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︱
︿
名
﹀
に
つ
い
て

︱

杉

岡

歩

美

は
じ
め
に

｢中
島
敦
﹂
と
い
え
ば
﹁
山
月
記
﹂︒

お
そ
ら
く
︑
大
部
分
の
人
は
そ
う
答
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
多
く
の
高
校

二
年
生
向
け
国
語
教
科
書
に
︑﹁
山
月
記
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

実
際
︑
中
島
敦
の
作
品
中
︑﹁
山
月
記
﹂
に
関
す
る
論
文
の
数
は
群
を
抜
い
て

多
い①
︒﹁
山
月
記
﹂
は
︑﹁
一
九
五
一
年
度
使
用
の
教
科
書
か
ら②
﹂
教
材
化
さ
れ

て
い
る
︒

採
用
理
由
と
し
て
︑
教
員
向
け
の
指
導
書
に
︑﹁﹁
山
月
記
﹂
の
提
示
す
る
問

題
は
︑
多
様
で
あ
り
︑
か
つ
︑
青
年
期
に
あ
る
生
徒
た
ち
の
胸
に
強
く
迫
る
も

の
で
あ
る
︒﹁
生
き
物
の
さ
だ
め
﹂﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
﹂﹁
人

間
性
﹂﹁
自
嘲
癖
﹂
な
ど
︑
生
徒
に
と
っ
て
︑
深
く
受
け
止
め
︑
考
え
︑
自
分

自
身
を
省
み
ず
に
い
ら
れ
な
い
問
題
が
︑
次
々
に
提
示
さ
れ
る③
︒﹂
と
の
記
載

が
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
高
校
生
に
向
け
た
授
業
で
は
︑
﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大

な
羞
恥
心
﹂﹁
自
嘲
癖
﹂
と
い
っ
た
李
徴
の
性
格
と
︑
妻
子
よ
り
も
自
分
の
詩

作
を
優
先
し
た
﹁
人
間
性
﹂
を
中
心
と
し
た
読
解
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
︒
た
と
え
ば
︑
二
〇
一
八
年
現
在
管
見
の
限
り
︑
一
番
新
し
い
教
材
研
究
論

文④
に
は
︑﹁
高
校
二
年
に
な
り
︑
生
徒
は
下
級
生
を
迎
え
る
﹂︒
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
起
こ
っ
た
﹁
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
﹂︒﹁
そ
ん
な
彼
ら
に
︑﹃
山
月
記
﹄
を
読

む
こ
と
を
通
し
て
︑
李
徴
に
自
分
自
身
を
投
影
し
︑
李
徴
の
苦
悩
や
葛
藤
に
共

感
し
︑
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
︑
客
観
化
し
︑
自
分
自
身
へ
の
理
解
を
深
め

る
こ
と
は
︑
人
間
的
成
長
を
促
す
に
は
最
適
の
教
材
で
あ
る
﹂
と
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
教
育
現
場
で
は
︑﹁
李
徴
に
自
分
自
身
を
投
影
し
﹂﹁
自
分
自

身
へ
の
理
解
を
深
め
る
﹂
指
導
が
実
践
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
李
徴
﹂
に
も
た
ら
さ

れ
た
﹁
生
き
物
の
さ
だ
め
﹂﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
﹂﹁
人
間
性
﹂

﹁
自
嘲
癖
﹂
と
い
っ
た
問
題
を
把
握
し
た
上
で
︑
そ
う
し
た
﹁
李
徴
﹂
と
﹁
自
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分
﹂
と
を
結
び
付
け
︑
自
ら
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
教
材
研
究
の
面
で
は
︑﹁
自
我
﹂﹁
性
情
﹂
の
問
題

と
し
て
︑﹁
山
月
記
﹂
は
認
識
さ
れ
て
き
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
作
品
研
究
の
面
で

も
︑﹁﹁
自
我
﹂
と
し
て
の
﹃
山
月
記
﹄
論⑤
﹂
は
主
流
で
あ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
︑﹁
山
月
記
﹂
は
﹁
虎
﹂
に
変
化
す
る
物
語
で
あ
り
︑
唐
代
伝
奇

の
ひ
と
つ
で
あ
る
李
景
亮
の
﹁
人
虎
伝
﹂
を
題
材
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
中
島

が
勤
務
し
て
い
た
高
校
の
入
試
問
題
用
紙
の
裏
面
に
は
︑﹁
人
間
は
誰
も
猛
獣

使
で
︑
そ
れ
〴
〵
自
分
の
性
情
が
︑
そ
の
猛
獣
に
当
た
る
さ
う
だ
が
︑
全
く
︑

ボ
ク
の
場
合
︑
自
尊
心
と
い
ふ
や
つ
が
︑
猛
獣
で
し
た
よ
︒︵
略
︶
ハ
イ
エ
ナ

か
ジ
ャ
ッ
カ
ァ
ル
み
た
い
な
奴
で
ね
﹂
と
の
書
き
込
み
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
従

っ
て
︑
元
々
﹁
人
間
は
誰
も
猛
獣
使
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
り
︑
そ
の
上
で
︑

﹁
人
虎
伝
﹂
の
あ
ら
す
じ
を
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒

つ
ま
り
︑﹁
山
月
記
﹂
の
構
想
段
階
で
﹁
自
尊
心
と
い
ふ
や
つ
が
︑
猛
獣
﹂

と
い
う
発
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
は
︑﹁
山
月
記
﹂
の
主
題
が
こ
こ
に
あ

る
と
わ
か
る
︒

本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
﹁
自
意
識
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
は
一
定
の
研
究

が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
従
来
指
摘
の
多
い
︿
文
字
﹀
や
︿
言
葉
﹀
と
の
関
係

を
再
度
踏
ま
え
な
が
ら
︑
も
う
一
つ
︿
名
﹀
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
︑
考
察
を

深
め
て
い
き
た
い
︒

一

｢山
月
記
﹂
は
︑
教
育
の
な
か
で
は
︑
李
徴
と
自
分
︵
読
者
︶
と
を
結
び
付

け
読
解
さ
れ
る
と
述
べ
た
︒
も
う
ひ
と
つ
︑
李
徴
と
繫
げ
ら
れ
︑
読
ま
れ
る
も

の
が
あ
る
︒

作
家
・
中
島
敦
で
あ
る
︒

作
家
と
し
て
の
評
価
を
受
け
た
の
が
晩
年
で
あ
り
︑
三
十
三
歳
の
若
さ
で
亡

く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
詩
人
と
し
て
生
き
た
い
と
渇
望
し
な
が
ら
虎
と
化
し

た
李
徴
と
︑
作
家
・
中
島
敦
を
接
続
し
て
考
え
る
読
み
は
多
い
︒
そ
の
中
の
一

人
と
し
て
︑
狂
言
師
で
あ
る
野
村
萬
斎
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

野
村
は
﹁
山
月
記
﹂
﹁
名
人
伝
﹂
の
朗
読
劇
を
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
五

年
ま
で
に
三
回
行
っ
て
い
る⑥
︒
公
演
に
際
し
て
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー⑦
で
は
︑

﹁
古
典
に
材
を
採
り
な
が
ら
も
﹁
自
己
と
は
何
か
﹂
と
い
う
︑
非
常
に
現
代
的

か
つ
普
遍
的
な
︑
人
間
な
ら
誰
も
が
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
い
か
け
を
内
包
﹂

し
た
中
島
敦
の
﹁﹃
山
月
記
﹄
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
に
苦
し
む
現

代
人
の
苦
悩
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
︒
﹂
と
評
価
し
︑﹁
承
認
欲
求
は
人
一

倍
強
い
の
に
︑
他
者
や
世
間
に
向
か
っ
て
働
き
か
け
る
こ
と
︑
そ
の
結
果
傷
つ

く
こ
と
を
過
剰
に
恐
れ
︑
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
﹂
現
代
人
に
向

