天
を
夢
む
と
難
も
忽
ち
醒
め
て
又
其
淋
し
き
行
程
に
上
が
ら

ざ
る
を
得
ず
斯
く
て
墓
の
暗
き
内
に
達
す
る
ま
で
第
二
の
オ
ー
シ
ス
に
出
逢
ふ
こ
と
な
く
、
た
だ
空
し
く
地
平
線
下
に
沈
み
了
せ
ぬ
彼
の
眞
清
水
を
懐
ふ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

み
、
果
敢
な
き
も
の
な
ら
ず
や
。

45

独
歩
の
李
光
沫
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

一
九
六
四
年
金
松
蜆
氏
が
「
初
期
小
説
の
源
泉
探
求
し

の
中
で
、
李
光
沫
の

榊
少
年
の
悲
哀
』
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と
独
歩
の
『
少
年
の
悲
哀
』
と
の
聞
に
は
、
題
材
上
の
一
致
が
あ
る
と
指
摘
し
て
以
来
、
そ
の
影
響
関
係
が
注
園
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
八
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

宋
百
憲
氏
は
「
春
園
の
「
少
年
の
悲
哀
」
研
究
」
に
お
い
て
も
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
が
、
主
題
・
構
成
・
プ
ロ
ッ
ト
・
表
現
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

い
て
、
独
歩
の
同
少
年
の
悲
哀
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
重
樫
愛
子
氏
は
η
韓
国
近
代
小
説
と
国
木
田
独
歩
L

の
中
で
、
李
光
沫
は
『
少
年
の
悲
哀
』
を
執
筆
す
る
際
に
、
独
歩
の
『
少
年
の
悲
哀
』
を
は
じ
め
『
馬
上
の
友
㎏
や
『
画
の
悲
し
み
』
の
影
響

を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
具
体
的
に
は
踏
み
込
ん
で
そ
の
影
響
関
係
を
実
証
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
独
歩
か
ら
李
光
沫
へ
の
影
響
関
係
を
扱
っ
た
研
究
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
、
具
体
的
な
作
品
の
比
較
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
家
の
周
辺
の
外
証
的
事
実
に
よ
っ
て
影
響
関
係
を
云
々
す
る
と
い
う
傾
向
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
李
光
沫
は
日
本
の
留
学
時
代
を
回
想
す
る
と
き
に
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
独
歩
の
作
晶
を
耽
読
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
）

点
は
も
っ
と
注
意
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
に
独
歩
に
深
い
愛
着
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
独
歩
文
学

が
彼
に
与
え
た
影
響
は
決
し
て
過
小
評
個
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
く
に
、
当
時
、
金
東
仁
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
の
初
期
近
代
作
家
の
ほ

と
ん
ど
が
明
ら
か
に
独
歩
の
影
響
を
受
け
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
事
実
を
意
識
的
に
隠
そ
う
と
し
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
、
李
光
沫
は
独
歩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
l
〇
一

作
品
を
愛
読
し
た
と
様
々
な
場
所
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
李
光
沫
は
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
独
歩
の
作
品
集
に
も
収

録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
文
章
の
一
部
を
翻
訳
し
て
日
記
に
書
い
て
お
く
等
、
当
時
と
し
て
は
大
胆
と
も
い
え
る
ほ
ど
独
歩
か
ら
の
影
響
を

は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
独
歩
に
関
す
る
李
光
沫
の
姿
勢
か
ら
み
て
、
彼
の
文
学
的
出
発
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
成
長
も
独
歩
文
学

と
の
か
か
わ
り
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
実
際
、
李
光
沫
の
初
期
の
作
品
に
は
、
す
で
に
独
歩
か
ら
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
少
年
の
悲
哀
』
の
ほ
か
に
も
、
門
幼
き
友
へ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
一
■
一

二
九
一
七
年
十
一
月
一
、
『
献
身
者
』
一
一
九
一
〇
年
八
月
一
『
余
の
自
覚
せ
る
人
生
』
一
一
九
一
〇
年
八
月
一
と
い
っ
た
作
品
に
も
独
歩
と
の

関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
初
期
創
作
時
代
の
最
後
の
論
説
文
で
あ
る
『
余
の
自
覚
せ
る
人
生
』
の
中
に
表
わ
れ
て
い
る
人
生
観
お
よ

び
宇
宙
観
は
、
独
歩
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
、
判
神
の
子
』
、
門
悪
魔
』
な
ど
の
一
連
の
思
想
小
説
の
作
品
世
界
に
一
貫
し
て
表
わ
れ
る
「
天
地
生

存
の
感
」
の
思
想
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
聞
的
・
空
間
的
に
無
限
な
宇
宙
と
有
限
な
人
生
と
の
対
比
を
通
し
て
、
人
生
の

有
限
性
と
無
限
性
を
自
覚
し
、
無
限
無
窮
な
る
宇
宙
に
く
ら
べ
て
有
限
な
人
生
て
も
、
生
命
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
／
2
一

い
と
い
う
「
生
存
欲
」
一
実
存
一
の
問
題
を
追
求
し
て
い
る
点
に
お
い
て
国
木
田
独
歩
の
基
本
思
想
と
類
似
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
年
に
書
か
れ
た
『
献
身
者
』
は
、
独
歩
の
『
日
の
出
蜴
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
内
容
、
す
な
わ
ち
、
主
人
公
が
貧
し
い
庶
民
出
身
で

一205一



あ
り
な
が
ら
金
を
も
う
け
て
、
小
学
校
を
建
て
教
育
事
業
に
献
身
す
る
と
い
う
点
が
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
書
簡
体
小
説
門
幼
き
友
へ
蜴

は
、
愛
し
合
っ
て
い
た
女
性
か
ら
一
方
的
に
交
際
を
断
れ
た
主
人
公
が
、
失
恋
の
果
て
に
大
陸
を
放
浪
し
、
様
々
な
粁
余
曲
折
を
経
た
後
、
昔

の
恋
人
と
再
会
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
独
歩
の
書
簡
体
小
説
『
お
と
づ
れ
』
の
主
人
公
が
、
失
恋
の
痛
手
を
癒
す
た
め

に
外
国
へ
行
っ
て
、
一
年
後
、
帰
国
し
て
昔
の
恋
人
と
再
会
す
る
場
面
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
李
光
沫
の
初
期
の

作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
、
独
歩
文
学
の
影
響
下
に
創
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
う
し
た
李
光
沫
の
初
期
作
品
に
及
ぼ
し
た
独
歩
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
彼
の
文
学
に
お
け
る
出
発
と
成
長
の
軌
跡
を

た
ど
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
の
「
韓
国
の
近
代
文
学
に
現
わ
れ
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
n
－
書
簡
体
小
説
と
枠
小
説
に
お
け
る
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

式
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
－
し
と
「
李
光
沫
の
初
期
書
簡
体
小
説
の
中
に
現
わ
れ
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
－
㍗
幼
き
友
へ
」
と
「
お
と
づ
れ
し

　
　
　
　
一
H
一

を
中
心
に
ー
」
に
お
い
て
筆
者
は
、
李
光
沫
の
初
期
書
簡
体
小
説
に
み
ら
れ
る
独
歩
の
影
響
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
韓
国
に
お
け
る
書
簡
体

と
い
う
叙
述
形
式
の
発
想
が
独
歩
の
一
連
の
書
簡
体
小
説
か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
本
稿
は
、
そ
の
二
編
の
論
考
の
も
つ
課
題
を
さ
ら
に
展
開
し
深
化
さ
せ
る
た
め
に
、
視
座
を
李
光
沫
の
『
献
身
者
』
と
門
少
年
の
悲
哀
』
と

い
う
二
編
の
初
期
短
編
小
説
に
し
ぼ
り
、
そ
れ
を
独
歩
の
作
品
と
比
較
、
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
韓
国
の
近
代
文
学
に
及
ぼ
し
た
、
独
歩

の
影
響
を
実
証
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一204一

二
、
門
貿
の
出
』

と
門
献
身
者
㎏

の
影
響
関
係
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李
光
沫
の
処
女
小
説
は
、
一
九
〇
九
年
十
二
月
、
明
治
学
院
中
等
部
の
回
覧
雑
誌
門
白
金
学
報
』
に
日
本
語
で
発
表
さ
れ
た
『
愛
か
』
で
あ

一
”
）

る
。
か
れ
は
引
き
続
い
て
、
翌
一
九
一
〇
年
に
榊
幼
き
犠
牲
㎏
、
『
無
情
』
、
『
献
身
者
』
の
三
つ
の
短
編
と
『
余
の
自
覚
せ
る
人
生
』
を
は
じ

め
と
す
る
七
つ
の
論
説
文
を
発
表
す
る
な
ど
、
旺
盛
な
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
五
年
ま
で
の
四
年
聞
は
、
韓
国
に
帰
り
、

五
山
学
校
で
の
教
師
生
活
や
結
婚
な
ど
の
た
め
に
創
作
活
動
を
申
断
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
献
身
者
』
は
初
期
創
作
期
の
最
後
の
短
編

小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
一
〇
年
八
月
に
執
筆
さ
れ
、
『
少
年
』
第
三
巻
第
八
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
李
光
沫
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

中
学
卒
業
後
、
故
郷
の
五
山
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
直
後
に
、
そ
の
学
校
の
設
立
者
を
題
材
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
小
説
に
は
以
下
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
国
木
田
独
歩
の
『
日
の
出
』
一
門
教
育
界
』
明
治
三
六
年
）
の
発
想
、
題
材
、
形
式
を
想
起
さ
せ
る
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よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
ま
ず
両
者
の
聞
に
は
、
題
材
の
一
。
致
が
認
め
ら
れ
る
。
門
献
身
者
』
は
、
金
光
浩
と
い
う
人
物
が
、
貧
し
い
賎
民
出
身
で
あ
り
な
が
ら
真
の

人
間
性
を
も
ち
、
金
を
も
う
け
て
学
校
を
建
て
教
育
事
業
に
献
身
す
る
と
い
う
話
で
、
そ
の
一
部
始
終
が
学
校
の
若
い
教
師
で
あ
る
〈
私
〉
の

視
点
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
一
方
、
『
日
の
出
』
は
、
自
殺
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
池
上
権
蔵
と
い
う
人
物
が
、
そ
の
後
は
気
力
を
と
り
も
ど
し

