
は
じ
め
に

近
代
中
国
の
文
筆
家
、
画
家
豊
子
愷
（
一
八
九
八
｜
一
九
七
五
）
は
、
一
九

二
一
年
春
か
ら
一
年
未
満
の
日
本
留
学
を
体
験
し
た
。
彼
は
生
涯
の
師
李
叔
同

（
一
八
八
〇
｜
一
九
四
二
）
の
影
響
を
受
け
、
日
本
で
西
洋
美
術
と
音
楽
を
習
お

う
と
し
た
。
李
叔
同
は
明
治
末
の
日
本
留
学
生
で
、
西
洋
美
術
と
音
楽
を
中
国

に
紹
介
し
、
根
付
か
せ
よ
う
と
し
た
草
分
け
と
し
て
、
ま
た
晩
年
は
仏
教
指
導

者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
一
九
〇
五
年
秋
に
東
京
に
留
学
し
、
一
九
一
一
年

春
に
帰
国
し
た
の
で
、
そ
の
滞
在
は
足
掛
け
五
年
あ
ま
り
に
な
る
。
そ
れ
に
比

べ
て
、
豊
子
愷
の
留
学
期
間
は
か
な
り
短
い
も
の
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
後
年

彼
が
活
躍
す
る
た
め
の
素
地
が
作
ら
れ
、
そ
の
文
学
、
美
術
、
音
楽
に
わ
た
る

多
彩
な
業
績
は
日
本
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

豊
子
愷
は
随
筆
家
と
し
て
多
く
の
エ
ッ
セ
ー
を
発
表
し
、
そ
の
中
に
は
留
学

中
の
思
い
出
を
綴
っ
た
も
の
も
あ
る
。
一
九
三
六
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

創
作
さ
れ
た
「
記
東
京
某
音
楽
研
究
会
中
所
見
（
東
京
の
某
音
楽
研
究
会
で
の
見

聞
）」、「
林
先
生
」
は
、
い
ず
れ
も
雑
誌
『
宇
宙
風
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
留
学

か
ら
十
五
年
の
歳
月
が
経
ち
、
彼
は
文
壇
に
お
い
て
も
、
画
壇
に
お
い
て
も
相

当
な
地
位
を
築
き
あ
げ
て
い
た
。
教
職
な
ど
一
切
の
職
務
を
辞
し
、
故
郷
に
縁

縁
堂
と
い
う
書
斎
兼
住
居
を
建
て
、
著
作
と
絵
画
創
作
に
専
念
し
て
い
た
彼
は

仕
事
が
充
実
し
、
生
活
に
も
余
裕
が
感
じ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
留
学
当
時
の

体
験
が
文
学
と
し
て
結
晶
す
る
の
に
充
分
な
時
間
が
経
過
し
、
ま
た
彼
は
そ
れ

を
語
り
た
く
な
る
心
境
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
漫
画
創
作
と
同
様
、
豊
子
愷
の
エ
ッ
セ
ー
も
実
は
モ
チ
ー
フ
や

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
先
行
作
品
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は

豊
子
愷
の
小
品
文
と
夏
目
漱
石
な
ど
と
の
関
連
を
探
ろ
う
と
し
て
、
す
で
に
い

く
つ
か
の
論
考
を
試
み
た１

）
。
日
本
留
学
を
回
想
し
た
こ
の
二

の
う
ち
の
「
林

響
き
合
う
テ
キ
ス
ト
（
三
）

異
国
の
師
の
面
影

豊
子
愷
の
「
林
先
生
」
と
漱
石
の
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」、
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」

西

槇

偉
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先
生
」
も
、
留
学
当
時
の
思
い
出
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
彼
の
読
書
体
験
に
刺

激
さ
れ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
論
の
主
張
で
あ
る
。

「
林
先
生
」
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
個
人
教
授
を
受
け
た
林
先
生
と
の
交
流
を

通
し
、
林
先
生
の
人
間
像
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
年
一
日
の
如
く
、

音
楽
の
個
人
教
授
を
生
業
と
し
、
独
身
で
人
付
き
合
い
も
少
な
く
、
あ
ま
り
外

出
も
し
な
い
林
先
生
の
人
間
像
は
、
み
ず
か
ら
の
天
職
に
生
涯
を
捧
げ
る
奇
人

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
筆
致

表
現
技
巧
に
お
い

て
も
、
漱
石
の
筆
に
描
か
れ
た
ク
レ
イ
グ
先
生
に
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
、
豊
子
愷
は
漱
石
の
小
品
文
を
愛
読
し
て