け
創
作
し
た
と
述
べ
る
︒
ま
た
︑
﹁
﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
︑
尊
大
な
羞
恥
心
﹂
と

い
う
中
島
敦
の
言
葉
は
︑
閉
塞
的
な
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
︑
内
面
に
飼
う
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﹁
獣
﹂
の
存
在
を
︑
実
に
的
確
に
表
現
し
て
い
る
﹂
と
も
あ
る
よ
う
に
︑﹁
山
月

記
﹂
の
︑
性
情
ゆ
え
に
人
が
獣
に
な
る
と
い
う
設
定
か
ら
︑
私
た
ち
現
代
人
と

共
通
す
る
普
遍
的
な
物
語
を
描
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
〇
一
五
年
版
公
演
概
要
冒
頭
に
は
﹁
戦
時
下
の
閉
塞
し
た
状
況
の
中
に
あ

っ
て
も
︑
開
か
れ
た
柔
軟
な
精
神
を
保
ち
︑“
私
と
は
何
か
”
と
い
う
普
遍
的

な
テ
ー
マ
を
問
い
続
け
︑
そ
の
才
能
を
惜
し
ま
れ
な
が
ら
早
逝
し
た
中
島
敦

︵
一
九
〇
九
年
～
四
二
年⑧
︶︒﹂
と
あ
り
︑﹁
山
月
記
﹂
の
李
徴
を
︑﹁
私
と
は
何

か
﹂
問
い
続
け
た
中
島
敦
と
積
極
的
に
結
び
付
け
た
様
が
見
て
取
れ
る
︒

そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
に
︑
野
村
は
劇
の
タ
イ
ト
ル
に
﹃
敦

︱
山
月

記
・
名
人
伝

︱
﹄
と
付
け
る
︒

彼
は
︑﹁﹃
山
月
記
﹄﹃
名
人
伝
﹄
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

ア
ピ
ー
ル
し
た
い
の
は
両
作
品
の
作
品
論
・
解
釈
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
中
島

敦
と
い
う
人
間
自
体
を
テ
ー
マ
に
で
き
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
︑
ス
ト
レ
ー
ト

に
﹃
敦
﹄
と
い
う
題
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
私
だ
け
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
へ
の
懐
疑
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
︑
今
日
の
日
本
自
体
が
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
留
め
た
か
っ
た
ん
で
す⑨
︒﹂
と
い
う
︒

｢中
島
敦
と
い
う
人
間
自
体
を
テ
ー
マ
﹂
に
す
る
た
め
︑
野
村
は
冒
頭
で
中

島
敦
の
肖
像
を
背
後
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
大
き
く
掲
げ
︑
作
家
紹
介
の
場
面
か
ら

始
め
る
︒
劇
中
で
も
﹁
山
月
記
﹂
以
外
の
作
品

︱
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
や
︑

﹁
私
小
説
的
﹂
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
﹁
狼
疾
記
﹂﹁
か
め
れ
お
ん
日
記
﹂
な

ど

︱
の
一
節
を
引
用
し
︑
劇
を
作
り
上
げ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
作
品
が
作
家
と

接
続
し
て
い
く
様
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒

ま
た
︑﹃
敦

︱
山
月
記
・
名
人
伝

︱
﹄
劇
中
︑
目
を
引
く
の
は
︑
中
島

敦
に
扮
し
た
人
物
が
四
名
登
場
す
る
点
で
あ
る
︒
野
村
自
身
も
︑﹁
演
出
上
特

出
す
べ
き
と
こ
ろ
は
︑
や
っ
ぱ
り
﹁
敦
﹂
と
い
う
中
島
敦
の
分
身
の
存
在
で
す
︒

先
に
も
申
し
ま
し
た
が
︑
︿
中
島
敦
の
存
在
﹀
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
か

ら
で
す
︒
私
が
中
島
敦
を
象
徴
す
る
風
貌
︵
丸
メ
ガ
ネ
と
七
三
分
け
の
ヘ
ア
ー

ス
タ
イ
ル
と
背
広
︶
を
ま
と
い
︑﹁
敦
﹂
と
な
り
ま
し
た
︒
さ
ら
に
そ
の
同
じ

風
貌
を
し
た
複
数
の
分
身
で
あ
る
﹁
敦
た
ち
﹂
も
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
配

役
設
定
を
し
ま
し
た⑩
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
﹁
中
島
敦
を
象
徴
す
る
風
貌
︵
丸
メ

ガ
ネ
と
七
三
分
け
の
ヘ
ア
ー
ス
タ
イ
ル
と
背
広
︶
を
ま
と
い
︑﹁
敦
﹂
と
な
﹂

る
演
出
か
ら
は
︑
﹁
中
島
敦
﹂
の
﹁
象
徴
﹂
が
記
号
化
し
て
い
る
様
が
見
て
取

れ
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
は
︑﹁
自
己
の
内
面
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
い
る
︒
そ
し
て
自
分

が
何
人
も
い
る
と
い
う
基
本
構
造
を
中
島
敦
の
宇
宙
観
に
感
じ
る⑪
﹂
野
村
萬
斎

の
解
釈
が
現
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

興
味
深
い
の
は
﹁
敦
た
ち
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒
野
村
の
意
図
は
と
も
か
く
と

し
て
︑﹁
山
月
記
﹂
と
い
う
作
品
世
界
で
︑
作
者
で
あ
る
﹁
中
島
敦
﹂
が
分
裂

す
る
と
い
っ
た
構
造
は
︑
﹁
中
島
敦
﹂
と
い
う
存
在
自
体
へ
の
問
題
提
起
に
も

思
え
る
の
で
あ
る
︒
﹁
山
月
記
﹂
の
作
者
・
中
島
敦
は
︑
一
旦
作
品
へ
の
署
名
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を
行
い
︑
作
品
か
ら
離
れ
る
と
︑
他
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
分
身
と
な

り
︑
流
通
し
て
い
く
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
第
四
章
以
降
で
述
べ
る
︒

二

さ
て
︑﹁
山
月
記
﹂
は
︽
古
譚
︾
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
︒︽
古
譚
︾
は
︑

﹁
狐
憑
﹂﹁
木
乃
伊
﹂﹁
山
月
記
﹂﹁
文
字
禍
﹂
四
作
品
の
総
題
で
あ
る
︒
前
述
し

た
よ
う
に
︑
国
語
教
科
書
に
﹁
山
月
記
﹂
だ
け
が
採
用
さ
れ
た
流
れ
を
受
け
︑

﹁
山
月
記
﹂
だ
け
が
単
独
作
品
と
し
て
読
解
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
指
導
書
に
お
い
て
も
﹁
こ
れ
ま
で
教
室
に
お
い
て
﹁
山
月
記
﹂
が

﹁
古
譚
﹂
の
枠
組
み
で
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
古
譚
﹂
は
文

字
や
言
葉
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
群
で
あ
り
︑
言
語
の
教
育
と
し
て
の
国
語
教

育
の
立
場
か
ら
は
︑
今
後
﹁
山
月
記
﹂
を
﹁
古
譚
﹂
と
し
て
の
枠
組
み
で
読
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
る⑫
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
今
後
は
国
語
教
育
の
場
で
も
︑︽
古