て
働
き
、
金
を
も
う
け
、
つ
い
に
小
学
校
を
建
設
し
て
教
育
事
業
に
献
身
す
る
と
い
う
話
で
、
そ
の
学
校
の
卒
業
生
で
あ
る
〈
僕
〉
の
視
点
を

通
し
て
主
人
公
の
生
き
方
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ッ
ト
と
い
い
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
と
い
い
、
両
者
の
聞
に
は
明
ら
か
に

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
次
に
、
小
説
形
式
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。
『
日
の
出
蜴
は
児
玉
信
吾
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
が
、
学
校
の
創
立
者
で
あ
る
池
上
権
蔵
と
い

う
人
物
の
身
の
上
話
を
す
る
と
い
っ
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
『
献
身
者
』
は
漁
翁
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
が
、
学
校
の
設
立
者
で

あ
る
金
光
浩
と
い
う
人
物
の
身
の
上
話
を
語
る
と
い
っ
た
形
式
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
〈
僕
V
な
い
し
は
〈
私
〉
と
い
う
語
り
手
が
、
過
去
に

知
り
合
っ
た
一
人
の
男
の
身
の
上
や
そ
の
人
物
と
の
交
流
を
語
る
と
い
う
、
そ
の
形
式
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
形
式
、
す
な
わ
ち
〈
私
〉
と
い
う
語
り
手
が
作
品
の
内
部
に
登
場
し
て
主
人
公
の
身
の
上
を
語
る
と
い
う
叙
述
形
式
は
、

一
九
二
〇
年
代
の
韓
国
の
短
編
小
説
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
『
献
身
者
』
以
前
の
韓
国
の
古
典
小
説
や
新
小
説
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

い
叙
述
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
朱
鐘
演
氏
が

一203一

　
『
献
身
者
』
は
表
面
的
に
は
三
人
称
の
叙
述
様
式
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
よ
く
み
る
と
、
〈
私
〉
と
い
う
言
述
主
体
に
よ
っ
て
〈
彼
〉
と

い
わ
れ
る
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
叙
述
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
中
略
一
こ
れ
は
西
欧
文
学
理
論
の
視
点
論
一
〇
〇
巨
o
；
一
婁
一
で
い
え

ば
、
一
人
称
観
察
者
叙
述
型
蟹
鼻
潟
『
ω
實
o
雰
胃
く
胃
箏
彗
。
邑
g
一
に
あ
た
る
も
の
で
、
言
述
主
体
で
あ
る
〈
私
〉
の
自
伝
的
な
事
件
や
告
白
的
な
話
を

す
る
と
い
う
よ
り
も
〈
私
〉
は
第
三
者
と
し
て
の
観
察
者
で
あ
り
、
報
告
者
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
中
略
一
一
九
一
〇
年
に
『
献
身
者
』
が
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
は
小
説
の
叙
述
様
式
と
し
て
確
か
に
新
し
い
試
み
で
あ
り
、
驚
異
で
あ
る
。

と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
近
代
文
学
に
お
け
る
一
人
称
観
察
者
視
点
は
、
一
九
一
〇
年
李
光
沫
の
門
献
身
者
』
に
よ
っ
て
初
め

て
試
み
ら
れ
た
叙
述
形
式
で
あ
る
。
李
光
沫
は
笥
献
身
者
』
を
執
筆
す
る
以
前
に
す
で
に
『
幼
き
犠
牲
』
、
『
無
情
』
、
そ
れ
に
日
本
語
作
品
で



あ
る
『
愛
か
』
の
三
つ
の
短
編
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
三
人
称
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
三
作
は
、
い
わ
ゆ

る
近
代
的
な
客
観
叙
述
に
よ
る
描
写
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
全
知
的
で
主
観
的
な
視
点
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
三
作

は
ま
だ
新
小
説
的
な
叙
述
形
式
か
ら
完
全
に
脱
皮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
献
身
者
』
に
お
い
て
は

叙
述
形
式
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
禰
献
身
者
』
は
く
私
V
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
を
設
定
し
、
そ
の
視
点
を
通

し
て
〈
彼
〉
と
い
う
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
は
平
安
道
の
あ
る
地
方
の
私
立
学
校
の
事
務
室
で
あ
る
。
東
向
き
の
オ
ン
ド
ル
部
屋
に
若
い
学
生
六
、
七
人
が
五
十
ぐ
ら
い
の
老
人
を
取
り
囲
ん
で

座
っ
て
い
る
。
老
人
は
重
病
ら
し
い
。
一
申
略
一
「
日
本
で
も
中
学
校
の
卒
業
式
に
礼
服
を
着
る
ん
で
す
か
。
」
横
に
な
っ
て
い
た
老
人
は
、
ち
ょ
う
ど
は
い
っ

て
く
る
若
い
教
師
を
見
て
、
こ
う
聞
い
た
。
「
礼
服
で
す
か
　
　
…
洋
服
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
の
で
す
か
？
」
一
中
略
一

　
私
は
こ
の
人
の
歴
史
に
つ
い
て
語
る
の
が
と
て
も
好
き
で
す
。
私
が
こ
う
言
う
と
、
読
者
諸
氏
は
私
が
彼
の
親
戚
だ
と
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
犯
一

な
ど
と
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
彼
を
知
っ
た
の
は
昨
年
な
の
で
す
。
一
傍
線
筆
者
）

心
や
主
義
が
同
じ
者
だ
と
か

　
こ
の
よ
う
に
、
最
初
は
、
語
り
手
が
わ
か
ら
な
い
三
人
称
視
点
の
叙
述
で
は
じ
ま
り
な
が
ら
、
や
が
て
途
中
か
ら
く
私
V
と
い
う
視
点
が
あ

ら
わ
れ
て
き
て
よ
う
や
く
語
り
手
の
存
在
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
語
り
手
は
自
分
の
見
聞
や
経
験
を
語
る
の
で
は
な
く
、
第
三
者
と
し

て
の
観
察
者
で
あ
り
、
報
告
者
の
立
場
に
と
ど
ま
る
一
人
称
観
察
者
視
点
の
立
場
を
守
っ
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
珍
し
い
手
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
李
光
沫
が
独
自
に
作
っ
た
叙
述
形
式
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
外
国
文
学
か
ら
援
用
し
た
り

模
倣
し
た
り
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
韓
国
の
社
会
状
況
や
翻
訳
事
情
を
考
え
る
と
、
日
本
文
学
か
ら
の
影
響
と
見
る
の

　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
文
壇
に
は
〈
自
分
〉
一
私
、
僕
一
と
い
う
語
り
手
を
通

し
て
み
ず
か
ら
の
体
験
を
語
る
と
い
う
一
人
称
小
説
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
葉
亭
四
迷
訳
門
あ
ひ
び

き
蜴
の
語
り
の
文
体
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、
独
歩
を
は
じ
め
多
く
の
作
家
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
「
お
そ
ら
く
独
歩
ほ
ど
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
別
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
ご

形
式
と
体
質
が
合
っ
た
作
家
は
い
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
独
歩
の
作
品
に
は
作
中
に
語
り
手
を
設
定
し
た
も
の
が
多
い
。
し
か
も
、

そ
の
語
り
手
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
る
。
独
歩
研
究
家
で
あ
る
山
田
博
光
氏
に
よ
れ
ば
、

一202一

49



50

　
「
圃
の
悲
し
み
」
「
山
の
力
」
「
正
直
者
」
な
ど
は
自
ら
の
体
験
や
身
の
上
を
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
運
命
論
者
」
「
女
難
」
な
ど
は
一
人
称
の
聞
き

手
を
設
定
し
、
そ
の
聞
き
手
に
対
し
て
話
し
手
が
自
分
の
身
の
上
を
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
少
年
の
悲
哀
」
「
非
凡
な
る
凡
人
し
な
ど
は
㍗
春
の
鳥
」

と
同
じ
く
話
し
手
が
過
去
に
翻
り
合
っ
た
人
物
の
身
の
上
を
語
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
馬
上
の
友
」
は
、
以
上
に
あ
げ
た
三
つ
の
形
式
を
組
み
合
わ
せ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
き
手
を
設
定
し
、
話
し
手
が
自
ら
の
少
年
時
代
を
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
に
知
り
合
っ
た
人
物
の
身
の
上
、
そ
の
人
と
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
3
一

流
を
も
語
る
形
式
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
光
沫
が
山
田
氏
の
挙
げ
る
よ
う
な
独
歩
の
作
品
を
読
み
、
そ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
叙
述
形
式
に
興
味
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
事
実
は
、
か
れ
の
作
晶
岡
日
の
出
』
の
書
き
だ
し
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　
某
法
学
洋
行
の
送
別
会
が
芝
山
内
の
紅
葉
館
に
開
か
れ
、
会
の
散
じ
た
の
は
夜
の
八
時
頃
で
も
あ
ら
う
か
。
其
崩
が
七
八
名
、
京
橋
区
彌
左
衛
門
町
の
同

好
具
楽
部
に
落
ち
合
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
中
略
）

　
「
貴
殿
は
何
処
の
ご
出
身
で
す
か
。
」
と
突
然
高
等
商
業
出
身
の
某
、
今
は
或
会
社
に
出
て
重
役
の
壁
目
出
度
き
一
人
の
男
が
小
介
川
文
学
土
の
隣
に
座

つ
て
い
る
新
来
の
客
に
問
ひ
か
け
た
。
一
中
略
一

　
「
僕
で
す
か
、
僕
は
」
一
申
略
）
「
僕
の
出
た
学
校
を
お
尋
ね
に
な
る
の
で
す
か
。
」
一
申
略
一

一20ユー

僕
は
大
島
一
学
校
の
出
身
な
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
一

僕
の
十
二
の
時
で
す
。

諸
君
の
如
き
立
派
な
肩
書
き
を
持
て
屠
ら
れ
る
中
で
公
言
し
て
少
し
も
恥
ず
、

一
傍
線
筆
者
一

寧
ろ
誇
つ
て
口
聴
し
た
く
な
る

の
で
す
。
一
中

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
三
人
称
叙
述
で
語
り
手
の
存
在
が
作
品
の
外
部
に
位
置
す
る
か
た
ち
で
始
ま
り
な
が
ら
、
途
中
で
〈
僕
〉
と
い
う
人
物

が
作
品
の
内
部
に
登
場
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
一
人
称
叙
述
の
語
り
手
の
存
在
と
位
置
が
作
品
内
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
品

