
は
じ
め
に

「
憶
児
時
（
幼
時
の
思
い
出
）」
は
、
小
品
文
作
家
と
し
て
知
ら
れ
た
中
国
近
代

の
文
学
者
、
画
家
豊ほう
子し

愷がい
（
一
八
九
八
｜
一
九
七
五
）
が
「
小
品
」
と
し
て
発

表
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
二
七
年
六
月
、
作
者
が
前
年
よ
り

挿
絵
を
手
が
け
て
い
た
『
小
説
月
報
』
の
「
小
品
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
誌

は
当
時
最
大
の
新
文
学
結
社
「
文
学
研
究
会
」
の
主
要
雑
誌
で
、
そ
れ
ま
で
主

に
短
編
小
説
を
載
せ
て
い
た
。
こ
の
雑
誌
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
「
小
品
」
欄

に
、
豊
子
愷
の
小
品
文
が
二

（
計
五
節
）
の
み
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
次

号
に
も
同
欄
が
維
持
さ
れ
、
彼
の
小
品
が
六

並
べ
ら
れ
た
。
こ
の
前
後
八

の
小
品
文
は
い
ず
れ
も
著
者
初
の
文
集
『
縁
縁
堂
随
筆
』（
計
二
〇

、
一
九
三

一
）
に
収
録
さ
れ
、
豊
子
愷
文
学
の
礎
と
な
っ
た
。

豊
子
愷
文
学
と
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
｜
一
九
一
六
）
と
の
関
わ
り
は
深
く

て
長
い
。
よ
っ
て
、「
漱
石
」
は
豊
子
愷
文
学
解
読
の
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ

る１
）

。
初
期
作
品
か
ら
円
熟
期
、
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
豊
子
愷
文
学
に
及
ぶ
漱

石
の
影
響
は
広
範
に
わ
た
る
。
漱
石
文
学
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
豊
子
愷
文

学
が
成
長
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
両
者
作
品
の
比
較
に
よ
っ
て
仔
細
に
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
全
体
像
を
な
お
把
握
し
き
れ
な
い
で
い
る
が
、
豊
子
愷

の
初
期
作
品
に
は
と
り
わ
け
漱
石
の
影
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
だ
。

豊
子
愷
の
処
女
作
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
彼
が
活
動
の
拠
点
を
上
海
に
移
し

た
翌
年
、
立
達
学
会
の
同
人
雑
誌
『
一
般
』（
第
一
巻
二
号
、
一
九
二
六
年
一
〇

月
）
に
小
説
と
し
て
発
表
し
た
「
法
味
」
で
あ
ろ
う
。「
憶
児
時
」
に
先
立
つ

こ
と
わ
ず
か
八
ヵ
月
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
出
家
し
た
師
李
叔
同
（
一
八
八
〇

｜
一
九
四
二
）
と
の
交
流
を
記
す
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
に
憧
れ
な
が
ら
も
な
お

近
づ
く
に
た
め
ら
い
が
ち
な
心
理
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
前
半
は
漱
石
「
初
秋

響
き
合
う
テ
キ
ス
ト
（
四
）
幼
時
体
験
の
光
と
影

豊
子
愷
「
憶
児
時
（
幼
時
の
思
い
出
）」
と
夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』

西

槇

偉

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



の
一
日
」（
一
九
一
二
）
の
構
成
を
借
用
し
、
全

に
『
門
』（
一
九
一
〇
）
に

お
け
る
宗
助
参
禅
の
く
だ
り
の
骨
格
を
用
い
た
と
目
さ
れ
る２

）
。
ま
た
、「
憶
児

時
」
と
同
号
の
『
小
説
月
報
』
に
載
せ
ら
れ
た
小
品
「
華

的
日
記
（
華

の

日
記
）」
は
、
漱
石
の
「
柿
」（『
永
日
小
品
』
所
収
、
一
九
〇
九
）
の
ス
ト
ー
リ

ー
や
主
要
モ
チ
ー
フ
の
配
置
を
反
転
さ
せ
て
創
作
し
た
可
能
性
が
高
い３

）
。

さ
て
、
本
論
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
「
憶
児
時
」
は
題
目
の
示
す
と
お
り
、

子
ど
も
の
こ
ろ
の
思
い
出
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
記
憶
を
喚
起
し

て
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
殺
生
の
行
為
を
反
省
す
る
。
こ
こ
に
彼
の
仏
教
信
仰

へ
の
決
意
が
込
め
ら
れ
、
前
作
「
法
味
」
よ
り
も
前
進
し
た
彼
の
仏
教
に
近
づ

こ
う
と
す
る
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
実
際
、
数
ヵ
月
後
、

彼
は
在
家
の
弟
子
と
し
て
李
叔
同
に
帰
依
す
る
の
で
あ
る
。

前
作
「
法
味
」
で
、「
初
秋
の
一
日
」
と
『
門
』
の
宗
助
参

禅
の
く
だ
り
を
参
照
し
た
こ
と
は
、
作
者
が
自
分
自
身
の
仏
教

体
験
を
漱
石
の
そ
れ
に
重
ね
て
見
て
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
漱
石
の
仏
教
体
験
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
彼

は
「
憶
児
時
」
を
創
作
す
る
に
あ
た
り
、
仏
教
へ
の
強
い
関
心

の
芽
生
え
を
告
白
す
る
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
漱
石
の
小
品
を

下
敷
き
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
文
の
論
点
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
憶
児
時
」
を
『
硝
子
戸
の
中
』

第
一
九
｜
二
一
節
、
三
一
｜
三
二
節
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に

よ
り
、
豊
子
愷
が
漱
石
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
検
討
す
る
。
同
時
に
、
漱

石
小
品
の
特
色
や
、
そ
れ
を
看
取
し
て
な
お
も
独
自
性
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る

豊
子
愷
文
学
の
魅
力
に
目
を
向
け
、
両
作
者
の
作
品
を
深
く
味
わ
い
た
い
と
考

え
る
。

一
、「
憶
児
時
」
と
『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九
）

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
憶
児
時
」
に
は
、
独
立
し

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
三
節
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
と
つ
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
祖
母
の
養
蚕
、

父
が
蟹
を
食
べ
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
一
家
団
欒
の
情
景
、
そ
し
て
作
者
自
身

図１ 豊子愷「憶児時」が掲載された『小説月報』誌面。第18巻６
号、1927年６月10日、商務印書館。同号に「小品」欄が初めて設け
られ、カットも豊子愷による。それまでに使用されたことのあるカ
ットだが、味覚表現を特色とする本文の内容にふさわしい。



と
幼
友
達
の
魚
釣
り
で
あ
る
。
文
末
に
お
い
て
、
思
い
出
を
振
り
か
え
る
作
者

の
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
構
造
を
と
り
、
そ
れ
は
三
節
に
共
通
す
る
。
そ
の
感
想

と
は
、
蚕
、
蟹
、
魚
と
い
っ
た
生
き
物
を
殺
生
し
た
こ
と
へ
の
反
省
で
、
作
者

の
仏
教
思
想
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
よ
う
。

連
作
の
体
裁
は
『
硝
子
戸
の
中
』
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
が
多
岐

に
わ
た
る
も
の
の
、「
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
」
が
『
硝
子
戸
の
中
』
に
は
複

数
節
存
在
し
、
豊
子
愷
は
い
ち
早
く
そ
れ
に
注
目
し
た
こ
と
に
な
る
。
具
体
的

に
い
え
ば
、
里
子
に
出
さ
れ
た
み
ず
か
ら
の
出
生
（
二
九
）
や
母
親
の
思
い
出

（
三
七
、
三
八
）
を
記
し
た
三
節
よ
り
も
、「
憶
児
時
」
は
第
一
九
｜
二
一
、
三

一
｜
三
二
節
に
近
い
。
特
に
、
第
一
九
節
か
ら
の
三
節
に
描
か
れ
た
、
春
の
日

に
聴
く
御
北
さ
ん
の
長
唄
な
ど
隣
人
や
近
所
の
寺
の
思
い
出
（
一
九
）、
母
か

ら
小
遣
い
を
も
ら
い
寄
席
に
通
っ
た
こ
と
（
二
〇
）、
姉
た
ち
の
芝
居
見
物

（
二
一
）
は
、
漱
石
に
と
っ
て
心
を
ひ
か
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
思
い
出
な

の
で
あ
る
。「
憶
児
時
」
の
雛
型
は
こ
の
三
連
作
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
豊

子
愷
は
仏
教
へ
の
関
心
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
過
去
を
見
つ
め
、
三
節

に
共
通
の
主
題
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
楽
し
か
り
し
幼
時
の
思
い
出
を
懐
か
し
ん

で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
節
で
、
漱
石
は
幼
少
時
に
住
ん
だ
家
の
隣
人
の
思

い
出
を
つ
づ
り
、
最
後
に
近
所
の
寺
の
鉦かね
の
音
が
「
私
の
心
に
悲
し
く
て
冷
た

い
或
物
を
叩
き
込
む
や
う
に
、
小
さ
い
私
の
気
分
を
寒
く
し
た
」
と
述
べ
て
結

ん
で
い
る
。
幼
年
期
の
生
活
環
境
か
ら
と
り
わ
け
仏
教
の
感
化
を
受
け
と
め
た

と
読
み
取
れ
る
一
文
で
あ
る
。「
憶
児
時
」
の
構
成
は
こ
の
節
に
酷
似
し
、
両

作
品
の
内
容
も
彷
彿
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
両

を
読
み
比
べ
て
見
る
こ
と
に

し
た
い
。

「
憶
児
時
」
は
同
様
の
主
題
と
構
成
を
も
つ
三
節
か
ら
な
り
、
ま
ず
そ
の

第
一
節
を
例
に
と
り
、
具
体
的
に
見
て
み
る
。
少
し
長
い
が
、
冒
頭
か
ら
三

段
落
引
用
す
る
。

わ
た
し
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
幼
時
の
思
い
出
が
、
三
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
養
蚕
で
あ
る
。
わ
た
し
が
五
、
六
歳
の
頃
、
祖
母
が
ま
だ

健
在
で
あ
っ
た
。
祖
母
の
性
格
は
お
お
ら
か
で
、
彼
女
は
生
活
を
楽
し

む
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
折
々
の
節
句
を
大
切
に
す
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
養
蚕
も
毎
年
盛
大
に
行
う
の
で
あ
る
。
実
を
い
う
と
、

図２ 豊子愷 弘一大師造象 制作年未詳 『弘
一大師全集』第七冊、福建人民出版社、1991年６
月による。弘一法師こと李叔同は中国における西
洋美術、音楽、演劇受容の草分けとして知られる。
彼の出家（1918）後、弟子の豊子愷が美術と音楽
の分野でその役割を担った。
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そ
れ
は
わ
た
し
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
祖
母
の
養

蚕
は
お
金
を
も
う
け
る
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
桑
の
葉
が
貴
い
年
に

な
る
と
、
よ
く
損
を
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
彼
女
が
暮
春
の
こ
の
行
事

を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
れ
で
毎
年
盛
大
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に

嬉
し
か
っ
た
の
は
、
ま
ず
蚕
が
床
に
下
り
て
く
る
と
き
で
、
三
間
の
広
さ

の
わ
が
家
の
ホ
ー
ル
の
床
全
体
が
蚕
に
占
領
さ
れ
る
。
通
行
の
た
め
ま
た

は
餌
や
り
の
た
め
に
、
縦
横
に
板
が
か
け
ら
れ
た
。
蔣
五
伯
は
天
秤
棒
を

か
つ
い
で
、
畑
へ
葉
を
摘
み
に
出
か
け
る
と
、
わ
た
し
は
姉
た
ち
と
一
緒

に
彼
に
つ
い
て
桑
の
実
を
食
べ
に
行
く
。
蚕
が
床
に
下
り
る
頃
、
桑
の
実

は
紫
色
に
な
り
、
甘
く
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
山
桃
よ
り
ず
っ
と
美
味
し
い
。