譚
︾
の
枠
組
み
で
読
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
︒

︽
古
譚
︾
の
枠
組
み
が
重
視
さ
れ
る
の
は
︑﹁
山
月
記
﹂
な
ど
の
原
稿
を
預
か

っ
た
深
田
久
彌
が
﹁﹃
古
譚
﹄
は
︑
シ
ナ
及
び
近
東
の
古
い
話
を
題
材
に
採
っ

た
四
つ
の
短
篇
か
ら
成
っ
て
い
た
︒
私
は
す
ぐ
自
信
を
も
っ
て
︑
そ
の
傑
作
を

﹃
文
学
界
﹄
に
推
薦
し
た
︒
当
時
編
集
の
任
に
あ
っ
た
河
上
徹
太
郎
君
に
︑
も

し
四
つ
と
も
掲
載
不
可
能
な
ら
︑
そ
の
う
ち
の
若
干
篇
で
も
採
用
し
て
く
れ
る

よ
う
に
頼
み
︑
そ
の
四
つ
の
短
篇
に
私
の
標
準
で
順
番
を
つ
け
た
︒
た
し
か

﹃
文
字
禍
﹄
を
第
一
席
に
置
い
た
と
記
憶
す
る
︒
河
上
君
も
﹃
古
譚
﹄
の
価
値

を
認
め
て
︑
そ
の
う
ち
の
二
作
﹃
山
月
記
﹄
と
﹃
文
字
禍
﹄
を
取
上
げ
て
﹃
文

学
界
﹄
に
掲
載
し
た
︒
こ
れ
が
中
島
敦
君
の
デ
ビ
ュ
ー
だ
︒﹃
古
譚
﹄
は
好
評

だ
っ
た⑬
︒﹂
と
記
し
た
事
実
か
ら
で
あ
る
︒
中
島
の
創
作
ノ
ー
ト
﹁
ノ
ー
ト
第

三
﹂
に
﹁
○
つ
き
も
の

○
木
乃
伊

○
文
字
禍

○
人
虎
伝
﹂
と
列
挙
さ
れ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

中
島
の
意
図
を
離
れ
て
︑
﹁
山
月
記
﹂
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
と
捉
え

る
な
ら
ば
︑︽
古
譚
︾
の
な
か
に
戻
し
て
の
読
解
が
必
要
に
な
ろ
う
︒﹁
ノ
ー
ト

第
三
﹂
の
﹁
文
字
と
言
葉
と
㊔
﹂
の
メ
モ
書
き
や
︑
﹁
文
字
禍
﹂
と
い
う
作
品

が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
佐
々
木
充
が
﹁
一
つ
の
特
徴
と
し
て
︑
こ
の
四
篇
が
︑
つ

ね
に
︿
文
字
・
言
葉
﹀
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る⑭
﹂
と
指
摘
し
た
こ
と
に
は
じ
ま

り
︑﹁
山
月
記
﹂
と
し
て
で
な
く
︽
古
譚
︾
と
し
て
扱
う
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
︒

実
際
︑﹁
山
月
記
﹂
﹁
文
字
禍
﹂
以
外
の
作
品
よ
り
も
︽
古
譚
︾
と
し
て
の
研
究

が
進
ん
で
い
る
状
況
で
あ
る⑮
︒

た
と
え
ば
︑
小
沢
秋
広
は
﹁﹁
古
譚
﹂
と
は
︑
い
に
し
え
の
語
り
話
の
意
味

だ
が
︑
敦
の
﹁
古
譚
﹂
が
狙
う
の
は
︑
伝
わ
っ
て
は
こ
な
い
も
の
﹂﹁
書
か
れ

た
も
の
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
も
の
︑
こ
れ
が
﹁
古
譚
﹂
の
テ
ー
マ
で
あ
る⑯
︒﹂

と
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑︿
文
字
・
言
葉
﹀
に
関
す
る
指
摘
は
多
い
︒

た
だ
︑
気
に
掛
か
る
の
は
看
過
さ
れ
が
ち
な
﹁
㊔
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒

そ
の
︿
名
﹀
に
つ
い
て
考
察
を
始
め
る
前
に
︑︿
文
字
・
言
葉
﹀
に
つ
い
て

中
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ま
と
め
て
い
き
た
い
︒

｢山
月
記
﹂
は
︑
中
島
敦
の
第
一
創
作
集
﹃
光
と
風
と
夢
﹄
に
収
め
ら
れ
た
︒

そ
の
表
題
作
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
も
︿
文
字
・
言
葉
﹀
を
め
ぐ
っ
た
描
写
が
見

受
け
ら
れ
る
︒﹃
宝
島
﹄
の
作
者
︑
Ｒ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
の
サ
モ
ア
で

の
生
活
を
描
い
た
作
品
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
は
︑
彼
の
口
を
借
り
て
述
べ
ら
れ

た
文
章
が
あ
る
︒

満
十
五
歳
以
後
︑
書
く
こ
と
が
彼
の
生
活
の
中
心
で
あ
つ
た
︒
自
分
は

作
家
と
な
る
べ
く
生
れ
つ
い
て
ゐ
る
︑
と
い
ふ
信
念
は
︑
何
時
︑
又
︑
何

処
か
ら
生
じ
た
も
の
か
︑
自
分
で
も
解
ら
な
か
つ
た
が
︑
兎
に
角
十
五
六

歳
頃
に
な
る
と
︑
既
に
︑
そ
れ
以
外
の
職
業
に
従
つ
て
ゐ
る
将
来
の
自
分

を
想
像
し
て
見
る
こ
と
が
不
可
能
な
迄
に
な
つ
て
い
た
︒

其
の
頃
か
ら
︑
彼
は
外
出
の
時
い
つ
も
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
ポ
ケ
ッ
ト
に

持
ち
︑
路
上
で
見
る
も
の
︑
聞
く
も
の
︑
考
え
つ
い
た
こ
と
の
凡
て
を
︑

直
ぐ
其
の
場
で
文
字
に
換
へ
て
見
る
こ
と
を
練
習
し
た
︒
其
の
ノ
ー
ト
に

は
又
彼
の
読
ん
だ
書
物
の
中
で
﹁
適
切
な
表
現
﹂
と
思
は
れ
た
も
の
が
悉

く
書
抜
い
て
あ
つ
た
︒
諸
家
の
ス
タ
イ
ル
を
習
得
す
る
稽
古
も
熱
心
に
行

は
れ
た
︒︵
略
︶
こ
の
書
く
と
い
ふ
一
筋
の
道
に
於
て
の
み
は
︑
終
始
一

貫
︑
修
道
僧
の
如
き
敬
虔
な
精
進
を
怠
ら
な
か
つ
た
︒
彼
は
殆
ど
一
日
と

し
て
も
の
を
書
か
ず
に
は
過
ご
せ
な
か
つ
た
︒
そ
れ
は
最
早
肉
体
的
な
習

慣
の
一
部
だ
つ
た
︒

(傍
線
引
用
者
)

｢外
出
の
時
い
つ
も
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
持
ち
︑
路
上
で
見
る
も

の
︑
聞
く
も
の
︑
考
え
つ
い
た
こ
と
の
凡
て
を
︑
直
ぐ
其
の
場
で
文
字
に
換
へ

て
見
る
こ
と
を
練
習
し
た
︒﹂﹁
こ
の
書
く
と
い
ふ
一
筋
の
道
に
於
て
の
み
は
︑

終
始
一
貫
︑
修
道
僧
の
如
き
敬
虔
な
精
進
を
怠
ら
な
か
つ
た
︒
﹂
と
の
文
章
か

ら
は
︑﹁
見
る
も
の
︑
聞
く
も
の
︑
考
え
つ
い
た
こ
と
﹂
は
︑
︿
文
字
﹀
に

﹁
換
﹂
え
る
必
要
が
あ
り
︑
︿
書
く
﹀
た
め
に
は
﹁
練
習
﹂
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
の
認
識
が
呈
さ
れ
る
︒
彼
は
︿
視
覚
﹀
︿
聴
覚
﹀
︿
思
考
﹀
す
べ
て
を
︿
文