の
冒
頭
に
お
い
て
、
『
日
の
出
』
は
ま
ず
、
場
面
の
雰
囲
気
と
状
況
を
説
明
し
た
あ
と
、
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
た
仲
間
の
一
人
と
く
僕
V
の
会

話
を
記
す
こ
と
で
〈
僕
〉
を
焦
点
化
し
、
そ
う
し
て
か
ら
お
も
む
ろ
に
〈
僕
〉
が
あ
る
人
物
の
身
の
上
を
語
り
始
め
る
と
い
う
形
武
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
と
比
べ
て
、
『
献
身
者
』
の
構
成
を
追
っ
て
い
く
と
、
や
は
り
簡
単
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
、
場
面
の
雰
囲
気
が
描
写
さ
れ
、
そ
の
後
、

あ
る
人
と
〈
私
〉
の
会
話
の
や
り
と
り
が
続
い
た
あ
と
、
焦
点
化
さ
れ
た
く
私
V
が
男
の
身
の
上
を
語
り
始
め
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
小
説
の
冒
頭
部
を
比
較
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
両
者
の
形
式
に
共
通
す
る
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



　
以
上
の
よ
う
な
叙
述
形
式
の
共
通
性
と
と
も
に
、
独
歩
の
『
日
の
出
』
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
人
物
像
の
共
通
性
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
5
一

『
献
身
者
㎏
は
、
李
昇
薫
と
い
う
実
在
人
物
の
話
を
李
光
沫
が
筆
記
し
た
記
録
と
い
わ
れ
て
い
る
。
作
品
の
末
尾
に
も
「
こ
れ
は
事
実
で
す
。

た
だ
し
、
人
名
は
変
名
。
こ
れ
は
長
編
に
す
べ
き
材
料
で
し
た
が
、
非
才
ゆ
え
に
つ
ま
ら
な
い
短
編
に
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
主
人
公
の
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
6
一

が
不
完
全
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
御
許
し
を
乞
う
次
第
で
す
。
」
と
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
話
を

そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
金
光
浩
と
い
う
主
人
公
が
、
貧
し
い
な
が
ら
も
一
生
懸
命
働
き
、
学
校
を
建
て
て
教

育
事
業
に
献
身
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
は
、
『
日
の
出
』
の
主
人
公
池
上
権
蔵
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
二
人
と
も
貧
し
い
出
身
で
あ
り
な
が
ら
財
産
を
築
い
た
後
、
あ
る
き
っ
か
け
で
教
育
事
業
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
献
身
者
』
の
主
人
公
像
か
ら
み
て
み
よ
う
。
賎
民
の
身
に
生
ま
れ
、
商
店
の
小
僧
か
ら
身
を
起
こ
し
、
大
商
人
に
な
っ
た
金
光
浩
は
、

　
徒
手
空
拳
で
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
そ
の
奮
闘
こ
そ
敬
服
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
将
来
彼
に
対
し
て
何
か
特
筆
す
る
経
歴
が
な
い
か
と

言
わ
れ
た
時
、
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
立
派
で
美
し
い
経
歴
だ
と
言
え
ま
す
し
、
ま
た
模
範
に
す
べ
き
欝
だ
と
言
え
ま
す
け
れ
ど
、
彼
に
は
こ
れ
よ
り
何
倍
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
7
一

大
き
い
、
驚
く
ほ
と
美
し
い
、
不
朽
の
経
歴
が
あ
り
ま
す
。
一
中
略
一
私
が
言
お
う
と
す
る
彼
の
歴
史
の
大
部
分
は
こ
れ
に
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。
一
傍
線

筆
者
一

一200一

と
、

前
置
き
さ
れ
て
か
ら
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
そ
の
日
は
そ
の
学
校
の
記
念
式
か
な
に
か
と
言
う
の
で
、
あ
る
紳
土
が
大
演
説
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
元
来
鋭
敏
な
彼
は
演
説
を
聞
い
て
大
き
く
刺
激
さ

れ
、
感
動
し
ま
し
た
。
一
中
略
一
村
に
小
さ
な
校
舎
を
新
し
く
建
て
て
四
五
人
の
児
童
を
集
め
て
学
校
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
彼
が
教
育
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
8
一

業
に
献
身
し
た
始
ま
り
で
す
。

引

つ
ま
り
、
主
人
公
の
金
光
浩
は
あ
る
日
、

ど
美
し
い
事
し
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
『
日
の
出
k
の
池
上
権
蔵
は
、

外
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
ふ
と
あ
る
紳
土
の
演
説
を
聞
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

放
蕩
に
身
を
も
ち
く
ず
し
て
、
親
譲
り
の
田
地
を
な
く
し
、

「
驚
く
ほ

家
屋
敷
ま
で
人
手
に
渡
り
か
け
た
こ
と
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に
絶
望
し
て
、
自
殺
し
か
け
た
の
だ
が
、
大
島
と
い
う
老
人
に
「
日
の
出
を
見
ろ
」
と
諭
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
一

生
懸
命
に
働
き
、
つ
い
に
は
村
内
で
も
屈
指
の
當
裕
な
百
姓
と
な
っ
た
。
だ
が
、
か
れ
は
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
病
床
の
大
島
老
人
に
最
後
の
教

訓
を
求
め
る
。
す
る
と
老
人
は
、
「
お
前
さ
ん
は
日
の
出
の
盛
ん
な
処
を
見
て
、
元
気
よ
く
働
い
た
の
は
宣
し
い
、
こ
れ
か
ら
は
、
其
美
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
9
一

処
を
見
て
、
美
し
い
働
き
を
も
為
る
が
可
か
ろ
う
。
美
し
い
事
を
。
」
と
い
う
。
大
島
老
人
の
謎
め
い
た
教
訓
を
聞
い
た
主
人
公
は
、
老
人
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
懸
命
に
考
え
る
。

　
拝
ま
れ
る
ほ
ど
の
美
し
い
一
を
為
る
に
は
何
を
為
た
ら
可
か
ら
う
と
一
心
に
考
が
　
た
の
で
す
。
一
申
略
一
「
自
分
は
大
島
先
生
を
拝
ん
で
も
尚
ほ
足
り
な

い
程
に
思
ふ
、
そ
れ
な
ら
ば
、
大
島
先
生
の
や
う
な
こ
と
を
為
れ
ば
よ
い
。
其
処
で
学
校
を
建
る
決
心
が
彼
の
心
に
湧
い
た
の
で
す
、
諸
君
は
彼
の
決
心
の

余
り
露
骨
で
、
単
純
な
こ
と
を
笑
は
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
元
来
教
育
の
な
い
一
個
の
百
姓
で
す
、
寧
ろ
其
心
ば
せ
の
真
率
で
無
邪
気
な
処
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
0
一

思
へ
ば
実
に
美
し
さ
を
感
ず
る
の
で
す
。
一
傍
線
筆
者
一

　
こ
の
よ
う
に
、
池
上
権
蔵
も
、
大
島
老
人
か
ら
「
拝
ま
れ
る
ほ
ど
美
し
い
事
を
や
り
な
さ
い
」
と
い
う
教
訓
を
聞
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
学
校
事
業
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
両
者
と
も
に
教
育
事
業
を
〈
美
し
い
事
〉
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
両
者
の
影
響
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
明
確
な
徴
証
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
池
上
権
蔵
は
学
校
を
建
て
た
だ
け
で
は
な
く
「
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
］
一

や
郡
一
の
富
農
と
な
る
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
元
気
で
、
い
ろ
い
ろ
の
公
共
事
業
を
起
こ
し
て
い
る
」
が
、
そ
れ
は
『
献
身
者
』
の
主
人
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
2
一

も
同
じ
こ
と
で
、
「
他
の
学
校
の
手
助
け
を
し
た
り
、
ま
た
実
業
有
志
と
し
て
い
ろ
い
ろ
の
社
会
事
業
に
も
参
加
し
て
い
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
献
身
者
』
に
お
け
る
主
人
公
の
人
物
像
は
、
独
歩
の
『
日
の
出
』
の
主
人
公
池
上
権
蔵
の
人
物
像
を
モ
デ
ル

と
し
て
、
そ
れ
を
韓
国
社
会
に
置
き
換
え
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
題
材
、
叙
述
形
式
、
人
物
像
と
い
っ
た
三
項
目
の
課
題
を
実
証
す
る
か
た
ち
で
、
『
献
身
者
』
に
お
け
る
『
日
の
出
』
の
影
響
を
考

察
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
献
身
者
』
の
構
想
は
、
独
歩
の
汽
日
の
出
』
の
全
面
的
な
影

響
の
も
と
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
光
沫
は
明
治
学
院
中
等
部
卒
業
後
、
韓
国
に
帰
り
故
郷
の
五
山
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し

た
と
き
、
自
分
を
招
聴
し
て
く
れ
た
創
立
者
の
来
歴
を
知
り
、
日
本
で
耽
読
し
て
い
た
独
歩
の
作
品
集
の
中
に
あ
る
『
日
の
出
』
の
主
人
公
・

池
上
権
蔵
を
思
い
浮
か
べ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
李
光
沫
の
創
作
欲
は
か
き
た
て
ら
れ
た
。
そ
の
成
果
が
『
献
身
者
』
で
あ
っ
た
。

一199一



三
、
園
木
霞
漉
歩
と
李
光
淡
の
圃
名
小
説
同
少
隼
の
悲
哀
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を
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ぐ
っ
て
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李
光
沫
が
独
歩
の
作
品
を
相
当
若
い
頃
か
ら
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
回
想
文
や
日
記
に
少
な
か
ら
ぬ
記
述
が
み
え
る
こ
と
で
わ
か
る
の
だ
が
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
を
読
ん
で
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
実
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
独
歩
の
い
く
つ
か
の
短
編
集
を
耽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
3
一

読
し
た
と
い
う
こ
と
が
断
片
的
に
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
李
光
沫
の
留
学
の
時
期
お
よ
び
読
書
歴
と
の
重
な
り
か
ら
い
っ
て
、
一
九
〇
五

年
発
表
の
第
二
作
口
㎜
集
『
独
歩
集
』
と
翌
一
九
〇
六
年
の
第
三
作
品
集
門
運
命
』
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
独
歩
は
長
い
間
不
遇
の
作
家
で
あ
っ
た
が
、
門
独
歩
集
』
の
出
版
を
き
っ
か
け
に
、
彼
の
作
品
は
よ
う
や
く
文
壇
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
翌
年
に
出
し
た
『
運
命
』
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
〇
八
年
六
月
独
歩
が
投
す
る
時
期
の
前
後
、
彼