わ
た
し
た
ち
が
好
き
な
だ
け
食
べ
て
か
ら
、
大
き
な
桑
の
葉
で
茶
碗
の
形

に
作
り
、
実
を
い
っ
ぱ
い
摘
ん
で
蔣
五
伯
に
連
れ
ら
れ
家
に
帰
る
。
蔣
五

伯
が
蚕
に
餌
を
や
り
、
わ
た
し
は
通
路
の
板
の
間
を
渡
り
歩
い
て
楽
し
ん

だ
。
よ
く
床
に
転
ん
で
は
、
蚕
を
た
く
さ
ん
潰
し
た
も
の
で
あ
る
。
祖
母

の
掛
け
声
で
、
蔣
五
伯
が
と
ん
で
き
て
、
わ
た
し
を
抱
き
起
こ
し
、
通
路

で
遊
ん
で
は
い
け
な
い
よ
と
い
う
。
で
も
、
床
に
か
け
ら
れ
た
板
は
碁
盤

目
の
町
並
み
の
よ
う
で
、
歩
い
て
い
て
怖
さ
も
感
じ
ず
、
た
い
そ
う
に
面

白
く
、
そ
れ
は
本
当
に
年
一
度
の
得
が
た
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

祖
母
に
叱
ら
れ
よ
う
が
、
わ
た
し
は
毎
日
そ
の
上
を
歩
い
て
遊
ん
だ
。

蚕
を
わ
ら
蔟まぶしに
上じょう
蔟ぞく
さ
せ
る
頃
、
家
が
静
か
に
な
り
、
一
同
が
そ
れ

を
見
守
っ
た
。
そ
の
頃
、
子
ど
も
が
騒
ぐ
の
も
許
さ
れ
ず
、
わ
た
し
は
ひ

ど
く
う
っ
と
う
し
く
感
じ
た
。
し
か
し
、
数
日
後
、
繭
を
取
り
、
糸
を
紡

ぐ
の
で
、
ま
た
に
ぎ
や
か
な
空
気
に
満
ち
溢
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
家
で

は
毎
年
牛
橋
頭
に
住
む
七
娘
娘
に
糸
紡
ぎ
を
頼
む
。
繭
と
り
、
糸
紡
ぎ
、

釜
炊
き
を
す
る
人
た
ち
の
た
め
に
、
蔣
五
伯
は
毎
日
枇
杷
と
柔
か
な
お
菓

子
を
買
っ
て
く
る
。
今
は
仕
事
が
大
変
だ
が
、
希
望
の
持
て
る
時
期
で
あ

り
、
食
べ
る
権
利
が
あ
る
の
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
み
な
は
遠
慮
な
く

果
物
や
お
菓
子
を
取
っ
て
食
べ
る
。
わ
た
し
は
仕
事
を
し
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
毎
日
枇
杷
と
お
菓
子
を
た
ら
ふ
く
食
べ
、
こ
れ
も
ま
た
楽
し
み

の
一
つ
で
あ
っ
た４

）
。

豊
子
愷
の
祖
母
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
彼
が
満
四
歳
と
な
っ
た
直
後
、
一
九

〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
二
月
だ
か
ら
、
そ
の
祖
母
の
養
蚕
は
や
っ
と
物
心
が

つ
く
三
、
四
歳
の
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
祖
父
は
早
く
世
を
去
り
、
一
人
息
子

で
あ
る
豊
子
愷
の
父
は
科
挙
を
受
験
し
、
家
業
に
は
ほ
と
ん
ど
携
わ
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
祖
母
が
一
家
の
長
と
な
り
、
春
の
行
事
を
主
催
し
た
と
思
わ

れ
る
。
養
蚕
は
金
銭
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
楽
し
み
の
た
め
だ
っ
た
と
、
豊

子
愷
は
ふ
り
か
え
る
。
彼
は
祖
母
の
そ
う
し
た
生
活
の
趣
味
を
受
け
継
い
だ
か

の
よ
う
に
、
思
い
出
を
懐
か
し
む
の
だ
。
家
の
床
一
面
が
蚕
と
桑
の
葉
に
覆
わ

れ
、
そ
の
上
に
板
を
か
け
て
通
路
に
す
る
様
子
は
子
ど
も
の
豊
子
愷
を
興
奮
さ

せ
、
彼
は
転
ん
で
も
板
を
渡
り
歩
い
て
楽
し
ん
だ
。
祖
母
や
蔣
五
伯
、
七
娘
娘

が
登
場
し
、
そ
し
て
桑
の
実
や
枇
杷
、
お
菓
子
と
い
っ
た
味
覚
の
記
憶
が
鮮
明



で
あ
る
。
に
ぎ
や
か
で
希
望
に
満
ち
た
雰
囲
気
の
中
、
転
ん
だ
勢
い
で
蚕
を
潰

し
て
し
ま
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
起
き
た
。
そ
れ
が
殺
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。
文
末
に
か
け
て
、
作
者
は
幼
時
の
甘
美
な
思
い
出
を
次
の
よ
う

に
批
評
す
る
。

今
わ
た
し
は
子
ど
も
の
頃
を
回
想
し
、
本
当
に
心
を
ひ
か
れ
て
や
ま
な

い
の
だ
。
祖
母
、
蔣
五
伯
、
七
娘
娘
や
姉
た
ち
は
み
な
童
話
の
中
の
人
物

の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
た
し
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
が
あ
の
頃
に
演

じ
て
い
た
芝
居
の
主
人
公
は
ほ
か
で
も
な
く
こ
の
わ
た
し
な
の
だ
。
そ
れ

は
な
ん
と
甘
美
な
思
い
出
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
芝
居
の
題
材
に
つ
い
て
、

今
考
え
る
と
、
残
念
の
よ
う
に
思
う
。
蚕
を
飼
い
、
糸
を
紡
ぐ
の
は
、
生

計
の
た
め
に
よ
い
こ
と
と
は
い
え
、
そ
れ
は
も
と
は
何
千
何
万
も
の
生
き

物
を
殺
戮
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蚕
を
飼
う
と
い
う
の
は
、
実
は

犯
人
を
生
か
し
て
お
く
の
と
同
様
で
あ
る
。
糸
を
紡
ぐ
と
い
う
の
は
、
実

は
彼
ら
を
焼
き
殺
し
の
刑
罰
に
処
す
る
も
同
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当

時
の
喜
び
と
幸
せ
は
、
生
霊
の
虐
殺
を
背
景
に
し
て
い
た
と
は
。
そ
れ
が

わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
わ
た
し
は
み
な
と
一
緒
に
桑
の
実
や
枇
杷
、
お
菓

子
を
絶
対
食
べ
な
か
っ
た
と
思
う
。
最
近
、『
西
青
散
記
』
を
読
み
、
そ

の
中
に
次
の
よ
う
な
仙
人
の
句
を
見
つ
け
た
。「
自
ら

ぐう
絲し

を
織
り

さん
子し

わか
し
、
辛
苦
を
憐
み

春
蚕
を
赦
す
べ
し
」。
人
間
も
蓮
根
か
ら

糸
を
紡
ぐ
方
法
を
発
明
し
、
蚕
の
命
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。わ

た
し
が
七
歳
の
時
、
祖
母
が
他
界
し
た
。
そ
れ
よ
り
家
で
は
蚕
を
飼

わ
な
く
な
っ
た
。
間
も
な
く
、
父
も
姉
も
弟
も
相
次
ぎ
な
く
な
り
、
家
運

が
傾
き
、
わ
た
し
の
幸
せ
な
幼
年
時
代
が
終
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た

し
は
い
つ
ま
で
も
こ
の
思
い
出
に
心
ひ
か
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ

て
い
つ
ま
で
も
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る５

）
。

こ
う
し
て
、
作
者
は
養
蚕
を
仏
教
の
殺
生
観
念
と
結
び
付
け
、
過
去
の
思
い

出
に
あ
る
負
の
面
を
悔
や
む
。
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
彼
は
仏
教
に
深
い
関
心

を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
引
か
れ
た
詩
句
は
、
作
者
の
主
張
を

強
め
、
効
果
的
で
し
か
も
彼
の
古
典
文
学
趣
味
を
表
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、

全
三
節
と
も
後
半
か
ら
末
尾
に
か
け
て
、
漢
詩
文
を
引
用
し
て
お
り
、
同
様
の

構
成
を
と
る
。
こ
の
意
図
的
な
構
成
法
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
満
四
歳
の
時
に
祖
母
が
な
く
な
っ
た
の
で
、「
七
歳
」（
お
そ
ら

く
数
え
年
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
豊
子
愷
の
創
作
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
彼
の
小

品
文
は
決
し
て
事
実
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
創
作
さ
れ
た
作
品
な
の
だ
。

で
は
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
節
の
内
容
を
見
な
が
ら
、「
憶
児
時
」
と
の

関
わ
り
を
探
っ
て
み
よ
う
。

馬
場
下
に
あ
る
旧
宅
を
回
想
し
た
の
が
『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
節
で
あ
る
。

思
い
出
は
隣
人
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
小
倉
屋
と
い
う

酒
屋
、
や
っ
ち
ゃ
ば
（
青
物
市
場
）、
豆
腐
屋
や
西
閑
寺
で
あ
る
。
小
倉
屋
に

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



つ
い
て
、
漱
石
は
こ
う
記
す
。

（
前
略
）
そ
れ
か
ら
坂
を
下
り
切
つ
た
所
に
、
間
口
の
広
い
小
倉
屋
と
い

ふ
酒
屋
も
あ
つ
た
。
尤
も
此
方
は
倉
造
り
で
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
堀

部
安
兵
衛
が
高
田
の
馬
場
で
敵
を
打
つ
時
に
、
此
処
へ
立
ち
寄
つ
て
、
枡ます

酒ざけ
を
飲
ん
で
行
つ
た
と
い
ふ
履
歴
の
あ
る
家
柄
で
あ
つ
た
。
私
は
そ
の
話

を
小
供
の
時
分
か
ら
覚
え
て
ゐ
た
が
、
つ
い
ぞ
其
所
に
仕
舞
つ
て
あ
る
と

い
ふ
噂
の
安
兵
衛
が
口
を
着
け
た
枡
を
見
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
其
代
り

娘
の
御
北
さ
ん
の
長
唄
は
何
度
と
な
く
聞
い
た
。
私
は
小
供
だ
か
ら
上
手

だ
か
下
手
だ
か
丸
で
解
ら
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
宅
の
玄
関
か
ら
表

へ
出
る
敷
石
の
上
に
立
つ
て
、
通
り
へ
で
も
行
か
う
と
す
る
と
、
御
北
さ

ん
の
声
が
其
所
か
ら
能
く
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
春
の
日
の
午ひる
過
な
ど
に
、

私
は
よ
く
恍うつ
惚とり
と
し
た
魂
を
、
麗うらゝ
か
な
光
に
包
み
な
が
ら
、
御
北
さ
ん
の

御
浚さら
ひ
を
聴
く
で
も
な
く
聴
か
ぬ
で
も
な
く
、
ぼ
ん
や
り
私
の
家
の
土
蔵

の
白
壁
に
身
を
靠も
た
せ
て
、
佇
立
ん
で
ゐ
た
事
が
あ
る
。
其
御
蔭
で
私
は

と
う
と
う
「
旅
の
衣
は
篠すゞ
懸かけ
の
」
な
ど
と
い
ふ
文
句
を
何
時
の
間
に
か
覚

え
て
し
ま
つ
た６

）
。

漱
石
の
思
い
出
も
長
い
段
落
で
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
節
は
全
部
で
四
つ
の
段