字
﹀
に
換
え
る
︒﹁
練
習
﹂﹁
修
道
僧
の
如
き
敬
虔
な
精
進
﹂
と
い
う
語
句
か
ら

は
︑︿
文
字
﹀
と
そ
れ
ら
と
の
距
離
︵
間
接
性
︶
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
様
が
読

み
取
れ
よ
う
︒

た
だ
し
︑
こ
の
作
品
は
︑
最
終
的
に
は
﹁
口
承
文
芸
の
語
り
手
﹂
と
し
て
︑

南
洋
の
地
で
死
ぬ
作
家
の
話
で
あ
り
︑
単
純
に
︿
文
字
﹀
の
優
位
性
を
誇
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
︒

｢光
と
風
と
夢
﹂
は
成
立
当
時
︑﹁
ツ
シ
タ
ラ
の
死
﹂
と
い
う
題
名
で
あ
り
︑

雑
誌
社
の
意
向
で
変
更
さ
れ
て
い
る
︒
原
題
で
あ
っ
た
﹁
ツ
シ
タ
ラ
﹂
は
︑
作

品
内
に
お
い
て
︑
﹁
ツ
シ
タ
ラ
︵
物
語
の
語
り
手
を
意
味
す
る
土
語
︶﹂
と
説
明

さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
光
と
風
と
夢
﹂
は
︑
︿
文
字
﹀
の
な
い
世
界
で
︑﹁
ツ
シ

タ
ラ
﹂
と
し
て
死
ん
だ
﹁
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
﹂
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る⑰
︒

｢光
と
風
と
夢
﹂
か
ら
は
︑
︿
言
葉
﹀
の
世
界
へ
の
憧
れ
と
︑
そ
れ
で
も
︿
書

く
﹀
こ
と
の
欲
求
か
ら
離
れ
得
な
い
西
洋
人
作
家
の
姿
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒

中
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こ
の
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
次
い
で
掲
載
さ
れ
た
の
が
︽
古
譚
︾
作
品
群
で
あ

る
︒︿
文
字
﹀
と
︿
言
葉
﹀
の
間
接
性
︑
そ
し
て
︿
文
字
﹀
へ
の
執
着
︑
そ
れ

ら
は
︽
古
譚
︾
に
も
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
︒

三

﹁
山
月
記
﹂
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
︑
天
宝
の
末
年
︑
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連

ね
︑
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
︑
性
︑
狷
介
︑
自
ら
恃
む
と
こ
ろ

頗
る
厚
く
︑
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
つ
た
︒
い
く
ば
く
も
な

く
官
を
退
い
た
後
は
︑
故
山
︑
虢
略
に
帰
臥
し
︑
人
と
交
を
絶
つ
て
︑
ひ

た
す
ら
詩
作
に
耽
つ
た
︒
下
吏
と
な
つ
て
長
く
膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に

屈
す
る
よ
り
は
︑
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
文
名
は
容
易
に
揚
ら
ず
︑
生
活
は
日
を
逐
う
て
苦
し
く

な
る
︒
李
徴
は
漸
く
焦
躁
に
駆
ら
れ
て
来
た
︒

︵
傍
線
引
用
者
)

李
徴
は
﹁
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
﹂
り
︑﹁
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に

遺
そ
う
と
し
た
﹂︒
詩
に
拘
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
る
︒
川
村
湊
が
指
摘
し

た
︑﹁﹁
妻
子
へ
の
憐
憫
﹂
よ
り
も
︑﹁
詩
業
に
没
頭
﹂
し
た
こ
と
を
優
先
し
て

し
ま
っ
た
の
が
﹁
虎
﹂
へ
の
変
身
の
原
因
で
あ
り
︑﹁
臆
病
な
自
尊
心
と
︑
尊

大
な
羞
恥
心
﹂
と
い
う
心
理
的
分
析
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
﹃
山
月
記
﹄
の
主

題⑱
﹂
は
作
品
冒
頭
か
ら
現
れ
る
︒

李
徴
の
述
懐
は
続
く
︒
﹁
己
は
詩
に
よ
つ
て
名
を
成
さ
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
︒﹂﹁
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
積
り
で
い
ゐ
た
︒﹂﹁
一
部
な

り
と
も
後
代
に
伝
へ
な
い
で
は
︑
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
の
だ
︒
﹂
と
︒
何

回
も
繰
り
返
し
詩
へ
の
執
着
を
叫
ぶ
よ
う
に
︑
人
間
で
あ
っ
た
頃
の
李
徴
は

︿
文
字
﹀
に
囚
わ
れ
て
い
る
︒

一
方
で
︑
李
徴
が
所
属
す
る
虎
の
世
界
は
︑︿
言
葉
﹀
の
世
界
と
し
て
現
れ
る
︒

｢山
月
記
﹂
に
は
﹁
声
﹂
が
多
数
登
場
す
る
︒
そ
れ
は
︑
虎
と
し
て
の
李
徴

が
︑
袁
傪
の
前
に
姿
を
現
し
た
時
か
ら
は
じ
ま
る
︒

残
月
の
光
を
た
よ
り
に
林
中
の
草
地
を
通
つ
て
行
つ
た
時
︑
果
し
て
一

匹
の
猛
虎
が
叢
の
中
か
ら
躍
り
出
た
︒
虎
は
︑
あ
は
や
袁
傪
に
躍
り
か
か

る
か
と
見
え
た
が
︑
忽
ち
身
を
飜
し
て
︑
元
の
叢
に
隠
れ
た
︒
叢
の
中
か

ら
人
間
の
声
で
﹁
あ
ぶ
な
い
所
だ
つ
た
﹂
と
繰
返
し
呟
く
の
が
聞
え
た
︒

其
の
声
に
袁
傪
は
聞
き
憶
え
が
あ
つ
た
︒
驚
懼
の
中
に
も
︑
彼
は
咄
嗟
に

思
ひ
あ
た
つ
て
︑
叫
ん
だ
︒﹁
其
の
声
は
︑
我
が
友
︑
李
徴
子
で
は
な
い

か
？
﹂
袁
傪
は
李
徴
と
同
年
に
進
士
の
第
に
登
り
︑
友
人
の
少
か
つ
た
李

徴
に
と
つ
て
は
︑
最
も
親
し
い
友
で
あ
つ
た
︒
温
和
な
袁
傪
の
性
格
が
︑

峻
峭
な
李
徴
の
性
情
と
衝
突
し
な
か
つ
た
た
め
で
あ
ら
う
︒

叢
の
中
か
ら
は
︑
暫
く
返
辞
が
無
か
つ
た
︒
し
の
び
泣
き
か
と
思
は
れ

る
微
か
な
声
が
時
々
洩
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
や
や
あ
つ
て
︑
低
い
声
が

中
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答
へ
た
︒﹁
如
何
に
も
自
分
は
隴
西
の
李
徴
で
あ
る
﹂
と
︒︵

傍
線
引
用
者
)

｢李
徴
の
声
﹂︵
計
四
回
︶︑﹁
叢
中
の
声
﹂︵
計
二
回
︶︑﹁
低
い
声
﹂﹁
見
え
ざ

る
声
﹂﹁
草
中
の
声
﹂﹁
己
の
声
﹂﹁
悲
泣
の
声
﹂
と
幾
度
も
﹁
声
﹂
が
描
か
れ

る
︒
虎
と
し
て
の
李
徴
は
﹁
声
﹂
に
な
っ
た
存
在
で
あ
り
︑︿
文
字
﹀
で
は
な

く
︿
言
葉
﹀
世
界
の
所
属
者
と
し
て
登
場
す
る
︒

李
徴
が
虎
に
な
る
こ
と
で
奪
わ
れ
た
も
の

︱
た
だ
の
人
間
で
は
な
く
︑

︿
文
字
﹀
に
囚
わ
れ
た
人
間
に
と
っ
て

︱
は
︑︿
文
字
﹀
で
あ
る
︒

｢た
と
へ
︑
今
︑
己
が
頭
の
中
で
︑
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
つ
た
に
し
た
と