の
作
品
は
一
般
の
読
者
層
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
広
く
読
ま
れ
る
作
家
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
の
時
期

は
、
李
光
沫
の
第
一
次
留
学
の
時
期
と
重
な
る
。
日
頃
文
学
作
品
に
親
し
ん
で
い
た
彼
と
し
て
は
、
当
然
独
歩
の
作
品
集
に
も
接
し
た
で
あ
ろ

う
。
「
東
京
に
行
っ
て
は
じ
め
て
新
文
学
に
接
触
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
番
最
初
に
読
ん
だ
作
品
が
何
で
あ
る
か
は
よ
く
覚
え
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
別
一

い
が
、
国
木
田
独
歩
、
夏
目
漱
石
、
バ
イ
ロ
ン
、
島
崎
藤
村
、
田
山
花
袋
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
木
下
尚
江
な
ど
の
も
の
を
読
み
ま
し
た
。
」
と
、

回
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
李
光
沫
が
『
独
歩
集
』
や
門
運
命
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
事
実
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
『
独
歩
集
』
に
は
門
少
年
の
悲
哀
蜴
と
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
が
、
『
運
命
』
に
は
『
日
の
出
』
『
悪

魔
』
『
画
の
悲
し
み
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
李
光
沫
の
創
作
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
作
品
集
に
は
、
い
わ
ゆ
る
少
年
物
と
言
わ
れ
る
作
品
が
多
い
。
『
少
年
の
悲
哀
』
、
『
画
の
悲
し
み
』
、
『
馬
上
の
友
』
、

『
春
の
鳥
』
、
『
非
凡
な
る
凡
人
』
、
『
山
の
力
』
、
『
指
輸
の
罰
』
の
七
作
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
初
期
の
『
詩
想
』
、
『
二
少
女
嶋
、
『
鹿
狩
』
、
『
初
恋
眺

の
四
作
と
、
晩
年
の
門
泣
さ
笑
ひ
』
一
作
を
加
え
る
と
、
少
年
物
は
全
部
で
十
二
編
に
も
及
ぶ
。
こ
の
数
は
、
独
歩
の
全
小
説
の
中
の
、
約
五

分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
初
期
か
ら
晩
年
に
わ
た
る
全
時
期
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
少
年
物
は
、
作
品
と
し
て
も
優
れ

た
も
の
で
、
司
春
の
鳥
』
、
『
少
年
の
悲
哀
』
な
ど
の
名
作
が
そ
ろ
い
、
独
歩
の
作
品
の
申
で
も
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
独
歩
が
最
も

充
実
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
た
中
期
に
、
少
年
物
が
目
立
っ
て
多
い
の
だ
が
、
偶
然
に
も
こ
の
中
期
の
作
品
が
、
当
時
の
韓
国
の
留
学
生
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
総
一

に
も
っ
と
も
多
く
読
ま
れ
て
い
た
。
親
も
と
を
離
れ
て
異
国
の
地
で
一
人
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
た
多
感
な
十
四
、
五
才
の
少
年
た
ち
は
独
歩

一198一
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の
『
少
年
の
悲
哀
』
や
笥
春
の
鳥
㎏
、
『
馬
上
の
友
蜴
な
ど
の
少
年
物
が
く
り
広
げ
る
作
品
世
界
に
白
分
た
ち
の
境
遇
を
重
ね
合
わ
せ
、
あ
た
か

も
そ
れ
を
追
体
験
す
る
よ
う
に
耽
読
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
く
に
、
な
か
ば
孤
児
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
て
感
傷
的
な
中
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
李
光
沫
に
と
っ
て
は
、
独
歩
の
少
年
物
は
自
分
の
少

年
時
代
と
ま
っ
た
く
重
ね
合
わ
せ
て
読
ま
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
後
年
創
作
の
筆
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
か
ら

多
く
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
自
己
の
幼
少
時
代
を
追
懐
し
た
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
榊
幼
き
友
へ
』
二
九
一
七
年
一
『
少
年
の

悲
哀
』
（
一
九
一
七
年
）
『
循
復
』
二
九
ニ
ハ
年
）
判
ヂ
光
浩
』
二
九
一
八
年
）
『
金
鏡
』
（
一
九
一
五
年
）
な
ど
は
、
独
歩
文
学
と
重
な
る
。

い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
の
少
年
時
代
を
対
象
と
し
た
作
品
で
あ
っ
て
、
李
光
沫
が
二
五
、
六
才
の
時
、
少
年
時
代
の
孤
独
な
心
情
を
回
想
的
に
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
6
一

い
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
独
歩
作
品
と
同
名
小
説
で
あ
る
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
早
い
時
期
か
ら
独
歩
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

確
か
に
両
作
品
は
、
帰
ら
ぬ
少
年
の
日
々
の
悲
し
い
経
験
を
回
想
的
に
描
い
て
い
る
感
傷
性
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
以
下
、
具
体
的
に
作

品
に
即
し
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
論
を
進
め
る
都
合
上
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
の
あ
ら
す
じ
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
十
八
才
の
感
情
的
で
多
血
質
の
文
学
少
年

文
浩
は
、
従
妹
の
十
六
才
の
蘭
秀
に
恋
心
を
寄
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
蘭
秀
は
親
の
意
見
に
従
っ
て
、
あ
る
金
持
ち
の
十
五
才
に
な
る
智
恵
遅
れ

の
少
年
と
結
婚
す
る
こ
と
と
な
る
。
文
浩
は
蘭
秀
の
文
学
的
才
能
を
認
め
、
そ
の
ま
ま
智
恵
遅
れ
の
少
年
の
妻
に
な
る
こ
と
を
惜
し
み
、
一
緒

に
ソ
ウ
ル
ヘ
逃
げ
よ
う
と
誘
う
が
、
唐
突
な
申
し
出
に
蘭
秀
は
た
だ
驚
く
だ
け
で
応
じ
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
、
東
京
留
学
か
ら
帰
っ
て
き

た
文
浩
も
、
そ
の
間
に
結
婚
し
て
一
児
の
父
親
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
作
品
の
悼
尾
に
お
い
て
文
浩
は
、
η
も
う
我
々
も
い
つ
の
ま
に
か
大

人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
少
年
の
天
国
は
永
遠
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
し
と
い
い
な
が
ら
笑
っ
て
い
る
が
、
眼
に
は
涙
が
あ
ふ

れ
て
い
る
、
と
い
う
感
傷
性
あ
ふ
れ
る
描
写
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
に
は
独
歩
的
な
ア
イ
デ
ア
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
作
品
の
題
材

が
少
年
期
の
感
傷
世
界
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
独
歩
の
門
少
年
の
悲
哀
』
は
、
主
人
公
が
十
二
才
の
時
、
あ
る
青
棲
で
出
会
っ
た
若
い
女
の
悲

し
み
に
う
た
れ
た
こ
と
を
、
十
七
年
経
っ
た
今
日
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
回
想
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
作
品
で
あ
り
、
一
方
、
李
光
沫
の
『
少

年
の
悲
哀
』
は
、
主
人
公
が
少
年
時
代
、
従
妹
と
の
淡
い
恋
が
破
れ
た
悲
哀
を
回
想
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
作

品
と
も
に
過
ぎ
去
っ
た
少
年
の
臼
々
の
悲
し
い
経
験
を
回
想
的
に
描
い
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
悲
し
い
兄
弟
愛
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ
る
。
独
歩
の
禰
少
年
の
悲
哀
』
は
、
少
年
の
眼
か
ら
見
た
漂
泊
の
女
の
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悲
哀
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
悲
し
い
姉
弟
愛
が
潜
ん
で
い
る
。
主
人
公
が
十
二
才
の
時
、
下
男
の
徳
二
郎
に
つ
れ
ら
れ
て
、
あ
る
青
棲
に
行
き
、

そ
こ
で
可
憐
な
遊
女
と
出
会
う
。
遊
女
は
、
主
人
公
の
少
隼
を
自
分
の
弟
に
似
て
い
る
と
い
い
、
両
親
に
死
別
し
た
後
、
そ
の
弟
と
は
生
き
別

れ
に
な
っ
て
い
る
と
語
り
、
自
分
も
近
い
う
ち
に
朝
鮮
に
違
れ
て
行
か
れ
る
の
で
、
も
う
こ
の
世
で
弟
に
会
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ

て
泣
く
。
生
死
も
分
か
ら
な
い
た
っ
た
一
人
の
肉
親
で
あ
る
弟
の
代
わ
り
に
、
せ
め
て
弟
に
似
た
主
人
公
の
少
年
に
一
度
会
い
た
い
と
願
う
薄

幸
の
女
の
切
な
い
ほ
ど
悲
し
い
兄
弟
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
李
光
沫
の
門
少
年
の
悲
哀
』
で
は
、
感
受
性
豊
か
な
少
年
文
浩
は
、
従
妹

蘭
秀
を
愛
し
て
い
る
が
、
彼
女
は
父
母
の
勧
め
で
、
あ
る
智
恵
遅
れ
の
少
年
と
結
婚
す
る
。
封
建
的
な
両
親
の
せ
い
で
、
従
妹
へ
の
思
慕
を
断

た
れ
、
文
浩
は
言
い
表
せ
な
い
悲
哀
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
東
京
へ
留
学
す
る
。
美
貌
と
才
能
の
あ
る
従
妹

が
智
恵
遅
れ
の
男
と
結
婚
す
る
こ
と
を
切
な
く
見
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
文
浩
の
兄
妹
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
共
通
性
を
み
て
と
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
両
作
品
と
も
に
作
品
の
中
で
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
こ
と
を
語
る
く
だ
り
が
あ
る
。
独
歩
の
門
少
年
の
悲
哀
』
で
は
冒
頭
部
に
、
主
人

公
を
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
。

　
僕
は
僕
の
少
年
の
時
代
を
田
舎
で
過
ご
さ
し
て
呉
れ
た
父
母
の
好
意
を
感
謝
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
若
し
僕
が
八
才
の
時
父
母
と
共
に
東
京
に
出
て
居
た
な

ら
ば
、
僕
の
今
日
は
余
程
違
っ
て
居
た
だ
ら
う
と
思
ふ
。
少
な
く
と
も
僕
の
智
恵
は
今
よ
り
も
進
ん
で
屠
た
代
わ
り
に
僕
の
心
は
ヲ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
一
巻
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
7
一