落
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
豊
子
愷
の
「
憶
児
時
」
初
出
の
第
二
節
は
五
段

落
構
成
で
ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
第
一
節
は
七
段
落
、
第
三
節
は
九

段
落
で
、『
硝
子
戸
の
中
』
よ
り
や
や
長
い
が
、
長
い
段
落
に
お
も
に
平
叙
文

で
思
い
出
を
一
人
称
作
者
視
点
で
細
や
か
に
語
る
と
い
う
特
色
は
共
通
す
る
。

ま
た
、
と
も
に
掛
け
声
な
ど
直
接
話
法
に
よ
る
短
い
挿
入
句
を
ち
り
ば
め
、
そ

れ
が
平
叙
文
の
単
調
さ
を
破
る
役
割
を
果
た
す
。
穏
や
か
な
調
子
で
思
い
出
が

次
か
ら
次
へ
湧
き
出
る
ご
と
く
に
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
文
の
流
れ
も
類
似

す
る
。

内
容
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
小
倉
屋
の
思
い
出
は
前
半
に
堀
部
安
兵
衛
（
一
六

七
〇－

一
七
〇
三
）
が
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
、
店
の
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
に
触

れ
、
後
半
は
そ
こ
の
娘
の
長
唄
を
聴
い
た
当
時
の
自
分
の
幸
福
感
が
書
か
れ
る
。

後
半
の
情
景
は
作
者
に
と
っ
て
原
風
景
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
豊
子
愷
が
い
う

と
こ
ろ
の
「
心
を
ひ
か
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
漱
石
が
い
う

と
こ
ろ
の
「
過
去
を
誘
ひ
出
す
懐
か
し
い
響
」（『
硝
子
戸
の
中
』
二
三
）
を
与

え
て
く
れ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
半
も
作
者
の
心
の
奥
に
す

く
っ
て
い
た
記
憶
で
あ
り
、
子
ど
も
な
が
ら
義
士
堀
部
が
口
を
つ
け
た
枡
に
興

味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
義
士
は
世
代
を
超
え
て
人
々
の
記
憶
に
残
り
、

そ
の
行
為
は
賞
賛
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
挿
話
に
は
死
の
影
が
付
き
ま
と

う
。
敵
討
ち
は
生
死
の
戦
い
で
あ
り
、
そ
の
物
語
は
多
感
な
少
年
に
衝
撃
を
与

え
た
で
あ
ろ
う
。
御
北
さ
ん
の
長
唄
に
は
生
の
歓
喜
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
堀
部

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
死
の
影
を
宿
し
て
い
る
。

こ
の
一
段
は
聴
覚
を
中
心
に
、
視
覚
、
触
覚
も
交
え
た
表
現
に
特
色
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
触
れ
る
と
し
て
、
青
物
市
場
の
問
屋
仙
太
郎
を
描



い
た
く
だ
り
も
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
前
略
）
少
し
八はち
幡まん
坂ざか
の
方
へ
寄
つ
た
所
に
は
、
広
い
土
間
を
屋
根
の
下

に
囲
ひ
込
ん
だ
や﹅
つ﹅
ち﹅
や﹅
場
も
あ
つ
た
。
私
の
家
の
も
の
は
其
所
の
主
人

を
、
問とひ
屋や
の
仙
太
郎
さ
ん
と
呼
ん
で
ゐ
た
。
仙
太
郎
さ
ん
は
何
で
も
私
の

父
と
極
遠
い
親
類
つ
ゞ
き
に
な
つ
て
ゐ
る
ん
だ
と
か
聞
い
た
が
、
交つき
際あひ
か

ら
い
ふ
と
、
丸
で
疎
闊
で
あ
つ
た
。
往
来
で
行
き
会
ふ
時
だ
け
、「
好
い

御
天
気
で
」
な
ど
と
声
を
掛
け
る
位
の
間
柄
に
過
ぎ
な
か
つ
た
ら
し
く
思

は
れ
る
。
此
仙
太
郎
さ
ん
の
一
人
娘
が
講
釈
師
の
貞
水
と
好
い
仲
に
な
つ

て
、
死
ぬ
の
生
き
る
の
と
い
ふ
騒
ぎ
の
あ
つ
た
事
も
、
人
聞
に
聞
い
て
覚

え
て
は
ゐ
る
が
、
纏
ま
つ
た
記
臆
は
今
頭
の
何
処
に
も
残
つ
て
ゐ
な
い
。

小
供
の
私
に
は
、
そ
れ
よ
り
か
仙
太
郎
さ
ん
が
高
い
台
の
上
に
腰
を
掛
け

て
、
矢
立
と
帳
面
を
持
つ
た
儘
、「
い
ー
や
つ
ち
や
若
干
い
く
ら

」
と
威
勢
の
好

い
声
で
下
に
ゐ
る
大
勢
の
顔
を
見
渡
す
光
景
の
方
が
余よつ
程ぽど
面
白
か
つ
た
。

下
か
ら
は
又
二
十
本
も
三
十
本
も
の
手
を
一
度
に
挙
げ
て
、
み
ん
な
仙
太

郎
さ
ん
の
方
を
向
き
な
が
ら
、
ろ﹅
ん﹅
じ﹅
だ
の
が﹅
れ﹅
ん﹅
だ
の
と
い
ふ
符
徴
を
、

罵
し
る
や
う
に
呼
び
上
げ
る
う
ち
に
、
薑しようがや
茄
子
や
唐
茄
子
の
籠
が
、

夫それ
等ら
の
節
太
の
手
で
、
ど
し
〳
〵
何
処
ど
こ
か

へ
運
び
去
ら
れ
る
の
を
見
て
ゐ
る

の
も
勇
ま
し
か
つ
た７

）
。

こ
こ
で
も
、
描
写
は
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
前
半
に
は
夏
目
の
家

と
仙
太
郎
と
の
関
係
や
そ
の
娘
の
悲
恋
が
語
ら
れ
、
後
半
に
は
好
ま
し
く
描
か

れ
た
、
力
強
く
生
き
る
庶
民
の
姿
が
あ
る
。
漱
石
少
年
は
生
死
を
か
け
た
恋
の

行
方
よ
り
も
、
庶
民
の
生
き
生
き
と
し
た
生
活
風
景
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
。
引

用
の
後
半
か
ら
青
物
市
場
の
活
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
描
写
に
「
手
」
が

モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
二
度
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
仙
太
郎
の
掛

け
声
に
「
二
十
本
も
三
十
本
も
の
手
」
が
一
斉
に
挙
が
り
、
そ
し
て
「
節
太
の

手
」
に
よ
っ
て
籠
が
運
ば
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
手
」
の

描
写
は
視
覚
的
で
、
一
斉
に
挙
が
る
多
く
の
「
手
」
は
市
場
全
体
の
雰
囲
気
を

伝
え
、
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
「
節
太
」
な
「
手
」
は
働
く
庶
民
の

た
く
ま
し
さ
を
映
し
出
す
。
先
に
引
い
た
「
憶
児
時
」
第
一
節
冒
頭
部
第
三
段

落
を
顧
み
れ
ば
、
そ
こ
の
描
写
は
こ
の
く
だ
り
を
思
わ
せ
る
。
糸
紡
ぎ
の
工
程

に
入
り
、
み
な
が
希
望
を
胸
に
働
き
、
遠
慮
な
く
お
菓
子
を
食
べ
る
様
子
は
青

物
市
場
同
様
の
生
活
感
と
活
力
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、「
憶
児
時
」
第
一
節
、
第
二
節
で
、
豊
子
愷
も
「
手
」
を
描
い
て

い
る
。
第
一
節
で
、
祖
母
の
養
蚕
を
手
伝
う
の
は
蔣
五
伯
と
七
娘
娘
で
あ
る
。

彼
ら
は
、『
硝
子
戸
の
中
』
の
仙
太
郎
の
よ
う
に
、
そ
の
働
く
姿
を
作
者
の
目

に
焼
き
付
け
た
。
作
者
は
七
娘
娘
の
「
手
」
に
目
を
向
け
る
箇
所
を
引
く
。

七
娘
娘
が
糸
紡
ぎ
の
手
を
休
め
、
水
タ
バ
コ
を
吸
い
な
が
ら
、
左
手
の

小
指
を
わ
た
し
に
見
せ
た
。
糸
を
紡
ぐ
時
、
絶
対
糸
車
の
後
に
行
っ
て
は

い
け
な
い
よ
と
わ
た
し
に
い
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
糸
車
の
車
軸
に
轢
か
れ
、

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



彼
女
の
小
指
は
半
分
ほ
ど
短
く
な
っ
て
い
た
。「
子
ど
も
は
糸
車
の
後
ろ

で
遊
ん
で
は
い
け
な
い
よ
。
わ
た
し
の
横
に
坐
っ
て
、
枇
杷
や
柔
ら
か
い

お
菓
子
を
食
べ
な
さ
い
。
そ
れ
に
、
糸
紡
ぎ
で
で
き
た
さ
な
ぎ
は
お
母
さ

ん
に
炒
め
て
も
ら
い
な
さ
い
。
と
て
も
う
ま
い
か
ら
」
と
も
い
っ
た
。
し

か
し
、
わ
た
し
は
決
し
て
さ
な
ぎ
を
食
べ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
父
や
姉

た
ち
も
食
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う８

）
。

こ
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
も
「
手
」
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
糸
車
の
車
軸
に

小
指
を
切
断
さ
れ
た
七
娘
娘
は
子
ど
も
の
頃
に
、
働
く
親
の
目
が
届
か
な
い
と

こ
ろ
で
遊
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
不
慮
の
事
故
を
聞
か
さ
れ
、
気
を
つ

け
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
た
豊
子
愷
は
、
七
娘
娘
の
手
を
記
憶
に
と
ど
め
た
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
節
で
豊
子
愷
は
母
親
の
「
手
」
を
描
写
す
る
。
一
家

揃
っ
て
食
卓
を
囲
ん
で
蟹
を
食
べ
る
際
、
不
器
用
な
母
が
よ
く
蟹
の
刺
に
さ
さ

れ
、
血
が
に
じ
む
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
痛
む
「
手
」
は
七
娘
娘
の
「
手
」
に

呼
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
は
「
手
」
で
「
痛
み
」
を
表
す
の
だ
。

「
憶
児
時
」
の
主
人
公
は
、
幼
時
の
の
ど
か
な
空
気
の
な
か
で
、
幸
福
感
を

味
わ
う
と
と
も
に
、
生
の
痛
み
や
不
幸
を
も
見
せ
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
漱
石
の
記
憶
も
実
に
生
の
光
と
影
の
両
面
を
掬
い
取
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
小
倉
屋
の
娘
御
北
さ
ん
や
問
屋
の
仙
太
郎
は
明
る
い
面
を
代
表
し
、

義
士
堀
部
の
敵
討
ち
や
仙
太
郎
の
娘
の
悲
恋
は
影
の
部
分
と
い
え
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
、
両
作
者
は
と
も
に
生
の
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
情
景
の
中
に
、
痛
み
や

不
幸
を
潜
ま
せ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
う
し
た
過
去
に
何
を
語
ら
せ
よ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
節
の
末
尾
の
段
を
そ
の
途