こ
ろ
で
︑
ど
う
い
う
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
︒﹂
と
の
述
懐
が
あ
る
よ
う
に
︑

︿
文
字
﹀
を
奪
わ
れ
た
李
徴
に
必
要
な
の
は
︑︿
文
字
﹀
を
記
す
他
者
の
存
在
で

あ
る
︒

他
で
も
な
い
︒
自
分
は
元
来
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
積
り
で
い
ゐ
た
︒

し
か
も
︑
業
未
だ
成
ら
ざ
る
に
︑
こ
の
運
命
に
立
至
つ
た
︒
曾
て
作
る
所

の
詩
数
百
篇
︑
固
よ
り
︑
ま
だ
世
に
行
は
れ
て
を
ら
ぬ
︒
遺
稿
の
所
在
も

最
早
判
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
よ
う
︒
所
で
︑
そ
の
中
︑
今
も
尚
記
誦
せ
る
も

の
が
数
十
あ
る
︒
之
を
我
が
為
に
伝
録
し
て
戴
き
た
い
の
だ
︒
何
も
︑
之

に
仍
つ
て
一
人
前
の
詩
人
面
を
し
た
い
の
で
は
な
い
︒
作
の
巧
拙
は
知
ら

ず
︑
と
に
か
く
︑
産
を
破
り
心
を
狂
は
せ
て
迄
自
分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着

し
た
所
の
も
の
を
︑
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
へ
な
い
で
は
︑
死
ん
で
も

死
に
切
れ
な
い
の
だ
︒
袁
傪
は
部
下
に
命
じ
︑
筆
を
執
つ
て
叢
中
の
声
に

随
つ
て
書
き
と
ら
せ
た
︒

︵
傍
線
引
用
者
)

｢こ
れ
を
我
が
為
に
伝
録
し
て
戴
き
た
い
の
だ
︒
﹂
と
李
徴
は
袁
傪
に
頼
む
︒

虎
に
成
っ
て
し
ま
っ
た
李
徴
は
︿
書
く
﹀
こ
と
か
ら
疎
外
さ
れ
︑
袁
傪
の
部
下

に
伝
録
を
頼
む
こ
と
で
し
か
﹁
後
代
に
伝
へ
﹂
ら
れ
な
い
︒
同
時
に
︑
﹁
詩
人

と
し
て
の
名
﹂
を
残
す
こ
と
も
︑
︿
言
葉
﹀
の
世
界
に
従
属
す
る
李
徴
に
は
出

来
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
場
面
か
ら
︑
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
︑︿
言
葉
﹀
と
︿
文

字
﹀
と
の
間
接
性
が
見
て
取
れ
よ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
︿
言
葉
﹀
の
世
界
の
李
徴

と
︑︿
文
字
﹀
の
世
界
の
袁
傪
と
に
間
隙
が
生
じ
て
い
る
︒
李
徴
と
︑︿
文
字
﹀

と
の
間
に
は
常
に
他
者
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

袁
傪
が
李
徴
の
詩
を
聞
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
評
し
た
場
面
か
ら
も
︑
そ
の

こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
︒

一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
袁
傪
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
様
に
感
じ
て
い
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
い
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
︒

︵
傍
線
引
用
者
)

袁
傪
は
﹁
漠
然
と
﹂
﹁
何
処
か
︵
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
︶
欠
け
る
と
こ
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ろ
が
あ
る
﹂
と
感
じ
る
︒
こ
の
﹁
欠
け
る
と
こ
ろ
﹂
が
何
か
に
つ
い
て
は
︑
研

究
史
に
お
い
て
幾
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒

︿
文
字
﹀
を
委
ね
ら
れ
た
他
者
と
し
て
袁
傪
を
認
識
す
る
と
き
︑﹁
欠
け
る
と

こ
ろ
﹂
と
は
︑
つ
ま
り
︑︿
文
字
﹀
と
︿
言
葉
﹀
と
の
距
離
だ
と
い
え
ま
い
か
︒

︿
文
字
﹀
の
世
界
に
所
属
す
る
袁
傪
が
﹁
欠
け
る
と
こ
ろ
﹂
と
し
か
言
い
得
な

い
の
は
︑︿
言
葉
﹀
の
世
界
に
所
属
す
る
李
徴
と
︑
自
身
に
根
本
的
に
大
き
な

間
隔
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
話
者
が
︿
文
字
﹀
の
書
き
手
で
な
い
時
点
で
︑

︿
言
葉
﹀
と
︿
文
字
﹀
は
決
し
て
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ

は
︑︿
文
字
﹀
の
書
き
手
で
あ
っ
て
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
文
字
禍
﹂
に
は
︑﹁
獅
子
と
い
う
ふ
字
は
︑
本
物
の
獅
子
の
影
で
は
な
い
か
︒

そ
れ
で
︑
獅
子
と
い
ふ
字
を
覚
え
た
猟
師
は
︑
本
物
の
獅
子
の
代
り
に
獅
子
の

影
を
狙
ひ
︑
女
と
い
ふ
字
を
覚
え
た
男
は
︑
本
物
の
女
の
代
り
に
女
の
影
を
抱

く
や
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
文
字
の
無
か
つ
た
昔
︑
ピ
ル
・
ナ
ピ
シ
ュ
チ

ム
の
洪
水
以
前
に
は
︑
歓
び
も
智
慧
も
み
ん
な
直
接
に
人
間
の
中
に
は
い
つ
て

来
た
︒
今
は
︑
文
字
の
薄
被
を
か
ぶ
つ
た
歓
び
の
影
と
智
慧
の
影
と
し
か
︑

我
々
は
知
ら
な
い
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑︿
文
字
﹀
が
生
む
空
隙
に
︽
古
譚
︾
は

意
識
的
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
隔
た
り
を
実
体
化
し
た
の
が
︑
李
徴
と
袁
傪
だ
と

位
置
づ
け
た
い
︒

ま
た
︑
李
徴
の
︿
言
葉
﹀
を
︑﹁
漠
然
と
﹂﹁
欠
け
る
と
こ
ろ
﹂
と
し
か
袁
傪

が
評
価
で
き
な
い
点
か
ら
は
︑︿
文
字
﹀
の
絶
対
性
は
疑
わ
れ
よ
う
︒﹁
歴
史
と

は
︑
昔
︑
在
つ
た
事
柄
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
？

そ
れ
と
も
︑
粘
土
板
の
文

字
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
？
﹂︵
﹁
文
字
禍
﹂
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
李
徴
の
︿
言

葉
﹀
が
正
確
な
︿
文
字
﹀
と
し
て
伝
達
し
え
な
い
様
は
︑
書
か
れ
た
も
の
・
残

さ
れ
た
も
の
が
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

四

た
だ
一
方
で
︑﹁
光
と
風
と
夢
﹂
で
見
た
よ
う
に
︑
︿
文
字
﹀
の
優
位
性
は

︽
古
譚
︾
に
も
疑
い
よ
う
も
な
く
存
在
す
る
︒

｢ホ
メ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
た
盲
人
の
マ
エ
オ
ニ
デ
ェ
ス
が
︑
あ
の
美
し
い
歌
ど

も
を
唱
ひ
出
す
よ
り
ず
つ
と
以
前
に
︑
斯
う
し
て
一
人
の
詩
人
が
喰
は
れ
て
了

つ
た
こ
と
を
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒﹂
と
物
語
を
終
え
る
︑﹁
世
界
最
初
の
小
説
家