高
遠
に
し
て
清
新
な
る
詩
想
を
受
用
し
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
、
・
ら
う
と
信
ず
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
が
田
舎
で
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
以
上
に
自
由
な
心
を
持
ち
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
さ
せ
て
い

る
。
一
方
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
文
浩
が
結
婚
の
決
ま
っ
た
従
妹
に
、
一
緒
に
ソ
ウ
ル
ヘ
逃
げ
よ
う
と
誘
う
と
こ
ろ
で
、

　
㍗
こ
の
ば
か
！
L
と
言
い
な
が
ら
も
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
惜
し
い
詩
人
が
と
う
と
う
一
人
い
な
く
な
る
の
を
嘆
い
た
。
ま
た
、
自
分
が

最
も
好
き
だ
っ
た
妹
を
他
人
に
奪
わ
れ
る
の
が
悔
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
る
で
英
国
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
そ
の
妹
と
一
生
を
共
に
過
ご
し
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
8
一

に
、
自
分
も
蘭
秀
と
一
生
を
と
も
に
お
く
り
た
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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と
、
ワ
i
ズ
ワ
ー
ス
兄
弟
の
よ
う
に
妹
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
と
願
わ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
と
も
に
文
脈
の
中
に
ワ
i
ズ
ワ
ー
ス
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
独
歩
の
『
少
年
の

悲
哀
』
は
、
冒
頭
の
囚
行
が
、
「
少
年
の
歓
喜
が
詩
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
年
の
悲
哀
も
ま
た
詩
で
あ
る
。
自
然
の
心
に
宿
る
歓
喜
に
し
て
若
し

歌
ふ
べ
く
ん
ば
自
然
の
心
に
さ
・
や
く
悲
哀
も
亦
歌
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
し
と
い
う
よ
う
に
「
少
年
」
の
「
悲
哀
」
が
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
つ
ら
ね
て
、
作
品
の
主
題
で
あ
る
人
生
の
別
離
を
少
年
の
眼
を

通
し
て
み
つ
め
さ
せ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
別
れ
と
い
う
人
生
の
悲
し
み
を
、
悠
々
た
る
自
然
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
や
る
せ
な
い
悲
哀
を

　
　
　
　
　
　
一
3
9
一

描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
、
主
題
、
構
成
の
い
ず
れ
の
点
で
も
に
お
い
て
、
こ
の
独
歩
の
作
品
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
想
に
導
か

れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
李
光
沫
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
受
容
は
、
そ
の
直
接
的
な
享
受
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
独
歩
の
門
少
年
の
悲
哀
』
に
受
容
さ
れ
た

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
詩
想
を
聞
接
的
に
享
受
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
際
に
、
こ
の
作
品
の
中
で
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
な
詩
想
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
柵
一

見
い
だ
す
こ
と
は
、
主
題
と
関
連
さ
せ
て
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
か
か
わ

り
を
指
摘
で
き
る
の
は
前
掲
の
一
節
し
か
な
く
、
主
題
と
の
関
連
な
ど
を
言
及
す
る
余
地
は
な
い
。
さ
ら
に
李
光
沫
が
こ
の
時
期
、
ワ
i
ズ
ワ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
幻
一

ス
の
思
想
や
自
然
観
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
外
証
も
ま
っ
た
く
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
李
光
沫
が
直
接
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
を
受
容
し
て
そ
の
経
歴
を
知
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
独
歩
か
ら
の
聞
接
的
影
響
を
通
し
て
ワ
i
ズ
ワ
ー
ス
を
知
っ
た
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
両
作
品
と
も
に
田
舎
の
叔
父
の
家
を
小
説
の
場
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
李
光
沫
の
門
少
年
の
悲
哀
眺
の
舞
台
は
主
に
蘭
秀
の
家
。

そ
こ
は
ま
た
文
浩
の
叔
父
の
家
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
蘭
秀
の
結
婚
話
を
中
心
と
し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
独
歩
の
場
合
も

主
人
公
が
八
才
か
ら
十
五
才
ま
で
田
舎
の
叔
父
の
家
で
暮
ら
し
た
時
の
経
験
が
物
語
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
場
の
共
通
性
も
無
視
し
が

た
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
に
、
小
説
の
結
末
の
共
通
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
李
光
沫
の
門
少
年
の
悲
哀
』
で
は
、
愛
す
る
従
妹
蘭
秀
が
智
恵
遅
れ
の
青
年
と
結
婚
し

た
た
め
に
、
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
ず
、
文
浩
は
東
京
へ
留
学
す
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、
か
れ
も
結
婚
し
一
児
の
父
親
と
な
っ
て
、
留
学
先
か
ら

帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。
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私
を
迎
え
て
く
れ
る
従
妹
た
ち
の
な
か
に
、
も
う
蘭
秀
の
姿
は
な
か
っ
た
。
一
中
略
一
三
年
前
の
楽
し
い
口
］
々
は
永
遠
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
文
浩
は
泣

き
た
か
っ
た
。
で
も
、
三
年
前
の
よ
う
に
は
涙
が
で
な
い
。
一
中
略
一
あ
あ
！
も
う
わ
た
し
た
ち
も
大
人
に
な
り
ま
し
た
ね
、
少
年
の
天
国
は
永
遠
に
過
ぎ
去
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
棚
一

て
し
ま
い
ま
し
た
ね
、
と
笑
い
な
が
ら
も
、
眼
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
楽
し
か
っ
た
少
年
の
日
々
も
、
蘭
秀
と
の
愛
が
終
わ
っ
た
と
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
と
き
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
て
主

人
公
の
心
に
宿
っ
た
悲
哀
の
追
憶
は
、
甘
美
な
涙
と
と
も
に
思
い
出
さ
れ
る
と
い
う
結
び
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

　
一
方
、
独
歩
の
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
主
人
公
が
十
二
才
の
時
、
あ
る
青
棲
で
出
会
っ
た
薄
幸
の
女
の
悲
し
み
に
心
う
た
れ
た
こ
と
を
、
十

七
年
経
っ
た
今
日
ま
で
、
そ
の
夜
の
光
景
と
あ
わ
せ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
と
語
っ
た
後
、
次
の
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
今
は
た
、
・
其
時
の
僕
の
心
持
を
思
ひ
起
し
て
さ
え
堪
え
難
い
、
深
い
、
静
か
な
、
や
る
瀬
の
な
い
悲
哀
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
其
後
徳
二
郎
は
僕
の
叔
父

の
世
話
で
立
派
な
百
姓
に
な
り
今
で
は
二
人
の
1
日
ル
の
父
親
に
な
つ
て
い
る
。
流
れ
の
女
は
朝
鮮
に
流
れ
渡
つ
て
後
、
更
に
何
処
の
果
て
に
漂
泊
し
て
其
果
敢

な
い
生
涯
を
送
つ
て
居
る
や
ら
、
そ
れ
と
も
既
に
此
世
を
辞
し
て
寧
ろ
静
粛
な
死
の
国
に
赴
い
た
こ
と
や
ら
、
僕
は
無
論
知
ら
な
い
し
徳
二
郎
も
知
ら
ん
ら

　
一
蝸
一

し
い
。
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主
人
公
も
大
人
に
な
り
、
徳
二
郎
も
結
婚
し
て
二
児
の
父
親
に
な
っ
て
い
る
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
女
と
の
出
会
い
の
追
憶
は
、
心
の
申
に
い

っ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
結
び
は
、
李
光
沫
の
作
品
の
結
末
と
共
通
す
る
拝
情
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
以
上
、
五
項
目
に
わ
た
っ
て
李
光
沫
と
独
歩
の
同
名
小
説
『
少
年
の
悲
哀
』
の
共
通
性
を
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
は
、
李
光
沫
の

『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
発
想
、
題
材
、
主
題
、
構
成
、
予
情
性
の
質
な
ど
の
点
で
独
歩
の
同
名
小
説
の
影
響
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
光
沫
の
判
少
年
の
悲
哀
k
に
は
、
独
歩
の
他
の
作
品
の
影
響
が
一
部
に
認
め
ら
れ
る
。
最
後

に
そ
の
点
を
考
察
し
て
お
こ
う
。

　
こ
の
時
代
の
独
歩
の
作
品
に
『
画
の
悲
し
み
㌧
馬
上
の
友
』
な
ど
少
年
時
代
を
回
想
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、

李
光
沫
の
椚
少
年
の
悲
哀
』
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
影
響
を
も
受
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
の
造
型
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
門
画
の
悲
し
み
』
の
中
で
、
主
人
公
の
岡
本
が
、
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自
分
は
美
少
年
で
は
あ
つ
た
が
、

　
　
　
一
似
）

績
を
得
る
。

乱
暴
な
傲
慢
な
、
喧
嘩
好
き
の
少
年
、

お
ま
け
に
何
時
も
級
の
一
番
を
占
め
て
居
て
、
試
験
の
時
は
必
ず
最
優
等
の
成

と
　
回
想
す
る
主
人
公
自
身
の
自
画
像
は
、

李
光
沫
が
『
少
年
の
悲
哀
』

の
冒
頭
で
、

　
文
浩
は
、
田
舎
の
あ
る
中
学
に
通
う
十
八
才
に
な
る
青
年
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
だ
脊
年
と
言
わ
れ
る
の
が
嫌
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蛎
一

で
多
血
質
で
あ
る
上
、
才
能
あ
る
少
年
と
し
て
学
校
の
成
績
も
い
つ
も
ク
ラ
ス
の
一
、
二
等
を
占
め
た
。

少
年
と
自
称
し
て
い
る
。
彼
は
感
情
的

と
、
回
想
す
る
自
画
像
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
独
歩
の
『
悪
魔
』
の
中
に
お
け
る
主
人
公
と
従
妹
の
君
子
と
の
関
係
を

た
ど
っ
て
い
け
ば
、
李
光
沫
の
司
少
年
の
悲
哀
』
の
主
人
公
と
従
妹
蘭
秀
と
の
関
係
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ

ば
、

　
蘭
秀
は
愛
ら
し
く
つ
つ
ま
し
い
才
気
あ
る
娘
で
あ
る
。
そ
の
従
兄
な
る
文
浩
は
、
従
妹
た
ち
を
愛
す
る
が
、
中
で
も
特
別
に
蘭
秀
が
好
き
だ
っ
た
。
一
中
略
一