中
か
ら
最
後
ま
で
引
い
て
お
く
。

（
前
略
）
其
豆
腐
屋
に
つ
い
て
曲
る
と
半
町
程
先
に
西
閑
寺
と
い
ふ
寺
の

門
が
小
高
く
見
え
た
。
赤
く
塗
ら
れ
た
門
の
後
は
、
深
い
竹
藪
で
一
面
に

掩おお
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
中
に
何ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
通
り
か
ら
は
全
く
見

え
な
か
つ
た
が
、
其
奥
で
す
る
朝
晩
の
御おつ
勤とめ
の
鉦かね
の
音ね
は
、
今
で
も
私
の

耳
に
残
つ
て
ゐ
る
。
こ
と
に
霧
の
多
い
秋
か
ら
木
枯
の
吹
く
冬
へ
掛
け
て
、

カ
ン
〳
〵
と
鳴
る
西
閑
寺
の
鉦
の
音おと
は
、
何
時
で
も
私
の
心
に
悲
し
く
て

冷
た
い
或
物
を
叩
き
込
む
や
う
に
、
小
さ
い
私
の
気
分
を
寒
く
し
た９

）
。

最
後
に
作
者
は
、「
或
物
を
叩
き
込
む
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
鉦
の
音
の

威
力
を
表
す
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
、
万
物
凋ちょう
落らく
の
季
節
に
、
少
年
は
そ
の
全

身
で
鉦
の
甲
高
い
響
き
を
受
け
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鉦
の
音
よ
り

も
む
し
ろ
、
生
の
隣
に
存
在
す
る
死
の
影
が
彼
の
心
を
強
く
揺
さ
ぶ
り
、
寒
く

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
が
心
に
受
け
止
め
た
「
悲
し
く
て
冷
た
い

或
物
」
を
「
仏
教
的
な
世
界
観
」
だ
と
解
す
れ
ば
、
感
覚
的
で
含
蓄
の
あ
る
こ

の
こ
と
ば
を
限
定
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

仏
教
の
感
化
を
受
け
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、「
憶
児
時
」
は
構
成
と
内
容
と
も
に
、『
硝
子
戸
の
中
』（
一



九
）
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
初
秋
の
一
日
」
や
『
門
』
に
注
目
し

た
豊
子
愷
は
、『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九
）
に
興
味
を
惹
か
れ
た
こ
と
は
頷
け
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
三

は
い
ず
れ
も
漱
石
と
仏
教
の
関
わ
り
を
示
す
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。

二
、
幼
友
達
「
王

」
と
「
喜
い
ち
ゃ
ん
」

「
憶
児
時
」
全
三
節
は
ひ
と
し
く
幼
時
に
行
っ
た
殺
生
に
対
す
る
罪
悪
感
を

表
す
が
、
第
三
節
に
は
ほ
か
の
感
情
の
表
出
も
見
ら
れ
る
。
幼
友
達
王おうけんけん
に

釣
り
を
教
わ
り
、
そ
れ
は
餌
と
な
る
米
虫
、
ハ
エ
、
ミ
ミ
ズ
を
虐
殺
す
る
こ
と

に
つ
な
が
り
、
魚
を
謀
殺
す
る
行
為
だ
と
し
て
、
作
者
は
前
の
二
節
同
様
の
結

論
を
最
後
に
置
い
た
。
し
か
し
、
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
に
、
彼
は
成
長
す
る

自
分
の
別
の
側
面
を
も
見
出
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
わ
た
し
は
釣
り
が
好
き
に
な
っ
た
。
王

が
い
な
く
て
も
、
一
人
で
釣
り
に
出
か
け
た
。
そ
し
て
、
ミ
ミ
ズ
を
掘
っ

て
、
魚
を
釣
る
と
い
う
や
り
方
も
覚
え
た
。
釣
っ
て
き
た
魚
は
夕
食
の
お

か
ず
と
し
て
食
べ
き
れ
な
い
の
で
、
店
の
店
員
た
ち
や
猫
に
も
分
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
ご
ろ
、
わ
た
し
が
釣
り
に
熱
中
し
た
の
は
、
遊
戯
欲

と
と
も
に
、
功
利
心
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
三
、
四
年
の

間
、
夏
に
な
る
と
わ
た
し
は
そ
う
し
て
釣
り
に
熱
を
上
げ
、
家
の
食
費
を

随
分
節
約
し
た10

）
。

つ
ま
り
、
釣
り
は
殺
生
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
幼
い
心
に
「
功
利
」
へ
の
興

味
を
植
え
つ
け
た
の
だ
。
父
の
死
後
、
ま
す
ま
す
不
如
意
と
な
る
家
計
を
助
け

る
少
年
の
姿
は
け
な
げ
と
い
え
る
が
、
彼
自
身
は
利
益
追
求
に
つ
い
て
、
ど
う

考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。「
憶
児
時
」
第
一
節
で
、
彼
は
祖
母
の
養
蚕
に
お
け
る

非
功
利
性
に
賞
賛
の
口
調
で
言
及
し
、
ま
た
や
や
遅
れ
て
発
表
さ
れ
た
「
姓
」

で
、
彼
は
金
融
業
者
を
風
刺
し
、
営
利
行
為
を
よ
し
と
は
し
な
か
っ
た
。
よ
っ

て
、
作
者
は
王

と
の
思
い
出
に
、
功
利
心
の
芽
生
え
を
も
見
出
し
、
殺
生

ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
彼
は
そ
れ
を
好
ま
し
い
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
。

『
硝
子
戸
の
中
』
第
三
一
、
三
二
節
で
も
、
幼
友
達
の
喜
い
ち
ゃ
ん
が
登
場

し
、
作
者
は
彼
と
の
交
友
を
回
想
す
る
。
喜
い
ち
ゃ
ん
が
家
か
ら
持
ち
出
し
た

『
南なん
畝ぽ
ゆう

言げん
』
を
漱
石
は
値
切
っ
て
買
い
取
る
が
、
翌
日
家
で
叱
ら
れ
た
喜
い

ち
ゃ
ん
は
取
り
戻
し
に
来
る
。
そ
こ
で
、
漱
石
が
そ
の
折
の
感
情
を
次
の
よ
う

に
分
析
し
て
み
せ
る
。

（
前
略
）
私
は
今
迄
安
く
買
ひ
得
た
と
い
ふ
満
足
の
裏
に
、
ぼ
ん
や
り
潜

ん
で
ゐ
た
不
快
、

不
善
の
行
為
か
ら
起
る
不
快

を
判
然
自
覚
し

始
め
た
。
さ
う
し
て
一
方
で
は
狡ず
猾る
い
私
を
怒
る
と
共
に
、
一
方
で
は
二

十
五
銭
で
売
つ
た
先
方
を
怒
つ
た
。
何
う
し
て
此
二
つ
の
怒
り
を
同
時
に

和
ら
げ
た
も
の
だ
ら
う
。
私
は
苦
い
顔
を
し
て
し
ば
ら
く
黙
つ
て
ゐ
た11

）
。
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漱
石
は
本
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
喜
い
ち
ゃ
ん
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
。
そ
れ

は
自
分
の
ず
る
さ
と
、
五
十
銭
と
掛
け
値
を
し
て
お
い
て
、「
二
十
五
銭
で
売

つ
た
先
方
」
の
狡
賢
さ
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
幼
心
に
生

ま
れ
た
損
得
勘
定
の
心
理
を
み
ず
か
ら
暴
露
し
、
そ
れ
は
反
省
の
弁
と
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
南
畝

言
』
は
す
で
に
買
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
ち
ら
が
困
る
な
ら
自
分
の

所
有
と
な
っ
た
そ
れ
を
差
し
上
げ
て
も
い
い
が
、
払
っ
た
二
十
五
銭
は
受
け
取

ら
な
い
と
い
う
漱
石
の
主
張
が
通
り
、
こ
の
一
件
が
落
着
し
た
。
利
得
心
に
よ

る
不
善
を
反
省
す
る
漱
石
と
、
釣
り
に
よ
っ
て
遊
戯
欲
の
ほ
か
に
功
利
心
が
培

わ
れ
た
と
す
る
豊
子
愷
の
表
現
に
は
一
脈
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
も
類
似
点
が
見
受
け
ら
れ

る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
分
を
引
き
、
見
比
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
文
中

の
傍
線
と
順
番
を
示
す
記
号
は
引
用
者
に
よ
る
。

忘
れ
ら
れ
な
い
三
つ
目
の
思
い
出
は
隣
の
豆
腐
屋
の
子
王

と
の
交

遊
で
あ
る
。
そ
の
交
遊
は
釣
り
を
中
心
と
す
る
。

十
二
、
三
歳
の
時
、
隣
の
豆
腐
屋
の
子
王

は
、
わ
た
し
の
幼
友
達

の
中
の
大
将
で
あ
っ
た
。
一
人
っ
子
で
、
そ
の
父
が
な
く
な
っ
て
か
ら
生

ま
れ
た
の
だ
と
彼
は
い
っ
た
。
彼
の
母
親
、
祖
母
そ
し
て
彼
が
「
お
じ
さ

ん
」
と
呼
ぶ
職
人
の
鐘
さ
ん
は
、
み
ん
な
彼
を
可
愛
が
っ
た
。
彼
は
お
も

ち
ゃ
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
お
り
、
お
小
遣
い
も
人
よ
り
多
く
も
ら
っ
て
い

た
。
そ
れ
も
、
小
さ
い
仲
間
の
中
で
英
雄
と
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
。

ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
は
、
い
つ
の
間
に
か
彼
を
大
将
と
し
、
彼
に
付
き
従

っ
た
。
ａ
し
か
し
、
彼
は
わ
た
し
に
対
し
て
、
一
目
置
い
て
い
た
。
当
時

わ
た
し
は
母
親
に
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
聞
い
た
。
母
は
「
お
前
の
父
が
彼
の

家
の
鐘
さ
ん
の
世
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
鐘
さ
ん
も
彼
に

君
と
仲
良
く
す
る
よ
う
に
と
い
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
、
わ
た
し
に
い

っ
た
。
ｂ
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
子
ど
も
の
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
ｃ
後
で
、「
王

は
そ
の
父
の
種
で
は
な
い
」
や
「
王
家
の

親
族
は
鐘
さ
ん
を
と
っ
ち
め
よ
う
と
し
、
慶
珍
お
嬢
さ
ん
（
つ
ま
り
王
の

母
）
を
追
い
払
う
そ
う
だ
」
と
か
、
ま
た
「
鐘
さ
ん
は
豊
家
に
隠
れ
て
い

る
」
と
か
大
人
た
ち
が
話
す
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
王

は
お
も
ち
ゃ
の
弓
矢
で
わ
た
し
の
脚
に
当
て
た
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
が

泣
い
た
ら
、
彼
の
祖
母
は
「
ば
か
な
真
似
を
お
し
で
な
い
よ
、
あ
の
子
は

旦
那
の
お
子
さ
ん
で
、
う
ち
は
旦
那
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
よ
」
と

彼
を
叱
っ
た
。
ｄ
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
会
話
か
ら
判
断
し
て
、
彼
の
家
が
困
難
な
場
面

に
遭
遇
し
た
と
き
、
わ
た
し
の
父
が
彼
ら
を
助
け
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。

そ
れ
で
、
彼
は
家
で
わ
た
し
に
仲
良
く
す
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
た
の
だ
ろ