の
誕
生
に
つ
い
て
の
︑
一
つ
の
個
人
的
な
伝
説⑲
﹂
と
も
評
さ
れ
る
﹁
狐
憑
﹂
の

存
在
か
ら
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

｢狐
憑
﹂
に
は
﹁
斯
う
し
て
次
か
ら
次
へ
と
故
知
ら
ず
生
み
出
さ
れ
て
来
る

言
葉
共
を
後
々
迄
も
伝
へ
る
べ
き
文
字
と
い
ふ
道
具
が
あ
つ
て
も
い
い
筈
だ
と

い
ふ
こ
と
に
︑
彼
は
未
だ
思
ひ
到
ら
な
い
︒
今
︑
自
分
の
演
じ
て
ゐ
る
役
割
が
︑

後
世
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
も
︑
勿
論
知
る
筈
が
な
い
︒﹂

と
の
文
が
あ
る
︒

｢言
葉
共
を
後
々
迄
も
伝
へ
る
べ
き
文
字
と
い
ふ
道
具
﹂
と
の
記
述
が
あ
る

こ
と
か
ら
︑︿
文
字
﹀
が
﹁
後
々
迄
も
伝
へ
る
﹂
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
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る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑﹁
後
世
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
か
﹂
と
の
文
章

か
ら
は
﹁
名
前
﹂
も
﹁
後
々
迄
も
伝
へ
る
﹂
手
段
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
読
み
と
れ
る
︒

｢山
月
記
﹂
に
戻
す
と
︑
李
徴
が
拘
っ
た
の
は
﹁
詩
人
と
し
て
の
名
を
成
す
﹂

こ
と
で
あ
る
︒
李
徴
も
ま
た
︑︿
名
﹀
と
︿
文
字
﹀
を
後
世
に
伝
え
る
手
段
と

し
て
把
握
す
る
︒﹁
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連
ね
﹂
た
李
徴
︒
彼
は
︑﹁
詩
家
と

し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
﹂﹁
し
か
し
︑
文
名
は
容
易
に
揚
ら

ず
︑
生
活
は
日
を
逐
う
て
苦
し
く
な
る
﹂﹁
己
は
詩
に
よ
つ
て
名
を
成
さ
う
と

思
っ
た
﹂﹁
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
積
り
で
い
ゐ
た
﹂
と
︑
詩
作
と
︿
名
﹀
を

連
ね
て
語
る
︒

｢虎
﹂
に
な
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
る
場
面
で
も
︿
名
﹀
が
関
係
す
る
︒

今
か
ら
一
年
程
前
︑
自
分
が
旅
に
出
て
汝
水
の
ほ
と
り
に
泊
つ
た
夜
の

こ
と
︑
一
睡
し
て
か
ら
︑
ふ
と
眼
を
覚
ま
す
と
︑
戸
外
で
誰
か
が
我
が
名

を
呼
ん
で
ゐ
る
︒
声
に
応
じ
て
外
へ
出
て
見
る
と
︑
声
は
闇
の
中
か
ら
頻

り
に
自
分
を
招
く
︒
覚
え
ず
︑
自
分
は
声
を
追
う
て
走
り
出
し
た
︒
無
我

夢
中
で
駈
け
て
行
く
中
に
︑
何
時
し
か
途
は
山
林
に
入
り
︑
し
か
も
︑
知

ら
ぬ
間
に
自
分
は
左
右
の
手
で
地
を
攫
ん
で
走
つ
て
ゐ
た
︒
何
か
身
体
中

に
力
が
充
ち
満
ち
た
や
う
な
感
じ
で
︑
軽
々
と
岩
石
を
跳
び
越
え
て
行
つ

た
︒
気
が
付
く
と
︑
手
先
や
肱
の
あ
た
り
に
毛
を
生
じ
て
ゐ
る
ら
し
い
︒

(傍
線
引
用
者
)

李
徴
は
﹁
声
に
応
じ
﹂
て
﹁
声
を
追
う
て
﹂
﹁
声
﹂
の
招
き
で
︑
虎
に
変
化

す
る
︒
こ
こ
で
も
︿
言
葉
﹀
の
世
界
に
李
徴
が
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
様
が
描
き

出
さ
れ
る
︒

た
だ
︑
こ
こ
で
は
︑﹁
戸
外
で
誰
か
が
我
が
名
を
呼
ん
で
ゐ
る
︒
﹂
と
の
文
章

に
目
を
向
け
た
い
︒

｢虎
﹂
に
な
る
き
っ
か
け
が
︿
名
﹀
で
あ
っ
た
こ
と
︑︿
名
﹀
が
外
部
に
あ
る

様
に
着
目
す
る
︒
李
徴
自
身
に
帰
属
し
常
に
同
一
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
︿
名
﹀

は
︑﹁
戸
外
﹂
に
あ
る
︒
自
身
の
︿
名
﹀
を
追
う
李
徴
は
︑
虎
と
化
す
︒
こ
の

場
面
で
は
︑
ま
ず
︿
名
﹀
が
奪
わ
れ
て
い
る
点
に
着
眼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

︿
言
葉
﹀
の
世
界
に
導
か
れ
た
李
徴
は
︑
︿
文
字
﹀
と
︿
名
﹀
と
い
う
︑

﹁
後
々
迄
も
伝
へ
る
﹂
手
段
を
奪
わ
れ
︑﹁
曾
て
作
る
と
こ
ろ
の
詩
数
百
篇
﹂
を

発
表
出
来
な
い
状
態
に
追
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

李
徴
の
︿
名
﹀
に
関
し
て
は
︑
松
村
良
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る⑳
︒

﹁
生
身
の
人
間
と
し
て
の
﹁
作
者
﹂
と
︑︿
書
か
れ
た
も
の
﹀
と
し
て
の
﹁
作

品
﹂
と
が
︑
共
有
す
る
︿
名
﹀
に
お
い
て
︑
同
一
視
﹂
さ
れ
る
姿
が
﹁
山
月

記
﹂
に
は
見
ら
れ
︑
﹁
実
際
︑
李
徴
に
と
っ
て
は
︑
自
分
の
︿
詩
﹀
が
自
分
と

は
無
関
係
に
︑
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
評
価
を
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
は
︑

お
そ
ら
く
考
え
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
す
る
︒

李
徴
は
︑﹁
李
徴
﹂
と
い
う
名
前
で
﹁
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺

そ
う
と
し
た
﹂
︒
つ
ま
り
︑
百
年
後
も
︑﹁
李
徴
﹂
の
︿
名
﹀
の
元
に
︑
李
徴
自
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身
が
認
め
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
︒﹁
李
徴
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
に
与
え
ら
れ
た

名
声
と
個
人
と
し
て
の
李
徴
と
を
単
純
に
結
合
さ
せ
︑
そ
こ
に
違
和
を
感
じ
て

い
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
︑
な
ぜ
︑﹁
山
月
記
﹂
に
は
︑﹁
李
徴
﹂
と
い
う
固
有

名
と
︑
李
徴
の
名
声
と
が
完
全
に
一
致
し
︑
死
後
も
固
有
名
に
﹁
主
体
﹂
が
付

属
す
る
と
安
易
に
信
じ
る
様
が
描
か
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑︿
名
﹀
が
﹁
主
体
性
﹂
を
保
証
す
る
と
考
え
る
の
は
︑
近
代
的

な
観
念
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
出
口
顯
は
︑
以
下
の
通
り
ま
と
め
る㉑

︒

だ
が
な
ぜ
固
有
名
詞
に
個
人
名
を
仕
立
て
あ
げ
た
が
る
の
か
︒
こ
の
固

有
名
詞
へ
の
意
志
と
は
何
で
あ
る
の
か
︒
こ
れ
は
﹁
汝
は
誰
か
﹂
と
い
う

問
い
と
関
連
が
あ
る
︒
小
林
康
夫
に
よ
れ
ば
︑﹁
誰
？
﹂
と
い
う
問
い
に

対
し
て
最
も
容
易
で
︵
と
り
わ
け
西
洋
文
明
に
お
い
て
︶
唯
一
可
能
な
答

え
は
﹁
名
つ
ま
り
固
有
名
を
も
っ
て
答
え
と
す
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
﹂