彼
は
ま
だ
女
子
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
交
際
す
る
女
子
は
従
妹
た
ち
と
、
四
五
人
の
親
戚
の
女
の
子
だ
け
で
あ
る
。
一
申
略
一
実
妹
の
芝
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鮎
一

よ
り
も
従
妹
の
蘭
秀
を
も
っ
と
愛
し
た
。

一ユ93一

と
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
独
歩
の

『
悪
魔
』
の
中
の
次
の
部
分
と
類
似
し
て
い
る
。

　
「
君
子
は
十
六
、
自
分
は
二
十
従
兄
妹
同
士
で
仲
善
で
、
自
分
は
誰
よ
り
も
君
子
が
好
き
、
君
子
も
自
分
が
好
き
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
し
一
申
略
一
自
分
は

子
供
の
時
分
か
ら
他
の
腕
白
仲
聞
と
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
は
余
り
な
か
っ
た
。
な
る
べ
く
単
独
で
悪
戯
が
為
た
か
つ
た
。
た
、
・
其
中
に
君
子
に
だ
け
は
心
置
き

な
く
遊
ぶ
こ
と
が
出
来
、
君
子
は
自
分
の
従
妹
で
あ
る
ば
か
り
か
、
時
に
は
姉
の
や
う
な
心
持
も
し
て
、
長
ず
る
に
従
ひ
、
益
々
君
子
と
親
み
、
其
姿
を
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
一

三
日
見
な
い
と
、
如
何
も
物
足
ず
感
じ
て
淋
し
さ
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
二
人
の
従
妹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
を
愛
し
な
が
ら
も
、

新
し
い
人
が
現
わ
れ
る
と
、
そ
の
男
に
恋
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
も
共
通
性
が
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見
ら
れ
る
。
瑚
悪
魔
』

で
は
、

　
　
　
「
君
子
は
初
め
自
分
を
愛
し
て
居
た
が
、
然
し
そ
れ
は
所
謂
る
従
兇
妹
の
恋
で
言
ふ
に
足
り
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
柵
〕

　
分
は
確
か
に
二
人
の
恋
の
成
立
べ
き
を
思
つ
た
。
し

と
い
う
よ
う
に
、
従
妹
君
子
は
、
東
京
か
ら
帰
省
し
て
い
る
浅
海
謙
輔
に
心
を
寄
せ
て
い
く
。

る
智
恵
遅
れ
の
青
年
と
結
婚
が
決
ま
っ
た
蘭
秀
に
対
し
て
、
文
浩
は
そ
の
結
婚
を
反
対
す
る
が
、

謙
輔
が
来
て
か
ら
、
君
子
の
心
は
大
い
に
傾
き
、

一
方
、
李
光
沫
の

『
少
年
の
悲
哀
』
で
も

　
　
　
「
蘭
秀
は
そ
の
男
に
会
い
た
い
気
持
ち
が
ま
ん
ざ
ら
な
い
で
も
な
い
よ
う
だ
。
一
中
略
一
蘭
秀
は
今
ま
で
最
も
好
き
だ
っ
た
文
浩
よ
り
も
、
ま
だ
会
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
柵
〕

　
　
こ
と
の
な
い
、
そ
の
男
の
こ
と
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
」

と
思
う
ほ
ど
、
す
で
に
蘭
秀
の
心
は
、
一
面
識
の
な
い
婚
約
者
の
方
に
傾
い
て
い
く
。
ま
た
、
従
妹
が
外
の
男
と
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃

し
た
時
、
主
人
公
が
と
っ
た
態
度
に
も
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
悪
魔
蜴
で
は
、
謙
輔
の
出
現
に
よ
っ
て
、
君
子
の
態
度
に
異
変
を
感
じ
た

主
人
公
は
、

　
　
今
ま
で
に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
、
う
ら
悲
し
い
懐
が
し
て
、
涙
さ
え
誘
ふ
ば
か
り
に
な
つ
た
。
今
か
ら
思
ふ
と
、
自
分
は
其
頃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
0
一

　
　
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
一
中
略
一
我
知
ら
ず
深
い
哀
み
を
感
じ
た
か
。
此
悲
哀
は
恋
の
果
敢
さ
の
悲
哀
で
は
な
い
か
。
L

と
、
愛
す
る
君
子
へ
の
恋
が
破
れ
た
こ
と
に
対
し
て
深
い
悲
し
み
を
覚
え
る
が
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
も
同
じ
く

め
に
、
そ
の
恋
が
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
言
い
表
せ
な
い
悲
哀
を
感
じ
る
。

　
文
浩
は
、
蘭
秀
の
晴
れ
着
姿
と
髪
型
の
変
わ
っ
た
様
子
を
見
た
時
、
言
い
表
せ
な
い
悲
哀
と
嫌
悪
を
感
じ
た
。
蘭
秀
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
引
一

た
と
思
う
と
、
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
ず
、
涙
が
ほ
お
を
つ
た
っ
て
流
れ
だ
し
た
。

君
子
を
恋
ひ
し
て
屠
た

従
妹
の
結
婚
の
た

昨
夜
あ
の
男
と
初
夜
を
過
ご
し

一工92一
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こ
の
よ
う
に
、
両
者
と
も
に
従
妹
へ
の
恋
が
断
た
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
違
う
に
し
て
も
、
従
妹
が
、
最
初
は
主
人
公
を
愛
し
て
い
た
が
、

新
し
い
人
が
現
わ
れ
る
と
同
時
に
、
次
第
に
そ
っ
ち
の
方
へ
心
が
傾
き
、
っ
い
に
別
の
男
と
結
婚
す
る
。
そ
う
い
う
従
妹
の
姿
を
、
切
な
く
見

送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
主
人
公
の
悲
哀
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
李
光
沫
は
門
少
年
の
悲
哀
』
を
書
く
と
き
、
独
歩
の
『
少
年
の
悲
哀
』
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
一
連
の
少
年

物
の
作
品
か
ら
も
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
の
少
年
時
代
の
経
験
世
界
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
光
沫
の
笥
少
年
の

悲
哀
』
を
ト
ー
タ
ル
に
み
る
と
き
、
帰
ら
ぬ
少
年
の
頃
の
甘
美
な
悲
哀
を
追
懐
し
、
悲
し
い
兄
弟
愛
を
語
る
と
い
っ
た
題
材
と
発
想
、
そ
れ
に

予
情
性
の
質
に
お
い
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
、
独
歩
文
学
の
中
で
は
、
明
ら
か
に
『
少
年
の

悲
哀
』
か
ら
の
影
響
を
よ
り
大
き
く
受
け
た
作
品
と
判
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

四
、
む
す
び

　
以
上
、
『
日
の
出
』
と
『
献
身
者
』
、
そ
し
て
同
名
小
説
糊
少
年
の
悲
哀
』
の
二
組
の
作
品
の
比
較
と
分
析
を
通
し
て
李
光
沫
の
初
期
作
品
に

及
ぼ
さ
れ
た
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
を
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
題
材
、
発
想
、
構
成
、
叙
述
形
式
、
仔

情
性
に
お
い
て
国
木
田
独
歩
の
小
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
李
光
沫
に
お
け
る
国
木
田
独
歩
の
影
響
は
、
た
ん
に
一
作
品
と
一
作
品
の
間
の
影
響
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
は
独
歩
の
文
学
か
ら

以
下
の
よ
う
な
も
の
を
学
ん
で
い
た
。
例
え
ば
、
門
献
身
者
』
で
は
、
一
人
称
観
察
者
視
点
と
い
う
新
し
い
叙
述
形
式
を
韓
国
の
近
代
文
学
に

お
い
て
初
め
て
試
み
た
こ
と
、
そ
し
て
『
少
年
の
悲
哀
』
で
は
、
小
説
の
題
材
を
自
分
の
少
年
時
代
の
経
験
世
界
か
ら
取
材
す
る
と
い
う
手
法

を
学
ん
だ
こ
と
。
そ
れ
に
独
歩
の
書
簡
体
小
説
岡
お
と
づ
れ
』
の
影
響
を
受
け
て
韓
国
最
初
の
書
簡
体
小
説
『
幼
き
友
へ
』
を
執
筆
し
た
こ
と
、

と
い
っ
た
点
に
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
本
稿
で
は
提
起
に
と
ど
ま
っ
た
初
期
創
作
期
の
最
後
の
論
説
文
榊
余
の
自
覚
せ
る
人
生
』

に
お
け
る
人
生
観
や
字
宙
観
な
ど
に
み
ら
れ
る
独
歩
的
生
存
思
想
を
加
え
る
と
、
李
光
沫
が
い
か
に
独
歩
の
作
品
を
よ
く
読
み
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
で
い
た
か
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
李
光
沫
の
初
期
文
学
活
動
は
、
外
国
文
学
の
影
響
を
除
い
て
は
、
そ
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
、
バ
イ
ロ
ン
、

夏
目
漱
石
、
木
下
尚
江
な
ど
は
、
李
光
沫
自
身
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
、
そ
の
作
品
名
が
記
述
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
影
響
関
係

191



が
と
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
木
田
独
歩
に
関
し
て
は
、
早
い
時
期
か
ら
そ
の
影
響
は
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
2
一

究
と
し
て
は
門
少
年
の
悲
哀
』
一
作
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
筆
者
と
し
て
は
、
そ
の
研
究
内
容
に
も
う
な
づ
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ

に
は
理
由
が
な
く
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
李
光
沫
自
身
、
独
歩
文
学
の
具
体
的
な
作
品
名
に
ま
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
、
李
光
沫
が
外
国
文
学
の
影
響
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
独
歩
に
触
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
自
体
に
も
当
然
独
歩
の
影
響
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
本
稿
に
お
い
て
『
少
年
の
悲
哀
』
の
ほ
か
に
、
新
た
に
唄
献
身
者
』
に
独
歩
の
影
響
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
前
稿
に
お
け
る
『
幼
き
友
へ
㎏
へ
の
独
歩
の
影
響
の
確
認
と
合
わ
せ
て
、
岡
少
年
の
悲
哀
』
以
来
足
踏
み
状
態
に
あ
っ
た
李
光
沫
と
独
歩

と
の
影
響
関
係
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
う
し
て
独
歩
の
影
響
を
受
け
た
初
期
の
作
品
以
後
一
李
光
沫
の
文
学
活
動
は

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
吸
収
し
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
研
究
は
、
今
後
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