う12
）

。



私
が
ま
だ
小
学
校
に
行
つ
て
ゐ
た
時
分
に
、
喜き
い
ち
や
ん
と
い
ふ
仲
の

好
い
友
達
が
あ
つ
た
。
喜
い
ち
や
ん
は
当
時
中なか
町ちょうの
叔
父
さ
ん
の
宅うち
に
ゐ

た
の
で
、
さ
う
道みち
程のり
の
近
く
な
い
私
の
所
か
ら
は
、
毎
日
会
ひ
に
行
く
事

が
出
来
悪にく
か
つ
た
。
私
は
重おも
に
自
分
の
方
か
ら
出
掛
け
な
い
で
、
喜
い
ち

や
ん
の
来
る
の
を
宅
で
待
つ
て
ゐ
た
。
ｅ
喜
い
ち
や
ん
は
い
く
ら
私
が
行

か
な
い
で
も
、
屹
度
向
ふ
か
ら
来
る
に
極
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
其
来
る

所
は
、
私
の
家
の
長
屋
を
借
り
て
、
紙
や
筆
を
売
る
松
さ
ん
の
許もと
で
あ
つ

た
。喜

い
ち
や
ん
に
は
父ちゝ
母はゝ
が
な
い
様
だ
つ
た
が
、
小
供
の
私
に
は
、
そ
れ

が
一
向
不
思
議
と
も
思
は
れ
な
か
つ
た
。
恐
ら
く
訊
い
て
見
た
事
も
な
か

つ
た
ら
う
。
ｆ
従
つ
て
喜
い
ち
ゃ
ん
が
何
故
松
さ
ん
の
所
へ
来
る
の
か
、

其
訳
さ
へ
も
知
ら
ず
に
ゐ
た
。
ｇ
是
は
ず
つ
と
後
で
聞
い
た
話
で
あ
る
が
、

此
喜
い
ち
や
ん
の
御
父と
さ
ん
と
い
ふ
の
は
、
昔
し
銀
座
の
役
人
か
何
か
を

し
て
ゐ
た
時
、
贋
金
を
造
つ
た
と
か
い
ふ
嫌
疑
を
受
け
て
、
入じ
牢う
し
た
儘

死
ん
で
し
ま
つ
た
の
だ
と
い
ふ
。
そ
れ
で
あ
と
に
取
り
残
さ
れ
た
細
君
が
、

喜
い
ち
や
ん
を
先
夫
の
家
へ
置
い
た
な
り
、
松
さ
ん
の
所
へ
再
縁
し
た
の

だ
か
ら
、
喜
い
ち
や
ん
が
時
々
生う
の
母
に
会
ひ
に
来
る
の
は
当
り
前
の
話

で
あ
つ
た
。

ｈ
何
に
も
知
ら
な
い
私
は
、
此
事
情
を
聞
い
た
時
で
す
ら
、
別
段
変
な
感

じ
も
起
さ
な
か
つ
た
位
だ
か
ら
、
喜
い
ち
や
ん
と
巫ふ
山ざ
戯け
廻まは
つ
て
遊
ぶ
頃

に
、
彼
の
境
遇
な
ど
を
考
へ
た
事
は
た
ゞ
の
一
度
も
な
か
つ
た13

）
。

や
や
長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
両
作
者
と
も
に
幼
友
達
の
身
の
上
を
か
な
り

詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
彼
ら
の
幼
友
達
の
身
の
上
に
共
通

点
が
あ
る
の
は
偶
然
だ
と
し
て
も
、
彼
ら
の
文
章
表
現
が
似
通
う
の
は
偶
然
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
王

と
喜
い
ち
ゃ
ん
は
と
も
に
複
雑
な
家
庭

環
境
の
な
か
に
あ
る
。
王

は
そ
の
父
が
な
く
な
っ
て
か
ら
の
子
だ
と
い
う

が
、
実
際
は
豆
腐
屋
で
働
く
職
人
鐘
さ
ん
の
子
だ
と
噂
さ
れ
る
。
男
女
の
自
由

な
恋
愛
が
認
め
ら
れ
な
い
時
代
ゆ
え
に
、
王
家
の
親
族
は
鐘
さ
ん
を
懲
ら
し
め

よ
う
と
し
た
が
、
鐘
さ
ん
は
豊
子
愷
の
家
に
隠
れ
、
難
を
逃
れ
た
。
そ
れ
で
、

王

の
家
で
は
豊
家
に
恩
義
を
感
じ
、
二
人
の
少
年
も
親
し
く
な
っ
た
。
一

方
の
喜
い
ち
ゃ
ん
も
早
く
に
父
を
な
く
し
、
そ
の
母
は
彼
を
先
夫
の
家
に
残
し

て
、
漱
石
の
家
の
長
屋
に
住
む
松
さ
ん
と
再
婚
し
た
。
喜
い
ち
ゃ
ん
が
松
さ
ん

の
と
こ
ろ
に
来
る
の
は
母
に
会
う
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
家
庭
事
情
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
、
豊
子
愷
も
漱
石
も
た
し
か
に

幼
か
っ
た
。
彼
ら
が
そ
れ
を
理
解
す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、
そ
の
こ
と
を
表

す
叙
述
の
方
法
に
着
目
し
て
み
よ
う
。「
幼
友
達
の
中
の
大
将
」
と
し
て
紹
介

さ
れ
た
王

は
、
豊
子
愷
少
年
に
「
一
目
置
い
て
い
た
」。
そ
れ
は
や
や
不

自
然
な
待
遇
で
、
豊
子
愷
が
読
書
人
の
家
の
子
だ
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
不
平

等
な
交
友
に
疑
問
を
感
じ
、
少
年
は
母
親
に
訊
ね
て
み
た
が
、
得
ら
れ
た
答
え

は
曖
昧
で
少
年
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
傍
線
ｂ
に
至
る
文
脈
を
ｆ
ま
で
の
漱

石
の
文
と
対
比
し
て
み
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
喜
い
ち
ゃ
ん
と
漱
石
も
平

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



等
と
は
い
え
な
い
交
友
関
係
に
あ
っ
た
。
相
当
の
距
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
喜
い

ち
ゃ
ん
が
い
つ
も
漱
石
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
漱

石
の
場
合
は
「
恐
ら
く
訊
い
て
見
た
事
も
な
か
つ
た
ら
う
」
と
い
う
。
そ
れ
で

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
無
理
も
な
い
。
豊
子
愷
は
母
親
に
訊
ね
た
と
い
う
違
い

は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
は
非
常
に
近
い
と
い
え
よ
う
。

次
に
傍
線
ｂ
か
ら
ｄ
ま
で
を
、
ｇ
か
ら
ｈ
に
至
る
ま
で
の
文
脈
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
よ
う
。
傍
線
ｂ
と
ｆ
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
た
読
者
の
好
奇
心
が
、

ｃ
ま
た
は
ｇ
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
友
人
の
家
庭
事
情
を
説
明

す
る
ｃ
と
ｇ
は
い
ず
れ
も
伝
聞
に
よ
る
情
報
だ
が
、
そ
れ
が
彼
ら
の
少
年
時
代

の
不
平
等
な
交
友
が
成
り
立
つ
背
景
で
あ
っ
た
。
伝
聞
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た

の
は
、
そ
の
秘
す
べ
き
性
格
と
重
大
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
社
会
の
モ
ラ
ル

に
触
れ
る
ゆ
え
、
実
に
深
刻
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
に
彼
ら
は

ま
だ
幼
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
彼
ら
は
同
じ
よ
う
に
、
な
お
も
理
解
で
き
な

い
と
い
う
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
と
漱
石
は
幼
時

の
交
友
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
屈
折
し
た
流
れ
を
持
つ
文
を

冒
頭
に
置
い
た
と
い
え
る
。

で
は
、
こ
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
果
た
す
役
割
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
家
庭
の
騒
動
が
王

の
性
格
に
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、

「
憶
児
時
」
で
は
そ
ち
ら
へ
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
く
だ

り
に
よ
り
、
彼
ら
が
親
し
く
な
る
背
景
が
示
さ
れ
、
後
の
王

の
行
動
の
動

機
付
け
が
与
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
緒
に
釣
っ
た
魚
を
全
部
豊
子
愷
の
家

に
持
っ
て
い
っ
た
王

は
、
子
ど
も
な
が
ら
豊
家
の
恩
義
に
報
い
る
つ
も
り

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
、
喜
い
ち
ゃ
ん
の
場
合
、
そ
の
父
が
「
贋
金
を

造
つ
た
と
か
い
ふ
嫌
疑
を
受
け
て
、
入
牢
し
た
儘
死
ん
で
し
ま
つ
た
」
こ
と
が
、

後
の
本
を
め
ぐ
る
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
の
伏
線
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
喜
い
ち
ゃ
ん
の
置
か
れ
た
境
遇
が
、
彼
の
言
動
を
考
え
る
の
に
も
重
要

な
情
報
と
思
わ
れ
る14

）
。
し
た
が
っ
て
、
王

の
身
の
上
を
述
べ
る
の
に
、
豊

子
愷
は
『
硝
子
戸
の
中
』
第
三
一
節
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し

て
書
か
れ
た
文
は
異
な
る
文
脈
で
有
機
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
王

の
家
庭
環
境
を
反
映
す
る
こ
の
一
段
は
、
後
に
大
幅
に

書
き
直
さ
れ
た15

）
。
そ
れ
は
ま
ず
幼
友
達
王

及
び
そ
の
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
に
関
わ
る
事
柄
が
含
ま
れ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
憶
児
時
」
が
発
表

さ
れ
た
当
時
、
豊
子
愷
は
満
二
八
歳
で
、
そ
の
友
人
も
三
〇
歳
ぐ
ら
い
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
差
し
障
り
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
書
き
直
さ
れ
た
後
の
文
章
に

は
、「
彼
の
家
族
が
わ
が
家
に
対
し
て
隣
人
以
上
の
情
誼
を
抱
い
て
い
る
よ
う

で
」、
ま
た
「
彼
の
家
が
困
難
に
遭
っ
た
と
こ
ろ
を
、
わ
た
し
の
父
が
助
け
て

あ
げ
た
ら
し
い
」
と
い
っ
た
、
両
家
の
親
交
を
伝
え
る
こ
と
ば
は
見
ら
れ
る
が
、

友
人
の
出
自
に
関
す
る
具
体
的
な
表
現
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
は
当
然

の
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
に
魚
釣
り
の
残
虐
性
を
指
摘
す
る
の
に
、
友
人
の
家
庭

事
情
を
詳
述
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

友
人
の
出
自
と
自
分
と
の
関
係
を
詳
述
し
た
の
は
、
漱
石
の
文
章
作
法
に
引
き

ず
ら
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。



図３ 豊子愷画、李叔同書 蚕的刑具（蚕の刑具） 豊子愷画・弘一法師書『護
生画集』上海開明書店、1929年２月初版、同年７月再版。絵画は「憶児時」第一節
後半の表現を踏まえており、豊子愷の絵画は文学と深い関わりをもつ。

図４ 豊子愷画、李叔同書 酔人与酔蟹（酔った人と蟹の酒漬け） 前掲『護生
画集』第一集。蟹を食べるという題材は、「憶児時」第二節と関連があろう。「憶児
時」発表後、同年秋李叔同は豊子愷の家に長期滞在し、その折に『護生画集』制作
の計画が話し合われた。豊子愷の画に李叔同が詩を付し、詩画対照形式の画集が
1929年に生まれた。「憶児時」などで発されたメッセージに李叔同が応えたのだ。
以後、師弟の絆を示す同画集が第六集まで刊行された。
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三
、
感
覚
の
交
響