い
た
節
が
あ
り
、
彼
は
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」（
一
九
〇
九
）
を
も
と
に
「
林
先

生
」
を
構
成
し
、
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
本
論
で
は
「
林
先
生
」
と
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
を
比
較
対
照

し
、
そ
の
異
同
を
考
え
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
魯
迅
（
一
八
八
一
｜
一
九
三
六
）

の
「
藤
野
先
生
」（
一
九
二
六
）
を
も
視
野
に
収
め
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
。
一
つ
に
、
両
者
は
同
一
系
譜
上
の
文
学
作
品
で
あ
り
、
豊
子
愷
が

そ
れ
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
仮
に
そ
う
で
な
く
て
も
両
者
の
比
較

は
、
豊
子
愷
の
特
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
次
に
、

「
藤
野
先
生
」
は
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ２

）
、
そ
れ
ゆ
え

三
者
の
比
較
に
よ
っ
て
、
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

一

髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
林
先
生

「
林
先
生
」
は
一
九
三
六
年
三
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
宇
宙
風
』
に
掲
載
さ
れ

た
、
上
下
二
段
組
み
で
三
ペ
ー
ジ
の
小
品
散
文
で
あ
る
。
後
、『
縁
縁
堂
再
筆
』

（
一
九
三
七
年
一
月
）
に
収
録
の
際
、「
記
音
楽
研
究
会
中
所
見
之
二
（
音
楽
研
究

会
で
の
見
聞
（
二
））」
と
改
題
さ
れ
た
。
同
じ
く
留
学
体
験
を
記
し
た
「
記
東

京
某
音
楽
研
究
会
中
所
見
（
東
京
の
某
音
楽
研
究
会
で
の
見
聞
）」
も
改
題
さ
れ
、

「
記
音
楽
研
究
会
中
所
見
之
一
（
音
楽
研
究
会
で
の
見
聞
（
一
））」
と
さ
れ
た
。

相
前
後
し
て
書
か
れ
、
発
表
さ
れ
た
二

の
関
連
性
か
ら
「
一
」
と
「
二
」
に

改
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
日
本
を
連
想
す
る
固
有
名
詞
が

削
除
さ
れ
た
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
林
先
生
」
の
「
林
」

は
中
国
人
に
も
見
ら
れ
る
人
名
で
、
必
ず
し
も
日
本
人
を
指
し
示
す
わ
け
で
は

な
い
が
、
二

と
も
東
京
で
の
体
験
を
述
べ
て
お
り
、
残
し
て
も
よ
い
「
東

京
」
と
い
う
地
名
も
削
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
時
代
背
景
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。『
縁
縁
堂
再

筆
』
の
刊
行
は
日
中
戦
争
の
直
前
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
両
国
関
係
は
悪
化
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
た
。
豊
子
愷
は
中
国
の
対
日
感
情
を
考
慮
し
、
改
題
を
行
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
二

が
一
九
三
六
年
初
頭

に
書
か
れ
た
の
は
ま
だ
幸
い
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、
親
日

と
見
ら
れ
る
言
論
の
発
表
は
困
難
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
改
題
に
よ
り
、
作
品
の
印
象
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。
日
本
留
学
体
験
記
と
い
う
意
味
合
い
が
タ
イ
ト
ル
か
ら
除
か
れ
、

特
に
二

目
は
林
先
生
を
描
い
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
文
学
と
い
う
性
格
も
見
え
に

く
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
作
者
が
意
識
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

改
題
は
、「
藤
野
先
生
」
や
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
と
の
関
連
を
隠
蔽
す
る
と
い

う
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
留
学
中
に
豊
子
愷
が
出
会
っ
た
林
先
生
は
ど
ん
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
彼
の
エ
ッ
セ
ー
に
沿
っ
て
、
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
冒
頭
の
一
節

は
こ
う
で
あ
る
。

蔵
書
の
整
理
を
し
て
い
る
と
、
た
ま
た
ま
手
で
写
し
た
楽
譜
が
一
冊
出

て
き
た
。
暗
黄
色
の
表
紙
は
既
に
古
び
、
ブ
ル
ー
の
イ
ン
ク
も
深
い
黒
に

変
色
し
て
い
る
。
自
分
は
こ
の
冊
子
と
か
な
り
な
じ
み
が
深
か
っ
た
と
見

え
る
。
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
す
べ
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
譜
で