﹇
小
林

1
9
9
9：
3
7
8﹈︒
こ
の
答
え
に
よ
っ
て
︑
人
は
自
ら
の
固
有
性
や

特
異
性
を
確
保
で
き
る
か
の
よ
う
に
思
う
︒
つ
ま
り
︑
名
で
応
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
主
体
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
︒︵
略
︶

し
か
し
︑
そ
も
そ
も
﹁
誰
？
﹂
と
い
う
問
い
か
け
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ

る
と
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
︑
と
り
わ
け
西
洋
社
会
に
特
有
な
極
め
て
ロ

ー
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
︑
主
体
性
の
あ
り
か
と
し
て
の
固
有
名
詞

と
い
う
の
も
︑
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
発
す
る
社
会
に
特
有
の
錯
覚
な

の
で
あ
る
︒

︵
傍
線
引
用
者
)

出
口
は
︑﹁
名
で
応
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
思
う
﹂
の
は
︑
﹁
あ
る
限
ら
れ
た
社
会
特
有
の
錯
覚
だ
﹂
と
指
摘
す
る
︒

近
代
に
お
い
て
﹁
個
﹂
の
確
立
と
と
も
に
︑
固
有
名
に
は
﹁
個
﹂
が
強
固
に
結

び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
﹁
山
月
記
﹂
に
お
い
て
も
︿
名
﹀
が
﹁
主
体
性
﹂

を
保
証
す
る
と
い
う
認
識
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
﹁
山
月
記
﹂
は
近
代

人
と
し
て
李
徴
を
設
定
す
る
た
め
︑
こ
の
こ
と
自
体
に
矛
盾
は
見
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑﹁
山
月
記
﹂
か
ら
は
近
代
的
な
︿
名
﹀
の
あ
り
か
た
の
み
が
抽
出

出
来
る
の
で
は
な
い
︒﹁
山
月
記
﹂
に
は
︑
そ
れ
が
過
信
で
あ
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
彼
の
固
有
名
は
既
に
奪
わ
れ
︑﹁
袁
傪
は
じ
め
一
行
﹂
に
李
徴

の
﹁
主
体
性
﹂
た
る
も
の
は
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
こ

こ
で
︑
袁
傪
の
部
下
が
裏
切
っ
て
︑
自
分
の
名
前
を
署
名
し
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
︒﹁
死
後
百
年
に
遺
﹂
る
の
は
そ
の
名
前
だ
け
で
あ
る
︒︿
名
﹀
が
﹁
主

体
﹂
を
離
れ
た
と
き
︑
他
者
に
規
定
さ
れ
る
し
か
な
い
様
が
読
み
取
れ
る
︒

ま
た
︑︽
古
譚
︾
の
一
篇
で
あ
る
﹁
木
乃
伊
﹂
に
興
味
深
い
文
章
が
あ
る
︒

不
思
議
な
こ
と
に
︑
名
前
は
︑
何
一
つ
︑
人
の
名
も
所
の
名
も
物
の
名

も
︑
全
然
憶
出
せ
な
い
︒
名
の
無
い
形
と
色
と
匂
と
動
作
と
が
︑
距
離
や

時
間
の
観
念
の
奇
妙
に
倒
錯
し
た
異
常
な
静
け
さ
の
中
で
︑
彼
の
前
に
忽

ち
現
れ
︑
忽
ち
消
え
て
行
く
︒

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
一
考
察
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彼
は
最
早
木
乃
伊
を
見
な
い
︒
魂
が
彼
の
身
体
を
抜
出
し
て
︑
木
乃
伊

に
入
つ
て
了
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
︒

︵
傍
線
引
用
者
)

｢木
乃
伊
﹂
の
﹁
パ
リ
ス
カ
ス
﹂
は
︑︿
名
﹀
を
失
い
︑
そ
の
結
果
︑﹁
前
世

に
喚
起
し
た
︑
そ
の
前
々
世
の
記
憶
の
中
に
︑
恐
ら
く
は
︑
前
々
々
世
の
己
の

同
じ
姿
を
見
る
﹂﹁
合
せ
鏡
﹂
に
陥
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
は
︑﹁
パ
リ
ス
カ

ス
﹂
が
近
代
的
な
︿
名
﹀
を
失
う
こ
と
で
﹁
主
体
﹂
を
も
失
っ
た
姿
が
描
か
れ

た
と
判
断
出
来
よ
う
︒

﹁
木
乃
伊
﹂
に
も
﹁
山
月
記
﹂
同
様
︑
近
代
的
な
︿
名
﹀
が
﹁
主
体
﹂
と
結

合
す
る
様
が
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
結
び
付
き
が
瓦
解
す
る
姿
も
同
時
に

呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢山
月
記
﹂
に
お
い
て
は
︑
た
や
す
く
︿
名
﹀
が
奪
わ
れ
︑
他
者
に
帰
属
し
︑

﹁
欠
け
る
と
こ
ろ
﹂
と
評
さ
れ
る
こ
と
で
︑
李
徴
の
﹁
詩
家
と
し
て
の
名
を
死

後
百
年
﹂
遺
す
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
山
月
記
﹂
に
は
︑

近
代
的
な
︿
名
﹀
自
体
へ
の
不
信
が
描
き
込
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

こ
れ
は
︑︿
文
字
﹀
の
絶
対
性
を
賞
揚
し
な
が
ら
︑
同
時
に
そ
の
存
在
を
疑

う
と
い
っ
た
構
造
と
同
質
で
あ
る
︒﹁
山
月
記
﹂
の
テ
ー
マ
は
﹁
文
字
と
言
葉

と
㊔
﹂
な
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

｢山
月
記
﹂
は
︑
作
家
・
中
島
敦
と
連
結
し
︑
語
ら
れ
て
き
た
︒

そ
の
﹁
中
島
敦
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
は
︑
い
ま
や
様
々
な
も
の
に
接
続
さ
れ
て

い
る
︒

た
と
え
ば
︑﹃
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス㉒

﹄
と
い
う
コ
ミ
ッ
ク
ス
や
︑
﹁
文
豪

と
ア
ル
ケ
ミ
ス
ト㉓

﹂
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
る
︒
最
近
の
︿
文
豪
﹀
ブ
ー
ム
を
牽

引
す
る
作
品
群
だ
が
︑
こ
の
な
か
に
は
﹁
中
島
敦
﹂
が
登
場
す
る
︒
特
に
前
者

は
主
人
公
と
し
て
﹁
中
島
敦
﹂
を
据
え
て
い
る
︒
﹁
彼
自
身
が
変
身
す
る
﹁
月

下
獣
﹂
の
異
能
力
保
持
者㉔

﹂
で
あ
る
﹁
中
島
敦
﹂
の
設
定
は
︑
当
然
な
が
ら

﹁
山
月
記
﹂
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
中
島
敦
の
生
誕
百
周

年
を
迎
え
た
昨
今
︑﹁
中
島
敦
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
は
︑
作
家
・
中
島
敦
を
離
れ
︑

分
散
し
︑
広
が
っ
て
い
る
︒

｢詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
﹂
李
徴
の
︑︿
名
﹀
を
絶

対
視
す
る
あ
り
か
た
に
懐
疑
の
ま
な
ざ
し
を
送
っ
た
中
島
敦
︒
そ
ん
な
中
島
自

身
の
﹁
中
島
敦
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
が
︑﹁
作
家
・
中
島
敦
﹂
で
な
く
︑﹃
文
豪
ス

ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス
﹄
の
﹁
中
島
敦
﹂︑﹁
文
豪
と
ア
ル
ケ
ミ
ス
ト
﹂
の
﹁
中
島

敦
﹂
に
接
続
さ
れ
る
現
状
に
は
皮
肉
め
い
た
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
︑
﹁
山
月
記
﹂
に
普
遍
的
な
問
題
提
起
が
存
在
す

る
と
示
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒
﹁
山
月
記
﹂
と
い
う
作
品
が
︑
長
い
間
国

語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
の
は
︑
近
代
以
降
の
人
々
が
感
じ
る
﹁
な
ぜ
﹂

を
問
い
続
け
る
か
ら
に
違
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
﹁
な
ぜ
﹂
の
一
部
を
考
察
し

た
に
過
ぎ
な
い
︒
こ
れ
か
ら
も
﹁
山
月
記
﹂
に
つ
い
て
多
角
的
に
検
討
し
て
い

中
島
敦
﹁
山
月
記
﹂
一
考
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き
た
い
︒

注①

管
見
の
限
り
︑﹁
山
月
記
﹂
論
文
数
は
二
〇
〇
を
超
え
る
︒
そ
の
う
ち
︑
一
〇
〇

件
以
上
は
教
材
研
究
論
文
で
あ
る
︒

②

大
修
館
書
店
編
集
部
編
﹃
精
選
現
代
文
Ｂ

指
導
資
料
�
﹄︵
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
︑
大
修
館
書
店
︶

③

注
②
に
同
じ
︒

④

黒
瀬
直
美
﹁
主
体
的
に
学
ぶ
小
説
教
材
の
学
習
指
導
方
法
の
工
夫

︱
﹃
山
月

記
﹄
で
の
取
り
組
み
を
中
心
に
﹂︵﹁
国
語
教
育
研
究
﹂
第
五
十
七
巻
︑
平
成
二
十
八

年
三
月
︶

⑤

山
名
順
子
﹁
中
島
敦
﹃
山
月
記
﹄
を
読
む

︱
時
代
を
見
つ
め
る
作
者
の
眼

︵
�
︶﹂︵﹁
川
村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
﹂
第
二
十
七
巻
第
一
号
︑
平
成
二
十
八

年
︶
に
は
︑
い
ま
ま
で
の
﹁
山
月
記
﹂
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

⑥

平
成
十
七
年
に
朝
日
舞
台
芸
術
賞
︑
紀
伊
國
屋
演
劇
賞
・
個
人
賞
を
受
賞
し
て
い

る
︒
翌
年
再
演
︒
そ
の
の
ち
︑
平
成
二
十
七
年
に
も
再
演
︒
初
演
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
︑

販
売
さ
れ
て
い
る
︵
平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
︑
Ｗ
Ｏ
Ｗ
Ｏ
Ｗ
︶︒

⑦

公
演
時
に
配
布
さ
れ
た
ち
ら
し
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︒
ネ
ッ
ト
で
も
公

開
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
に
よ
る
﹃
敦

︱
山
月
記
・
名
人
伝

︱
﹄
Ｈ
Ｐ

よ
り
引
用
し
た
︒

⑨

﹃
敦

山
月
記
・
名
人
伝

プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄︵
平
成
二
十
七
年
六
月
十
三
日
︑
世
田

谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
︶

⑩

注
⑨
に
同
じ
︒

⑪

注
⑨
に
同
じ
︒

⑫

注
②
に
同
じ
︒

⑬

深
田
久
彌
﹁
中
島
敦
の
作
品
﹂︵﹃
昭
和
文
学
全
集
35

中
島
敦
・
武
田
泰
淳
・
田

宮
虎
彦
集
﹄
月
報
︑
昭
和
二
十
九
年
四
月
三
十
日
︑
角
川
書
店
︶

⑭

佐
々
木
充
﹃
中
島
敦
の
文
学
﹄︵
昭
和
四
十
八
年
六
月
十
五
日
︑
桜
楓
社
︶

⑮

た
と
え
ば
︑
諸
坂
成
利
﹃
中
島
敦
﹁
古
譚
﹂
講
義
﹄
︵
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三

十
日
︑
彩
流
社
︶
が
あ
る
︒

⑯

小
沢
秋
広
﹃
中
島
敦
と
問
い
﹄︵
平
成
七
年
六
月
五
日
︑
河
出
書
房
新
社
︶

⑰

拙
稿
﹁
中
島
敦
︿
南
洋
も
の
﹀
考

︱
︿
南
洋
﹀
表
象
と
﹁
作
家
﹂
イ
メ
ー
ジ

︱
﹂︵﹁
文
学
・
語
学
﹂
第
二
一
〇
号
︑
平
成
二
十
六
年
八
月
︶
に
詳
し
く
述
べ
て

い
る
︒

⑱

川
村
湊
﹃
狼
疾
正
伝

中
島
敦
の
文
学
と
生
涯
﹄︵
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
︑

河
出
書
房
新
社
︶

⑲

野
口
武
彦
﹃
日
本
語
の
世
界
13

小
説
の
日
本
語
﹄︵
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二

十
日
︑
中
央
公
論
社
︶

⑳

松
村
良
﹁
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
復
讐

︱
中
島
敦
﹃
山
月
記
﹄

︱
﹂︵
勝
又
浩
︑

山
内
洋
編
﹃
中
島
敦
﹃
山
月
記
﹄
作
品
論
集
﹄
所
収
︑
平
成
十
三
年
十
月
二
十
五
日
︑

ク
レ
ス
出
版
︶

㉑

出
口
顯
﹃
名
前
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄
︵
平
成
七
年
九
月
二
十
五
日
︑
紀
伊
國
屋

書
店
︶

㉒

﹃
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス
﹄
は
作
・
朝
霧
カ
フ
カ
︑
作
画
・
春
河
�

に
よ
る

日
本
の
漫
画
作
品
で
あ
る
︒﹁
中
島
敦
﹂﹁
太
宰
治
﹂
﹁
芥
川
龍
之
介
﹂
と
い
っ
た
文

豪
の
名
を
冠
し
た
登
場
人
物
を
用
い
て
い
る
︒
平
成
二
十
五
年
四
月
日
に
第
一
巻
が

株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
か
ら
発
売
さ
れ
︑
現
在
ま
で
に
コ
ミ
ッ
ク
ス
十
四
巻
︑

小
説
五
冊
刊
行
︑
舞
台
化
も
さ
れ
て
い
る
︒

㉓

﹁
文
豪
と
ア
ル
ケ
ミ
ス
ト
﹂
は

D
M
M
.c
o
m
よ
り
配
信
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
ム
で
あ

る
︒
平
成
二
十
八
年
一
一
月
に
配
信
が
開
始
さ
れ
た
︒﹃
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス
﹄

中
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同
様
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
﹁
芥
川
龍
之
介
﹂﹁
泉
鏡
花
﹂
な
ど
文
豪
の
名
が
用
い
ら

れ
て
い
る
︒

㉔

﹃
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス

公
式
国
語
便
覧
﹄︵
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
一

日
︑
株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
︶

︹
付
記
︺

本
稿
は
同
志
社
大
学
︑
花
園
大
学
︑
佛
教
大
学
で
の
講
義
の
一
部
を
元
に
し

た
論
文
で
あ
る
︒
な
お
本
稿
で
引
用
し
た
中
島
敦
の
文
章
は
︑﹃
中
島
敦
全
集
﹄

全
三
巻
・
別
巻
一
︵
平
成
十
三
年
十
月
十
日
～
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
︑
筑

摩
書
房
︶
を
底
本
と
す
る
︒
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
︑
ル
ビ
を

簡
略
化
し
た
︒

ま
た
︑
文
中
に
現
代
の
判
断
基
準
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