「
憶
児
時
」
初
出
形
は
三
節
と
も
同
じ
構
造
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
細
部
に

わ
た
っ
て
幼
年
期
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
か
ら
、
古
典
詩
文
を
引
用
し
、
最

後
に
甘
美
な
記
憶
に
潜
む
殺
生
の
行
為
を
反
省
す
る
。
三
節
と
も
に
古
詩
文
引

用
の
位
置
が
同
じ
で
、
内
容
が
ほ
ぼ
重
な
る
結
末
の
短
い
段
落
の
表
現
も
大
同

小
異
で
あ
る
。

作
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
法
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
は
『
硝
子
戸

の
中
』
第
二
〇
節
に
「
半
鐘
と
並
ん
で
高
き
冬
木
哉
」、
第
二
三
節
に
「
影
参しん

差し
松
三
本
の
月
夜
か
な
」
と
そ
れ
ぞ
れ

末
近
く
に
み
ず
か
ら
の
句
を
置
い
た
。

前
者
に
は
親
友
正
岡
子
規
の
思
い
出
が
あ
り
、
後
者
に
は
昔
日
の
家
の
面
影
が

宿
る
。
こ
れ
ら
の
句
の
引
用
に
よ
り
、
時
間
の
経
過
か
ら
生
ま
れ
る
滄
桑
の
感

が
い
っ
そ
う
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
豊
子
愷
が
引
く
詩
文
は
彼
自
身
の
作

品
で
は
な
く
、
も
た
ら
す
効
果
も
漱
石
と
は
異
な
る
。
彼
は
殺
生
へ
の
懺
悔
と

い
う
主
旨
を
引
き
出
す
た
め
に
、
古
詩
文
を
再
評
価
し
た
う
え
で
用
い
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
幼
時
の
思
い
出
を
記
し
な
が
ら
も
、
豊
子
愷
と
漱
石
は
同
じ
方

向
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、『
硝
子
戸
の
中
』
は
作

者
が
な
く
な
る
前
年
の
作
品
で
、
筆
は
過
去
と
現
在
を
自
由
に
行
き
来
す
る
が
、

過
去
の
思
い
出
に
主
眼
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
豊
子
愷
は
こ
れ
か

ら
文
壇
に
躍
り
出
よ
う
と
す
る
矢
先
で
あ
り
、
こ
こ
で
比
較
を
試
み
る
彼
ら
の

文
に
相
違
が
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

豊
子
愷
は
幼
時
の
思
い
出
よ
り
も
、
そ
の
こ
ろ
の
殺
生
行
為
を
悔
い
、
仏
教

へ
の
憧
れ
を
吐
露
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
同
じ
よ
う
に
締
め
く

く
ら
れ
る
三
節
の
末
尾
に
お
い
て
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
文
中
に
は
特
定
の
対
象
は
示
さ
れ
な

い
。
し
か
し
、「
憶
児
時
」
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
法
味
」（
一
九
二
六
）

は
李
叔
同
と
の
交
遊
を
通
し
て
、
仏
教
に
心
ひ
か
れ
な
が
ら
も
信
仰
の
生
活
に

踏
み
出
せ
ず
、
逡
巡
す
る
胸
中
を
記
し
た
作
品
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
本

の

タ
イ
ト
ル
「
憶
児
時
」
に
も
李
叔
同
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
ゆ
え
、
李
叔
同
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
と
み
な
し
う
る
の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ
な
ら
李
に
は
同
題
の
歌
（
一
九
一
五
）
が
あ
り
、
そ
の
内
容
も
豊

子
愷
作
品
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
李
に
よ
る
そ
の
歌
詞
を
示
し
て
お
く
。

春
去
秋
来

春
去
り

秋
来
た
り
て
、

歳
月
如
流

歳
月

流
る
る
が
如
く
、

游
子
傷
漂
泊

游
子

漂
泊
を
傷
む
。

回
憶
児
時

家
居
嬉
戯

児
時
を
回
憶
す
れ
ば
、
家
居
の
嬉
戯
、

光
景
宛
如
昨

光
景

宛あたかも
昨きのうの
如
し
。

茅
屋
三
椽

老
梅
一
樹

茅
屋

三
椽てん

老
梅

一
樹
、

樹
底
迷
蔵
捉

樹
底

迷
蔵
を
捉
え
た
り
。

高
枝
啼
鳥

高
枝
の
啼
鳥
、

小
川
游
魚

小
川
の
游
魚
、



曽
把
閑
情
托

曽
て

閑
情
を
把
り
て
托
せ
り
。

児
時
歓
楽

児
時
の
歓
楽
、

斯
楽
不
可
作

斯
の
楽

作
す
べ
か
ら
ず
。

児
時
歓
楽

児
時
の
歓
楽
、

斯
楽
不
可
作

斯
の
楽

作
す
べ
か
ら
ず16

）
。

故
郷
を
後
に
し
て
久
し
い
旅
人
が
、
ふ
と
子
ど
も
の
こ
ろ
の
情
景
を
懐
か
し

く
ま
ぶ
た
に
浮
か
べ
、
し
ば
し
感
傷
に
浸
る
と
い
う
歌
詞
で
あ
る
。
豊
子
愷
は

「
法
味
」
で
も
こ
の
歌
に
触
れ
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
編
集
し
た
『
中
文
名
歌
五

十
曲
』（
一
九
二
八
）
に
も
こ
の
歌
を
収
め
て
い
る
。
彼
の
小
品
文
タ
イ
ト
ル

が
こ
の
歌
に
ち
な
む
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
春
が
去
り
、
秋
が
め
ぐ
っ

て
く
る
と
歌
わ
れ
る
が
、
豊
子
愷
は
第
一
節
に
春
、
第
二
節
に
秋
、
第
三
節
は

夏
に
熱
中
し
た
魚
釣
り
を
描
い
て
は
、
冬
の
詩
句
を
複
数
引
用
し
た
。
つ
ま
り
、

彼
も
季
節
の
移
り
か
わ
り
を
意
識
し
、
四
季
を
作
品
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
お

祭
り
に
も
似
た
雰
囲
気
の
中
、
養
蚕
の
季
節
を
愉
し
ん
だ
第
一
節
は
、
豊
子
愷

に
と
っ
て
の
「
家
居
の
嬉
戯
」
で
あ
ろ
う
し
、
王

と
魚
釣
り
を
し
た
こ
と

か
ら
功
利
心
が
芽
生
え
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
幼
友
達
と
の
遊
戯
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
魚
釣
り
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
李
叔
同
の
歌
で
は

「
小
川
の
游
魚
」
に
「
閑
情
（
静
か
な
心
）」
を
托
す
の
で
あ
り
、「
魚
」
と
い

う
モ
チ
ー
フ
は
共
通
す
る
。

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
歌
末
尾
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
る
。
歌
の
形
式
か

ら
す
れ
ば
、
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
形
を
豊
子

愷
は
小
品
文
に
用
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
三
節
と
も
同
じ
構
成

を
も
ち
、
そ
の
う
え
類
似
す
る
末
尾
を
置
い
た
の
は
、
歌
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
手

法
を
模
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
小
品
に
詩
的
で
、
音
楽
的
な
効
果
が
得
ら
れ
た
が
、
豊
子
愷
が

参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
『
硝
子
戸
の
中
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た

第
一
九
節
は
近
所
の
娘
「
御
北
さ
ん
」
の
長
唄
と
「
西
閑
寺
の
鉦
の
音
」
に
関

す
る
描
写
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
お
り
、「
聴
覚
」
表
現
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
節
に
お
い
て
「
聴
覚
」
の
ほ
か
に
、「
視
覚
」「
嗅
覚
」
表
現
も
見
ら
れ
る

こ
と
は
、
す
で
に
岡
三
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る17

）
。
こ
う
し
た
多
様
な

感
覚
表
現
は
、
実
は
続
く
二
節
に
も
見
出
さ
れ
る
。
幼
時
の
思
い
出
を
つ
づ
る

こ
の
前
後
三
節
は
内
容
的
に
も
、
表
現
の
う
え
で
も
呼
応
し
あ
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。第

二
〇
節
で
は
寄
席
に
講
釈
を
聴
き
に
行
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
途
中
の
風
景

な
ど
が
回
想
さ
れ
る
。「
席
亭
の
主
人
」
の
「
赤
い
筋
の
入
つ
た
印しるし
袢ばん
纏てん
」
や

「
大
空
が
曇
つ
た
や
う
に
始
終
薄
暗
か
つ
た
」「
一
筋
道
」
な
ど
、
視
覚
に
訴
え

る
表
現
の
ほ
か
、
末
尾
近
く
に
み
え
る
「
縄
暖
簾
の
隙
間
か
ら
あ
た
た
か
さ
う

な
煮
〆
の
香にほひが
烟けむりと
共
に
往
来
へ
流
れ
出
し
て
」
と
い
う
く
だ
り
に
は
「
触

覚
」「
味
覚
」「
嗅
覚
」「
視
覚
」
の
み
ご
と
な
融
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
火
事
を
知
ら
せ
る
半
鐘
に
つ
い
て
の
句
「
半
鐘
と
並
ん
で
高
き
冬
木
哉
」

が
引
か
れ
て
、
文
が
結
ば
れ
る
が
、
こ
の
句
に
は
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
か
、

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



「
半
鐘
」
と
い
う
こ
と
ば
に
付
随
し
、「
聴
覚
」
的
効
果
も
伴
っ
て
い
よ
う
。

続
く
第
二
一
節
は
作
者
が
兄
か
ら
聞
い
た
、
姉
た
ち
の
芝
居
見
物
の
思
い
出

で
あ
る
。
作
者
自
身
の
体
験
で
は
な
い
た
め
か
、
五
感
に
よ
る
表
現
は
多
く
な

い
。
し
か
し
、
兄
の
記
憶
と
し
て
、「
米
を
舂つ
く
音
を
始
終
聞
い
た
」
と
い
う

表
現
が
文
末
近
く
に
置
か
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
昔
日
の
家
の
繁

栄
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
え
、
前
の
二
節
末
尾
に
配
置
さ
れ
た
聴
覚
表
現
に
応

え
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
、
二
〇
、

二
一
節
で
は
共
通
し
て
文
末
に
聴
覚
表
現
を
も
つ
。
こ
の
特
徴
は
、
音
楽
的
要

素
の
積
極
的
導
入
と
い
う
点
で
、
リ
フ
レ
イ
ン
形
式
を
用
い
た
「
憶
児
時
」
と

一
脈
通
じ
る
の
だ
。

内
容
に
は
相
違
が
あ
る
わ
け
だ
が
、「
憶
児
時
」
に
お
け
る
感
覚
表
現
全
般

に
目
を
向
け
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
憶
児
時
」
三
節
の
間
で
響
き
あ
う

の
は
「
味
覚
」
表
現
と
い
え
よ
う
。
第
一
節
で
は
桑
畑
で
紫
色
に
熟
し
た
桑
の

実
や
、
労
働
者
に
供
さ
れ
る
枇
杷
や
柔
ら
か
な
お
菓
子
、
第
二
節
で
は
蟹
、
第

三
節
で
は
魚
を
食
べ
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
第
二
節
は
蟹
を
食

べ
る
こ
と
を
中
心
に
書
か
れ
、
第
一
節
で
も
食
べ
物
の
こ
と
が
繰
り
返
し
言
及

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
味
覚
表
現
の
重
視
は
意
図
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
ほ
か
、「
視
覚
」「
触
覚
」
表
現
も
散
見
さ
れ
、
な
か
で
も
第
二
節
に
お
い