あ
る
。
曲
の
題
目
は
わ
た
し
の
筆
跡
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
、
何

の
た
め
に
、
ど
こ
で
こ
の
楽
譜
を
書
き
写
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
か
な
か

思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
最
後
の
ぺ
ー
ジ
ま
で
繰
っ
て
い
く
と
、
裏
表
紙
の

裏
に
三
行
の
ロ
ー
マ
字
が
斜
め
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
わ
た
し
の
筆

跡
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

W
h
a
t is in

 
y
o
u
r h

ea
rt let n

o
 
o
n
e k

n
o
w
;

W
h
en
 
y
o
u
r frien

d
 
b
eco

m
es y

o
u
r fo

e,

T
h
en
 
w
ill th

e w
o
rld
 
y
o
u
r secret k

n
o
w
.

と
あ
る
。
読
ん
で
み
る
と
、
慣
れ
た
調
子
で
、
意
味
も
素
直
に
飲
み
込

め
る
。
か
つ
て
は
熟
読
し
、
し
か
も
心
惹
か
れ
た
一
節
と
見
受
け
ら
れ
る
。

冊
子
を
手
に
、
し
ば
ら
く
思
い
返
し
て
み
る
と
、
行
間
よ
り
髪
の
毛
が
も

じ
ゃ
も
じ
ゃ
し
た
林
先
生
の
顔
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
か
ら
次
々
と
わ

た
し
の
脳
裏
に
思
い
出
が
よ
み
が
え
っ
た
の
で
あ
る３

）
。

蔵
書
の
間
に
紛
れ
て
い
た
一
冊
の
ノ
ー
ト
が
思
い
出
の
扉
を
開
け
て
く
れ
た
。

こ
こ
の
描
写
は
詩
的
で
、
と
同
時
に
映
像
的
で
あ
る
。
語
り
手
の
目
が
カ
メ
ラ

の
役
割
を
果
た
し
、
古
び
た
ノ
ー
ト
の
黄
色
い
表
紙
、
そ
し
て
変
色
し
た
イ
ン

ク
の
色
を
映
し
、
裏
表
紙
の
内
側
に
あ
る
三
行
の
英
詩
を
ゆ
っ
く
り
映
し
て
は
、

そ
の
詩
行
に
林
先
生
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
を
重
ね
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い

く
。
こ
の
ノ
ー
ト
は
ど
う
や
ら
作
者
と
林
先
生
を
結
び
付
け
る
も
の
の
よ
う
だ

が
、
こ
の
段
階
で
は
詳
し
い
説
明
は
な
く
、
後
半
か
ら
最
後
に
か
け
て
よ
う
や

く
正
体
が
明
か
さ
れ
る
。
三
行
の
英
詩
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
林
先
生
の
印

象
が
現
れ
た
と
す
れ
ば
、
林
先
生
の
性
格
を
表
わ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
ま
だ
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

引
き
続
い
て
、
林
先
生
の
紹
介
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。

林
先
生
は
、
十
六
七
年
前
わ
た
し
が
東
京
に
留
学
し
た
折
に
教
わ
っ
た

音
楽
の
先
生
で
あ
る
。
名
は
す
で
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
ハ
ヤ
シ
先
生

と
お
呼
び
し
た
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。
東
京
で
一
番
に
ぎ
や
か
な
電
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車
停
留
場
の
一
つ
、
春
日
町
付
近
の
と
あ
る
路
地
の
中
に
お
住
ま
い
が
あ

っ
た
。
彼
の
音
楽
個
人
教
授
の
広
告
看
板
に
案
内
図
が
付
さ
れ
て
お
り
、

停
留
場
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
に
掛
け
ら
れ
て
い
た４

）
。

豊
子
愷
の
留
学
は
一
九
二
一
年
、
本
文
の
執
筆
は
一
九
三
六
年
な
の
で
、
十

五
年
ほ
ど
時
が
過
ぎ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
せ
い
か
、
彼
は
林
先
生
の
名
を
す

で
に
忘
れ
て
い
た
。
林
先
生
の
教
室
に
入
る
前
に
、
彼
は
別
の
研
究
会
で
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を
数
ヶ
月
習
っ
て
い
た
。
そ
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
や
や
無
味
乾
燥
に
思