注
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月
一
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一
9
）
李
光
沫
が
東
京
留
学
と
関
連
し
て
言
及
し
た
文
一
咽
李
光
沫
全
集
』
一
巻
～
二
〇
巻
に
よ
る
）
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
「
東
京
へ
行
っ
て
初
め
て
新
文
学
に
接
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
何
を
読
ん
だ
が
よ
く
覚
え
て
い
な
い
が
、
国
木
田
独
歩
な
ど
を
読
み
ま
し
た
」

　
　
　
一
「
多
難
た
る
半
生
の
途
程
」
一

　
　
　
「
そ
れ
は
中
学
に
通
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
国
木
田
独
歩
の
短
編
と
と
も
に
夏
團
漱
石
の
長
編
が
好
き
だ
っ
た
」
一
「
無
情
を
書
く
時
と
そ
の
後
し

　
　
　
「
日
本
人
の
も
の
で
は
夏
冒
漱
石
と
国
木
田
独
歩
の
作
品
で
す
が
、
今
は
夏
圏
の
も
の
は
そ
ん
な
に
再
讃
し
た
い
と
思
わ
な
い
が
、
国
木
田
独
歩
の
芸
術

　
　
だ
け
は
、
い
つ
も
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
一
「
李
光
沫
氏
と
の
交
談
録
」
一

一
m
一
李
光
沫
が
国
木
田
独
歩
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
q
李
光
沫
全
集
』
　
一
～
二
〇
に
よ
る
一

　
　
　
「
多
難
た
る
半
生
の
途
程
」
の
中
の
〈
文
学
生
活
の
種
〉
三
九
一
頁
、
「
無
情
を
善
く
時
と
そ
の
後
」
四
〇
〇
頁
、
全
集
十
四
巻
、
「
李
光
沫
と
の
交
談
録
」

　
　
の
申
の
〈
作
品
の
話
〉
二
四
八
頁
、
全
集
二
〇
巻
、
「
私
の
少
年
時
代
十
八
才
少
年
が
東
京
で
書
い
た
日
記
」
の
中
の
〈
降
煕
四
年
一
月
四
日
一
火
曜
一
〉

　
　
十
七
頁
、
全
集
十
九
巻
、
㍗
私
が
小
説
を
推
薦
す
る
な
ら
ば
L
四
〇
〇
頁
、
全
集
十
九
巻

一
u
一
拙
稿
「
李
光
沫
の
初
期
書
簡
体
小
説
の
中
に
現
れ
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
i
「
幼
き
友
へ
」
と
「
お
と
づ
れ
」
を
中
心
に
L
一
『
韓
国
日
語
日
文
学
研
究
』

　
　
第
二
四
輯
、
一
九
九
四
年
六
月
一
「
韓
国
の
近
代
文
学
の
中
に
現
れ
た
国
木
田
独
歩
の
影
響
n
l
書
簡
体
小
説
と
枠
小
説
に
お
け
る
形
式
の
影
響
を
め
ぐ
っ

　
　
て
1
」
一
『
文
学
研
究
論
集
』
筑
波
大
学
比
較
理
論
文
学
会
十
一
号
、
一
九
九
四
年
三
月
一
、
こ
の
二
つ
の
論
文
の
申
で
『
幼
き
友
へ
』
が
独
歩
の
影
響
を

　
　
受
け
た
と
初
め
て
指
摘
し
た
。

一
u
一
丙
余
の
自
覚
せ
る
人
生
』
は
、
李
光
沫
が
自
分
の
中
学
時
代
の
精
神
遍
歴
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
論
説
文
に
語
ら
れ
て
い
る
人
生
観
や
字
宙
観
は
、

　
　
後
の
李
光
沫
の
文
学
を
方
向
づ
け
て
く
れ
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
論
説
文
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
学

　
　
的
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
中
で
特
に
、
独
歩
文
学
の
影
響
の
定
測
は
今
後
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

一
蝸
一
前
掲
載
注
u
に
同
じ

一
μ
一
前
掲
載
注
u
に
同
じ

一
1
5
一
李
光
沫
の
処
女
作
門
愛
か
』
は
明
治
学
院
中
学
に
在
学
中
、
同
窓
会
誌
『
自
金
学
報
蛙
一
十
九
号
一
九
〇
九
年
十
二
月
十
五
日
発
行
一
の
申
に
李
費
鏡
と

　
　
い
う
名
で
臼
本
文
で
書
い
た
短
編
小
説
。
思
春
期
の
青
年
の
孤
独
と
渇
愛
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
1
6
一
李
光
沫
は
『
彼
の
自
叙
樽
』
と
い
う
作
品
の
申
で
、
五
山
学
校
で
の
教
員
生
活
と
設
立
者
に
つ
い
て
回
想
し
て
い
る
。
一
『
李
光
沫
全
集
』
第
九
巻
一
三
〇

　
　
六
⊥
三
〇
頁

　
　
金
允
植
「
李
昇
薫
と
五
山
学
校
」
一
門
李
光
沫
と
彼
の
時
代
』
ハ
ン
ギ
ル
社
、
一
九
八
六
年
一
二
四
八
～
二
五
七
頁

一
1
7
一
〇
一
竃
葦
b
o
§
臣
俸
ぎ
σ
賢
～
①
彗
峯
彗
竃
「
ぎ
ミ
～
叶
忍
く
①
・
一
ω
」
一
3
邑
竃
§
婁
σ
・
ヨ
・
3
ε
男
婁
コ
8
巨
j
穿
①
・
一
婁
o
a
9
夢
z
婁

一！89一



忘
湧
睾
一
九
七
一
年
一

亥
即
⊇
津
o
『
饒
ω

螂
〔
げ
饅
『
凹
g
①
『

三
黒
o
q

一
四
八
頁

　
－
鼻
ω
；
巴
竃
巴
壱
一
ω

　
　
o
｛
①
く
巾
箏
房

｝
．
黒
四
ぎ
o
ケ
睾
篶
叶
睾
叶
色
び

　
　
○
ミ
目
津
睾
＜

N
1 向

導
睾
目
巴
o
σ
篤
『
く
娑
一
〇
目

　
o
｛
①
く
①
饒
a

髪
饒
ぎ
o
h
0
ケ
饅
H
串
o
箒
『
訂
…
π

　
昌
岬
a
o
ぽ
｝
『
｝
o
后
『
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z
黒
『
落
實
昌
け
　
　
　
杜
．
＞
富
ζ
ユ
〔
o
『
o
嚢
己
9
竃
け
　
　
　
　
ω
．
＞
算
ぼ
『
叶
竺
ω
ω
叶
o
q
曽

　
　
　
国
o
プ
｝
『
饅
g
g
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
暮
σ
o
『
8
二
ω
g
o
『
く
　
　
　
　
　
　
　
　
而
×
箒
『
］
巴
o
ぴ
ω
睾
く
零

　
　
　
ぎ
ω
8
q

　
　
金
永
和
「
金
東
仁
小
説
の
視
点
し
一
『
韓
国
の
現
代
小
説
研
究
』
セ
ム
ン
社
、
一
九
九
〇
年
参
照
一
こ
の
四
つ
の
様
式
の
中
で
韓
国
の
古
典
小
説
で
見
ら
れ

　
　
な
い
も
の
は
2
と
3
の
様
式
で
あ
る
。
新
小
説
や
一
九
二
〇
年
代
の
他
の
小
説
で
も
こ
の
よ
う
な
様
式
は
見
あ
た
ら
な
い
。
3
の
様
式
は
現
代
小
説
で
も

　
　
部
分
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
完
全
に
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
小
説
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
2
の
形
式
、
す
な
わ
ち
副
人
物
が
登

　
　
場
し
て
主
人
物
を
観
察
し
、
そ
れ
を
語
る
様
式
が
一
九
二
〇
年
代
の
小
説
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
献
身
者
』
は
そ
の
先
駆
的

　
　
な
作
品
と
言
え
よ
う
。

一
禍
）
朱
鐘
演
「
李
光
沫
の
初
期
短
編
小
説
考
」
一
門
崔
南
善
と
李
光
沫
の
文
学
』
セ
ム
ン
社
、
一
九
八
六
年
一
工
－
二
一
六
頁

一
1
9
）
李
光
沫
『
献
身
者
』
（
『
李
光
沫
全
集
』
一
巻
一
五
三
四
～
五
三
五
頁

一
2
0
）
金
乗
詰
「
一
九
二
〇
年
代
の
翻
訳
文
学
」
一
『
韓
国
近
代
翻
訳
文
学
史
研
究
㎞
乙
酉
文
化
社
、
一
九
八
八
年
一
四
一
四
～
四
六
〇
頁
参
照

　
　
李
在
銑
「
叙
述
者
の
役
割
と
叙
述
類
型
し
一
門
韓
国
短
編
小
説
の
研
究
』
一
潮
閣
、
一
九
七
五
年
一
六
〇
～
九
四
頁
参
照
、
に
よ
る
と
、
エ
ド
カ
・
ア
ラ
ン
・

　
　
ポ
ー
の
一
連
の
一
人
称
小
説
や
ゲ
ー
テ
の
「
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
」
な
ど
の
一
人
称
書
簡
体
小
説
の
翻
訳
と
紹
介
は
一
九
二
〇
年
代
ま
で
待
た
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。

一
2
ユ
一
滝
藤
義
満
「
「
武
蔵
野
」
と
「
源
お
ぢ
」
L
一
門
国
木
田
独
歩
』
塙
書
房
、
一
九
八
六
年
一
二
二
一
頁

（
2
2
）
語
り
手
を
設
定
し
た
小
説
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
門
鹿
狩
』
明
三
一
年
、
『
少
年
の
悲
哀
』
明
三
五
年
、
門
固
の
悲
し
み
』
塑
二
五
年
、
『
酒
中
日
記
』
明
三
五
年
、
『
日
の
出
』
嬰
二
六
年
、
門
運
命
論
者
』

　
　
明
三
六
年
、
阿
馬
上
の
友
』
明
三
六
年
、
門
非
凡
な
る
凡
人
』
明
三
六
年
、
『
女
難
』
明
三
六
年
、
『
正
直
者
』
明
三
六
年
、
門
山
の
力
』
明
三
六
年
、
門
春
の

一188一
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鳥
』
明
三
七
年
、
『
帽
』
明
三
九
年
、
『
あ
の
時
分
』
明
三
九
年
、
『
肱
の
侮
辱
』
明
四
〇
年
、
の
よ
う
に
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
一
人
称
小