て
作
者
が
そ
の
父
親
と
囲
っ
た
食
卓
の
様
子
や
中
秋
月
見
の
宴
は
絵
画
的
に
映

し
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
も
「
憶
児
時
」
に
お
い
て
、
多
様
な
感
覚
に
よ
る
表

現
を
試
み
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
節
に
共
通
す
る
感
覚
表
現
が
み
ら
れ

る
こ
と
も
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
、
二
〇
、
二
一
節
の
手
法
に
近
い
。

し
た
が
っ
て
、
豊
子
愷
は
漱
石
の
文
章
技
法
を
把
握
し
た
う
え
で
、
少
し
ず

ら
し
て
そ
の
技
術
を
わ
が
も
の
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
硝

子
戸
の
中
』
の
こ
の
辺
り
を
読
む
彼
は
、
漱
石
『
文
学
論
』
冒
頭
部
分
を
も
参

考
に
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
感
覚
表
現
が
「
文
学
的
内
容
」

と
な
る
こ
と
を
漱
石
は
そ
こ
で
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、「
聴

覚
」
が
「
美
的
快
感
の
重
要
な
る
地
位
に
あ
る
こ
と
は
、
音
楽
な
る
特
殊
の
技

術
が
独
立
し
て
存
在
す
る
に
よ
り
て
も
知
り
う
べ
し
（
中
略
）
時
に
は
単
に
音

の
感
覚
の
み
を
以
て
立
派
な
る
文
学
を
構
成
し
得
べ
し
と
信
ず
る
こ
と
あ
り18

）
」

と
述
べ
、
ま
た
諸
感
覚
の
融
合
に
よ
る
例
を
挙
げ
、「
五
彩
の
陸
離
た
る
人
目

を
眩
し
、
吾
人
の
心
神
を
恍
惚
た
ら
し
む19

）
」
効
果
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
よ
っ

て
、
漱
石
の
場
合
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
｜
二
一
節
に
お
い
て
感
覚
表
現

を
多
様
に
展
開
し
て
み
せ
た
の
は
、
そ
う
し
た
方
法
論
の
実
践
で
も
あ
っ
た
。

豊
子
愷
に
あ
っ
て
は
、
彼
が
文
学
の
道
に
邁まい
進しん
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
作
品

と
と
も
に
漱
石
の
文
学
理
論
も
同
時
に
参
照
で
き
た
わ
け
で
、
彼
が
『
文
学

論
』
に
触
手
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

最
後
に

三
節
か
ら
な
る
連
作
小
品
「
憶
児
時
」
は
『
硝
子
戸
の
中
』
第
一
九
、
二
〇
、

二
一
、
三
一
及
び
三
二
節
か
ら
、
テ
ー
マ
や
構
成
法
、
表
現
技
巧
を
借
用
し
た



と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
作
者
豊
子
愷
は
執
筆
前
、『
硝
子
戸
の
中
』
全
体

を
読
み
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、「
法
味
」
の
創
作
に
よ
り
、
豊
子
愷
が
漱
石
の
仏
教
体
験
に
注
目
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
関
心
が
「
憶
児
時
」
に
も
一
貫
し
て
見

受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
憶
児
時
」
は
李
叔
同
を
意
識
し
て
お
り
、
師
弟
関

係
が
テ
ー
マ
と
し
て
織
り
込
ま
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
前
作
「
法
味
」
に
継
承
し

た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
漱
石
「
初
秋
の
一
日
」
に
通
底
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
豊
子
愷
は
漱
石
作
品
に
み
え
る
師
弟
関
係
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
着
眼
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
豊
子
愷
文
学
に
お
け
る
「
憶
児
時
」
の
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
「
憶
児
時
」
は
豊
子
愷
の
小
品
随
筆
の
第
一
作
で
あ

る
。
と
は
い
え
、『
小
説
月
報
』
と
い
う
五
四
以
降
、
最
大
の
新
文
学
結
社
で

あ
る
文
学
研
究
会
の
主
要
雑
誌
に
そ
れ
を
掲
載
し
た
と
き
、
彼
の
名
は
す
で
に

同
誌
の
読
者
に
知
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
一
九
二
六
年
一
月
よ
り
、

同
誌
の
扉
絵
と
本
文
カ
ッ
ト
を
担
当
し
、
み
ず
か
ら
の
漫
画
を
載
せ
、
ま
た
は

漫
画
や
音
楽
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
す
る
こ
と
も
あ
っ
た20

）
。
彼
の
漫
画
を

世
に
送
り
出
し
、
彼
の
画
才
を
認
め
て
い
た21

）
主
編
の
鄭てい
振しん
鐸たく
（
一
八
九
八
｜
一

九
五
八
）
は
、
彼
の
文
壇
へ
の
登
場
に
も
門
戸
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
小
説
「
法
味
」
の
発
表
か
ら
や
や
間
を
お
い
て
創
作
さ
れ
た
「
憶
児

時
」
は
一
連
の
小
品
の
う
ち
の
一
作
目
で
も
あ
る
。『
小
説
月
報
』
次
号
掲
載

の
六

を
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
計
八

の
う
ち
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
を
中

心
と
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
織
り
交
ぜ
た
も
の
は
三

（「
憶
児
時
」「
楼
板
」

「
姓
」）
も
含
ま
れ
る
。
ほ
か
の
五

も
作
者
の
子
ど
も
を
題
材
と
し
た
り
、
作

者
の
留
学
体
験
を
書
い
た
り
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
全
体
に
一

つ
の
方
向
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
作
者
自
身
の
小

宇
宙

過
去
ま
た
は
現
在
、
親
類
、
友
人
や
子
ど
も
た
ち
な
ど

に
お
け

る
出
来
事
が
素
材
だ
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
作
品
創
作
の
方
向
性
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
な
か
で
、
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』
の
影
響
も
無
視

し
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
憶
児
時
」
は
『
硝
子

戸
の
中
』
と
関
わ
り
が
あ
り
、
ま
た
八

の
う
ち
の
「
姓
」
も
同
じ
く
『
硝
子

戸
の
中
』
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、『
硝
子
戸
の
中
』
は
豊
子
愷
の

小
品
文
に
と
っ
て
格
好
の
材
源
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
豊
子
愷
文
学
を
見
渡
し
た
上
で
、「
憶
児
時
」
は
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
れ
は
仏
教
文
学
と
も
い
え
る
も
の
で
、

豊
子
愷
は
そ
う
し
た
作
品
を
さ
ら
に
書
き
続
け
、
そ
れ
が
彼
の
特
色
と
も
な
っ

て
い
く
。
や
が
て
、
彼
は
画
家
と
し
て
も
生
霊
の
愛
護
を
訴
え
る
『
護
生
画

集
』
第
一
集
を
一
九
二
九
年
に
上
梓
す
る
。
仏
教
を
テ
ー
マ
と
す
る
文
学
や
絵

画
は
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
う
ち
に
、
昆
虫
、
魚
、

小
動
物
が
よ
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
憶
児
時
」
の
題
材
を
継

承
し
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
憶
児
時
」
で
作
者

は
仏
教
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、
そ
の
後
も
み
ず
か
ら
の
思
想
や
作
品
に
そ
れ
を
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取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、『
硝
子
戸
の
中
』
で
は
仏
教
は
心
ひ
か
れ
る

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
作
者
は
幼
時
の
仏
教
体
験
を
む
し
ろ
否
定
的

に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
、
両
作
者
と
仏
教
の
関
わ
り
方
も
含

め
て
、
な
お
熟
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
憶
児
時
」
に
登
場
す
る
祖
母
、
両
親
、
幼
友
達
は
、
彼
の
晩
年
の

随
筆
『
縁
縁
堂
続
筆
』（
創
作
は
一
九
七
一
）
に
再
び
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
が
、

注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
父
の
思
い
出
と
し
て
蟹
を
食
べ
た
こ
と

や
、
王

と
釣
り
を
し
た
こ
と
も
触
れ
ら
れ
る
が
、
作
品
の
主
眼
は
も
は
や

殺
生
の
罪
悪
感
を
表
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、
才
能
を
発
揮
で
き

ず
早
く
他
界
し
た
父
に
同
情
を
寄
せ
、
不
幸
な
生
い
立
ち
を
背
負
っ
た
幼
友
達

を
思
い
や
る
と
同
時
に
、
恋
愛
の
自
由
を
認
め
な
い
社
会
を
も
糾
弾
す
る
。
そ

れ
ら
の
テ
ー
マ
は
「
憶
児
時
」
の
行
間
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
も
の
と
も
い
え

る22
）

。
晩
年
に
な
っ
て
、
創
作
の
原
点
に
回
帰
す
る
豊
子
愷
文
学
、
作
者
は
そ
れ

を
意
識
し
て
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
漱
石
の
影
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

で
言
及
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
王
成
「
豊
子
愷
与
『
旅
宿
』
的
翻
訳
」『
中
華
読

書
報
』
二
〇
〇
一
年
一
月
三
日
も
あ
り
、
豊
子
愷
の
小
品
に
与
え
る
漱
石
の
影

響
を
指
摘
す
る
が
、
詳
細
な
比
較
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。『
日
本
研
究
』

掲
載
の
拙
論
の
ほ
か
、
筆
者
に
は
「
桃
源
の
理
髪
店

豊
子
愷
と
『
草
枕
』」

『
文
学
部
論
叢
』
第
九
八
号
、
熊
本
大
学
文
学
部
発
行
、
二
〇
〇
八
年
三
月
や

「
門
前
的
彷
徨

試
論
豊
子
愷
「
法
味
」（
一
九
二
六
）
与
夏
目
漱
石
「
初
秋

的
一
日
」（
一
九
一
二
）、『
門
』（
一
九
一
〇
）」『
永
恒
的
風
景

第
二
届
弘

一
大
師
研
究
国
際
学
術
会
議
論
文
集
』
中
国
文
化
芸
術
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年

一
二
月
な
ど
の
拙
稿
が
あ
る
。

２
）

前
掲
拙
論
「
門
前
的
彷
徨

試
論
豊
子
愷
「
法
味
」（
一
九
二
六
）
与

夏
目
漱
石
「
初
秋
的
一
日
」（
一
九
一
二
）、『
門
』（
一
九
一
〇
）」
を
参
照
。

同
稿
の
日
本
語
版
は
『
漱
石
と
世
界
文
学
』
田
中
雄
次
ほ
か
編
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
九
年
三
月
に
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

３
）

拙
稿
「
心
の
隔
た
り

豊
子
愷
「
華

的
日
記
」
と
夏
目
漱
石
「
柿
」」

日
本
比
較
文
学
会
第
七
〇
回
全
国
大
会
（
二
〇
〇
八
年
六
月
二
二
日
、
大
妻
女

子
大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
。
発
表
稿
は
日
本
比
較
文
学

会
編
『
比
較
文
学
』
第
五
一
巻
、
二
〇
〇
八
年
度
、
二
〇
〇
九
年
三
月
発
行
に

掲
載
予
定
。
同
稿
の
中
文
版
は
『
川
本
皓
嗣
古
稀
記
念
論
集
』
中
華
書
局
、
近

刊
に
収
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

４
）

豊
子
愷
「
憶
児
時
」
一
、『
小
説
月
報
』
第
一
八
巻
六
号
、
一
九
二
七
年

六
月
一
〇
日
、「
小
品
」
欄
、
一
頁
。
原
文
は
中
文
、
引
用
は
拙
訳
を
用
い
た
。

５
）

前
掲
『
小
説
月
報
』
二
頁
。

６
）

夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九
）、
初
出
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正

四
年
二
月
一
日
、
大
阪
版
も
同
日
掲
載
、
こ
こ
で
は
『
漱
石
全
集
』
第
一
二
巻
、

注１
）

豊
子
愷
と
夏
目
漱
石
の
関
連
に
触
れ
た
陳
星
、
楊
暁
文
の
先
行
論
に
つ
い

て
は
、
拙
論
「
響
き
合
う
テ
キ
ス
ト

豊
子
愷
と
漱
石
、
ハ
ー
ン
」『
日
本

研
究
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
第
三
三
集
、
二
〇
〇
六
年
十
月



岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
二
月
に
よ
り
、
五
六
二
｜
五
六
三
頁
、
引
用
に
際

し
て
ル
ビ
は
適
宜
省
い
た
。

７
）

前
掲
書
、
五
六
三
｜
五
六
四
頁

８
）

前
掲
『
小
説
月
報
』
一
頁
。

９
）

前
掲
『
漱
石
全
集
』、
五
六
四
頁

10
）

前
掲
『
小
説
月
報
』
四
頁
。

11
）

前
掲
『
漱
石
全
集
』、
五
九
六
頁
。

12
）

前
掲
『
小
説
月
報
』
三
頁
。

13
）

夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』（
三
一
）、
初
出
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正

四
年
二
月
一
五
日
、
大
阪
版
は
二
月
一
四
日
に
掲
載
、
こ
こ
で
は
前
掲
『
漱
石

全
集
』
に
よ
り
、
五
九
二
｜
五
九
三
頁
。

14
）

岡
三
郎
氏
は
『
夏
目
漱
石
研
究
』
第
二
巻
、
国
文
社
、
一
九
八
六
年
一
二

月
で
、『
硝
子
戸
の
中
』
第
三
一
、
三
二
節
に
お
け
る
「
喜
い
ち
ゃ
ん
」
の
位

置
づ
け
と
二
節
に
わ
た
る
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ

て
い
る
。「
人
間
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
二
つ
の
極
が
あ
り
、
二
人
の
人
間
が

理
解
し
あ
え
る
と
い
う
系
列
の
一
方
の
極
に

Ｏ

と
い
う
高
等
学
校
の
友
人

や

大
塚
楠
緒
さ
ん

が
描
か
れ
、
逆
に
理
解
し
あ
え
な
い
典
型
に

写
真

師

や

岩
崎

と
い
う
男
が
他
方
の
極
に
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
組
み
で

考
え
れ
ば
、
相
手
の

喜
い
ち
ゃ
ん

は

私

の
生
涯
に
お
い
て
、
時
間
的

に
は

楠
緒
さ
ん

よ
り
も

Ｏ

よ
り
も
早
い
時
期
に
属
す
る

仲
の
好
い

友
達

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
人
の
あ
い
だ

に
通
じ
あ
え
な
か
っ
た
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
二
節
を
費
や
し
て
語
ら
れ
る
叙
述
の
眼
目
が
あ
る
」（
同
書
、
六
六
六

｜
六
六
七
頁
、
引
用
の
際
字
体
を
常
用
漢
字
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）。
ま

た
、
岡
氏
は
直
接
話
法
に
よ
る
二
人
の
対
話
の
言
葉
遣
い
に
着
目
し
、
喜
い
ち

ゃ
ん
は
「
屈
折
の
あ
る
物
の
言
い
方
」
を
し
、

私

は
「
終
始
ぶ
っ
き
ら
ぼ

う
で
直
截
な
言
葉
遺ママ
い
」
が
特
徴
だ
と
す
る
。
氏
は
漱
石
の
性
格
形
成
に
多
く

の
紙
幅
を
さ
く
が
、
喜
い
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
。
喜
い

ち
ゃ
ん
は
噓
を
つ
い
て
本
を
無
断
で
売
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
狡
賢
さ

に
対
す
る
漱
石
の
怒
り
が
、
漱
石
を
し
て
そ
の
父
親
の
過
去
を
暴
露
さ
せ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

15
）
「
憶
児
時
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
筆
者
は
『
小
説
月
報
』
掲
載
の
初

出
、
単
行
本
『
縁
縁
堂
随
筆
』
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
一
年
一
月
初
版
、
同

一
九
三
三
年
六
月
第
三
版
、
一
九
三
四
年
四
月
第
四
版
、『
縁
縁
堂
随
筆
』
人

民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
七
年
一
一
月
、『
縁
縁
堂
随
筆
』
台
湾
開
明
書
店
、

一
九
六
八
年
一
〇
月
一
版
、『
豊
子
愷
文
集
』
第
五
巻
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・

浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
六
月
の
計
七
つ
の
版
本
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
書
き
直
し
が
な
さ
れ
た
の
は
上
海
開
明
書
店
が
一
九
三
四
年
四
月
第
四
版

を
発
行
し
た
際
で
あ
る
。
各
版
の
異
同
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
述
べ
て
お

く
。
一
九
三
一
年
上
海
開
明
書
店
版
は
初
出
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
収
録
す
る
が
、

語
彙
の
変
更
が
一
箇
所
（

蝕
↓
蝕
本
）、
用
字
の
変
更
が
一
文
字
（
吃
↓

喫
）、
誤
植
が
二
文
字
（

↓
蟹
、
至
味
↓
滋
味
）、
句
読
点
の
脱
落
が
一
箇
所
、

増
補
が
一
箇
所
、
同
じ
く
句
読
点
の
誤
植
が
一
箇
所
、
文
字
の
削
除
が
二
箇
所

（
二
文
字
と
文
末
に
付
さ
れ
た
執
筆
年
記
）、
新
た
に
補
わ
れ
た
文
字
が
一
字

（
誤
植
か
）
あ
る
。
開
明
書
店
第
三
版
は
初
版
を
継
承
す
る
が
、
第
四
版
に
お

い
て
、
第
三
節
冒
頭
の
部
分
が
書
き
直
さ
れ
た
。
一
九
五
七
年
人
民
文
学
出
版

社
版
は
変
動
が
大
き
い
。
語
彙
の
変
更
、
加
除
は
多
く
、
文
の
削
除
が
四
箇
所
、

開
明
書
店
第
四
版
に
書
き
直
さ
れ
た
形
を
受
け
継
い
だ
。
第
二
節
文
末
で
は
蟹

響き合うテキスト（四）幼時体験の光と影



を
詠
っ
た
漢
詩
文
を
含
む
一
段
は
す
べ
て
削
ら
れ
、
全
三
節
同
じ
く
文
末
に
古

典
詩
文
を
配
す
る
と
い
う
構
成
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
二
年
版

『
豊
子
愷
文
集
』
第
五
巻
は
一
九
五
七
年
人
民
文
学
出
版
社
版
を
踏
襲
し
、
変

動
は
わ
ず
か
一
文
字
の
削
除
に
と
ど
ま
る
。
一
九
六
八
年
台
湾
開
明
書
店
版
は

上
海
開
明
書
店
版
第
四
版
以
降
の
紙
型
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、
復
刻
し
た
よ

う
に
見
え
る
。
な
お
、
筆
者
は
『
縁
縁
堂
随
筆
』
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
三

年
六
月
第
三
版
を
上
海
図
書
館
で
閲
覧
し
、
そ
の
後
偶
然
豊
子
愷
研
究
者
の
呉

浩
然
氏
の
蔵
書
に
あ
る
同
書
の
一
九
三
四
年
四
月
第
四
版
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
た
め
、
大
幅
な
書
き
直
し
の
時
期
を
特
定
し
え
た
。
呉
浩
然
氏
の
ご
厚
意
に

感
謝
す
る
。

16
）

林
子
青
『
弘
一
大
師
新
譜
』
台
湾
東
大
図
書
公
司
、
一
九
九
三
年
四
月
に

よ
れ
ば
、
創
作
は
一
九
一
五
年
。
こ
こ
で
は
『
李
叔
同
集
』
郭
長
海
、
郭
君

編
、
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
六
月
、
一
六
八
頁
に
よ
る
。
書
き
下
し

は
、
屋
敷
信
晴
氏
に
斧
正
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
。

17
）

前
掲
、
岡
三
郎
『
夏
目
漱
石
研
究
』
第
二
巻
、
第
二
部
十
三
「
第
十
九
・

二
十
・
二
十
一
節
の
解
明
」
を
参
照
。

18
）

夏
目
漱
石
「
文
学
論
」『
漱
石
全
集
』
第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

五
年
八
月
、
三
九
頁
。

19
）

前
掲
書
、
四
九
頁
。

20
）

一
九
二
五
年
一
一
月
、
豊
子
愷
は
『
小
説
月
報
』
第
一
六
巻
一
一
号
に
美

術
エ
ッ
セ
イ
「
漫
画
浅
説
」
を
執
筆
、
漫
画
三
コ
マ
を
も
掲
載
し
た
。
一
九
二

七
年
に
入
っ
て
か
ら
、
同
誌
の
一
月
号
と
三
月
号
に
も
芸
術
随
筆
を
発
表
し
た
。

21
）

一
九
二
五
年
、
文
学
研
究
会
の
雑
誌
『
文
学
週
報
』
が
豊
子
愷
の
漫
画
を

採
用
す
る
が
、
同
誌
を
編
集
し
て
い
た
の
は
鄭
振
鐸
で
あ
っ
た
。
掲
載
後
、
画

集
の
出
版
を
勧
め
た
の
も
彼
で
、
彼
は
同
年
末
刊
行
の
豊
子
愷
初
の
画
集
『
子

愷
漫
画
』
の
た
め
に
序
文
も
書
い
た
。

22
）

豊
子
愷
『
縁
縁
堂
続
筆
』
で
は
「
王

」
と
い
う
一
節
が
設
け
ら
れ
、

そ
こ
で
作
者
は
王

と
そ
の
家
族
を
詳
細
に
記
し
、
王

を
魯
迅
「
故

郷
」
の
閏
土
に
重
ね
、
出
生
の
秘
密
が
そ
の
性
格
を
ゆ
が
め
て
い
っ
た
こ
と
を

も
追
跡
し
て
い
る
。
王

は
大
き
く
な
っ
て
か
ら
そ
の
母
に
暴
力
を
振
る
っ

て
は
、
す
ぐ
に
い
た
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
日
中
戦
争
後
、
作

者
が
疎
開
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
、
王

は
す
で
に
な
く
な
り
、
そ
の
家
族

も
ど
こ
か
へ
越
し
て
い
っ
た
。
最
後
に
作
者
は
、
一
家
の
不
幸
を
も
た
ら
し
た

の
は
、
婚
姻
の
自
由
を
許
さ
な
い
儒
教
だ
と
批
判
し
た
。『
縁
縁
堂
続
筆
』
第

十
節
「
中
挙
人
（
挙
人
試
験
に
合
格
す
る
）」
で
、
作
者
は
そ
の
父
の
栄
光
に

焦
点
を
当
て
、
第
一
八
節
「
清
明
」
で
も
そ
の
父
の
文
学
に
触
れ
、
父
と
の
思

い
出
を
述
べ
て
い
る
。「
殺
生
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
憶
児
時
」
第
二
節
で
、

父
の
存
在
の
大
き
さ
は
語
り
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
豊
子
愷
『
縁
縁

堂
続
筆
』『
豊
子
愷
文
集
』
第
六
巻
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、

一
九
九
二
年
六
月
に
よ
る
。

付
記
‥
本
文
に
は
、
平
成
二
〇
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ

る
調
査
旅
行
の
成
果
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
図
１
を
入
手
す
る
際
、
大
野
公
賀
氏

に
お
世
話
に
な
っ
た
。