　
　
説
に
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
2
3
一
山
田
博
光
「
春
の
鳥
」
一
『
国
木
田
独
歩
論
考
』
創
世
紀
、
昭
和
五
三
）
一
九
八
頁

（
脳
一
国
木
田
独
歩
『
日
の
出
』
（
刊
国
木
田
独
歩
全
集
』
三
巻
一
八
三
、
八
四
、
八
五
、
八
七
頁

一
2
5
一
李
昇
薫
二
八
六
四
～
一
九
三
〇
一
は
、
平
安
北
道
出
身
。
も
と
商
人
だ
っ
た
が
、
四
十
才
す
ぎ
て
、
安
昌
浩
の
演
説
に
感
銘
を
受
け
、
私
財
を
投
げ
う
っ

　
　
て
一
九
〇
七
年
、
五
山
学
校
を
設
立
し
た
。

一
2
6
一
李
光
沫
刊
献
身
者
』
（
『
李
光
沫
全
集
』
一
巻
一
五
三
八
頁

一
2
7
）
同
前
書
、
五
三
六
頁

（
2
8
）
同
前
書
、
五
三
六
頁

一
2
9
）
国
木
田
独
歩
『
日
の
出
』
（
刊
国
木
田
独
歩
全
集
』
三
巻
）
九
二
頁

一
3
0
一
同
前
曹
、
九
三
頁

一
3
ユ
）
同
前
害
、
九
八
頁

一
3
2
一
李
光
漆
『
献
身
者
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
一
巻
一
五
三
七
頁

一
3
3
一
李
光
沫
は
、
他
の
作
家
と
違
い
、
国
木
田
独
歩
に
関
し
て
は
作
晶
名
を
言
わ
ず
に
、
た
だ
短
編
、
あ
る
い
は
諾
短
編
集
を
読
ん
だ
と
し
か
言
及
し
て
い
な

　
　
い
。

一
3
4
一
李
光
沫
「
多
難
た
る
半
生
の
途
程
」
（
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
ニ
ニ
九
一
頁

一
3
5
）
当
時
の
韓
国
の
留
学
生
は
だ
い
た
い
小
学
校
を
終
え
た
だ
け
で
、
日
本
に
来
た
の
で
、
難
し
い
日
本
文
学
を
読
む
能
力
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
能

　
　
力
を
磨
く
た
め
に
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
読
み
や
す
い
、
わ
か
り
や
す
い
う
え
に
親
近
感
の
あ
る
独
歩
の
一
連
の
少
年
物
は
彼
ら
に
と
っ

　
　
て
淋
し
さ
を
紛
ら
せ
て
く
れ
る
と
同
時
に
日
本
語
の
勉
強
の
た
め
に
も
絶
好
の
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
留
学
生
が
何
ら
か
の

　
　
形
で
独
歩
の
少
年
物
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
。
少
年
物
の
代
表
的
な
作
品
門
春
の
鳥
』
が
、
田
榮
澤
の
『
天
痴
？
天
才
？
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の

　
　
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
同
名
小
説
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
少
年
物
で
は
な
い
が
、
申
期
の
作
品
と

　
　
し
て
、
『
女
難
』
と
『
運
命
論
者
』
は
、
金
東
仁
の
『
ペ
タ
ラ
ギ
』
に
、
『
運
命
論
者
』
は
爺
鎮
午
の
門
馬
車
』
に
、
珂
日
の
出
』
は
李
光
沫
の
『
献
身
者
』

　
　
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
い
か
に
中
期
の
作
品
が
、
一
九
一
〇
年
代
の
韓
国
の
留
学
生
に
た
く
さ
ん
読
ま
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
の
で

　
　
あ
る
。

一
3
6
一
前
掲
載
注
五
、
六
に
同
じ

一187一
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46 45 44 43 42

国
木
田
独
歩
『
少
年
の
悲
哀
』
一
珂
国
木
田
独
歩
全
集
』
二
巻
一
四
七
五
頁

李
光
沫
列
少
年
の
悲
哀
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
一
十
六
頁

本
田
浩
「
作
品
と
解
説
」
一
『
国
木
田
独
歩
』
清
水
曹
院
、
昭
和
六
一
年
）
一
五
三
頁

李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
の
主
題
は
一
般
的
に
二
つ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
作
晶
の
前
半
部
に
あ
ら
わ
れ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
文
浩
が
従
妹
・

蘭
秀
に
抱
い
た
恋
心
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
後
半
都
に
あ
ら
わ
れ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
封
建
的
な
結
婚
制
度
に
対
す
る
反
抗
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

代
表
的
な
主
題
を
挙
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
「
少
年
の
悲
哀
」
は
、
文
浩
と
い
う
少
年
が
そ
の
従
妹
で
あ
る
蘭
秀
に
対
し
て
抱
い
た
感
情
を
物
語
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
敏
縞
「
春
園
の
初
期
作
品
考
し

　
一
『
現
代
文
学
』
通
巻
八
一
号
、
一
九
六
一
年
一
二
三
八
頁

②
主
人
公
の
少
年
は
従
妹
蘭
秀
を
心
か
ら
愛
す
る
。
し
か
し
、
蘭
秀
は
親
の
言
う
ま
ま
に
某
金
持
ち
の
智
恵
遅
れ
の
青
年
と
結
婚
す
る
。
一
面
識
も
な
し

　
に
一
生
を
決
め
る
旧
制
度
に
対
す
る
矛
盾
を
指
摘
し
た
作
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
社
会
慣
習
に
抵
抗
す
る
主
人
公
の
少
年
の
悲
哀
で
あ
る
。
弄

　
弘
老
一
『
韓
国
文
学
の
解
釈
学
的
研
究
』
　
一
志
社
、
一
九
七
六
年
一
二
〇
八
頁

李
光
沫
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
っ
い
て
言
及
し
た
の
は
、
一
九
二
四
年
十
二
月
か
ら
一
九
二
五
年
二
月
ま
で
連
載
し
た
門
朝
鮮
文
壇
』
に
お
け
る
「
文
学
講

話
」
と
い
う
題
で
文
学
論
を
論
じ
た
時
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
「
水
仙
花
」
を
翻
訳
し
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
の
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
秋

収
軍
」
と
い
う
詩
を
も
う
一
遍
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
前
後
に
し
て
し
ば
ら
く
ワ
i
ズ
ワ
i
ス
の
言
及
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
後
の
一
九
四
八

年
に
『
私
』
と
い
う
創
作
自
伝
の
中
で
、
五
山
学
校
時
代
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
書
物
を
持
っ
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
が
、
五
山
時
代
か
ら
す
で
に
四
十

年
と
い
う
時
間
も
過
ぎ
、
ま
た
、
他
の
圓
想
文
と
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
読
み
た
か
っ
た
と
い
う
希
望
を
語
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
節
が
見
え
る
。
一
『
李
光
沫
全
集
』
一
～
二
十
巻
参
照
一
ま
た
、
金
乗
詰
に
よ
れ
ば
、
韓
国
に
お
け
る
ワ
i
ズ
ワ
ー
ス
の
本
格
的
な
翻
訳
、

紹
介
は
一
九
三
〇
年
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
一
七
年
ま
で
の
李
光
沫
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
知
識
は
教
科
書
か
ら
の
も
の
で
あ

る
か
、
あ
る
い
は
読
ん
で
い
た
西
欧
文
学
な
い
し
日
本
の
小
説
の
中
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
珂
韓
国
近
代
翻
訳
文
学
史
研
究
』
乙
酉
文
化
社
、

一
九
七
五
年
一
一
珂
韓
国
近
代
西
洋
文
学
移
入
史
研
究
』
乙
酉
文
化
社
、
一
九
八
○
年
一
参
照

李
光
沫
『
少
年
の
悲
哀
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
一
二
一
頁

国
木
田
独
歩
『
少
年
の
悲
哀
』
（
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
二
巻
一
四
八
三
頁

国
木
田
独
歩
『
画
の
悲
し
み
』
一
『
国
木
田
独
歩
全
集
傷
二
巻
一
四
六
五
頁

李
光
沫
『
少
年
の
悲
哀
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
一
十
一
頁

同
前
書
、
十
一
頁
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（
4
7
）
国
木
田
独
歩
門
悪
魔
』
一
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
三
巻
一
一
九
六
、
一
九
九
頁

（
4
8
）
同
前
書
、
二
二
二
頁

一
鯉
）
李
光
沫
『
少
年
の
悲
哀
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
一
十
六
頁

（
5
0
）
国
木
田
独
歩
『
悪
魔
』
一
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
三
巻
）
二
〇
八
買

（
肌
）
李
光
沫
『
少
年
の
悲
哀
』
一
『
李
光
沫
全
集
』
十
四
巻
一
二
〇
頁

一
蘭
一
例
え
ば
、
宋
百
憲
氏
は
「
春
園
の
「
少
年
の
悲
哀
」
研
究
L
の
中
で
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
主
題
・
構
成
・
表
現
に
お
い
て
独
歩
の
門
少
年

　
　
　
の
悲
哀
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
氏
は
両
作
品
の
主
題
を
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
な
憧
僚
と
浪
漫
的
な
悲
哀
を
描
い
て
い
る
」

　
　
　
点
に
お
い
て
両
者
は
共
通
す
る
と
い
う
が
、
本
稿
の
注
4
0
に
も
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
李
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
は
、
あ
く
ま
で
も
主
人
公
の
少
年
と

　
　
　
そ
の
従
姉
と
の
悲
し
い
離
別
を
、
封
建
的
な
結
婚
制
度
の
中
で
あ
ら
わ
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
泰
光
沫
の
『
少
年
の
悲
哀
』
に
は
、
独
歩
の
作

　
　
　
品
の
よ
う
に
ワ
i
ズ
ワ
ー
ス
的
な
要
素
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
、
両
者
の
闘
の
主
題
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
本
文
申
に
引
用
し
た
国
木
田
独
歩
の
作
品
の
文
は
、
昭
和
三
九
年
一
月
～
四
二
年
九
月
、
学
習
研
究
社
発
行
の
『
国
木
田
独
歩
全
集
一
～
十
』
に
よ
っ
た
。
李

光
沫
の
作
品
の
文
は
、
一
九
六
二
年
四
月
、
三
中
堂
発
行
『
李
光
沫
全
集
一
i
二
十
』
か
ら
引
馬
し
た
。
な
お
、
本
文
申
に
引
用
し
た
韓
国
関
係
文
献
の
日
本
語

訳
は
筆
者
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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