わ
れ
た
た
め
、
彼
は
新
た
に
個
人
教
授
を
探
し
て
い
た
。
そ
の
矢
先
に
、
彼
は

林
先
生
の
広
告
看
板
を
目
に
し
た
わ
け
だ
。

初
め
て
林
先
生
の
家
を
訪
ね
た
と
き
の
事
を
、
豊
子
愷
は
次
の
よ
う
に
回
想

す
る
。

あ
る
日
、
わ
た
し
は
春
日
町
で
そ
の
看
板
を
見
て
、
道
順
を
示
す
矢
印

に
従
っ
て
、
大
き
さ
が
不
揃
い
の
石
を
敷
き
つ
め
た
路
地
に
入
り
、
彼
の

家
へ
入
学
案
内
を
も
ら
い
に
行
っ
た
。
彼
の
玄
関
の
扉
は
開
い
た
ま
ま
で
、

中
に
入
る
と
階
段
が
あ
っ
た
。
二
階
か
ら
断
続
的
に
音
楽
が
聞
こ
え
て
く

る
が
、
人
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
玄
関
を
ま
た
い
で
、「
ご
め
ん
く
だ

さ
い
」
と
言
っ
て
、
わ
た
し
は
階
段
を
上
っ
た
。
二
階
に
上
っ
て
、
わ
た

し
は
思
わ
ず
は
っ
と
し
た
。
階
段
を
上
り
き
る
と
長
方
形
の
部
屋
が
あ
り
、

中
に
長
方
形
の
低
い
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
、
大
勢
の
人
が
壁
に
沿
っ
て
床
の

上
に
威
儀
を
正
し
て
座
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
低
い
テ
ー
ブ
ル
の
上
に

あ
る
の
は
香
炉
の
形
を
し
た
灰
皿
の
み
で
あ
る
。
そ
の
情
景
は
、
今
思
い

出
し
て
も
な
お
不
思
議
で
、
ま
る
で
お
寺
か
ら
羅
漢
を
た
く
さ
ん
運
ん
で

き
て
、
香
炉
を
立
て
て
家
で
供
養
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
わ
た
し

は
「
入
学
案
内
を
一
部
欲
し
い
の
で
す
が
」
と
言
っ
た
が
、
す
ぐ
に
返
事

は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
入
り
口
近
く
に
座
っ
て
い
る

人
が
テ
ー
ブ
ル
の
下
か
ら
紙
を
一
枚
取
り
、
無
言
で
手
渡
し
て
く
れ
た
。

そ
れ
を
手
に
、
わ
た
し
が
階
段
を
降
り
よ
う
と
す
る
と
、
奥
の
部
屋
か
ら

演
奏
が
始
ま
り
、
ゆ
っ
た
り
し
た
美
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
、
玄
関
外
の
不

揃
い
の
石
を
敷
き
つ
め
た
路
地
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る５

）
。

当
時
二
十
三
歳
の
豊
子
愷
青
年
は
、
人
の
紹
介
や
案
内
も
な
く
、
一
人
で
訪

ね
て
行
っ
た
時
の
緊
張
感
が
伝
わ
る
一
節
で
あ
る
。
大
き
さ
が
不
揃
い
の
石
を

敷
き
つ
め
た
路
地
、
そ
し
て
林
先
生
の
二
階
で
見
た
や
や
奇
妙
な
光
景
が
印
象

深
か
っ
た
よ
う
だ
。

翌
日
、
彼
は
入
学
の
申
し
込
み
を
し
に
訪
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
林
先
生
そ
の

人
に
会
う
こ
と
に
な
る
。
林
先
生
は
、「
和
服
を
着
た
、
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も

じ
ゃ
の
男
性
」
で
あ
っ
た
。
初
心
者
で
は
な
い
豊
子
愷
は
、
林
先
生
か
ら
入
学

を
許
可
さ
れ
、
週
三
回
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
、
月
謝
は
六
円
で
あ
る
。
そ
れ
は
安

く
は
な
か
っ
た
が
、
豊
子
愷
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
ソ
ナ
タ
を
習
い
た
い
と
の
希

望
を
述
べ
、
そ
の
日
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
入
手
し
、
教
室
に
通
い
始
め
た
。
そ
の
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日
の
午
後
に
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
に
来
た
彼
は
、
ま
た
も
前
日
に
見
た
不
思
議
な

光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
な
ぜ
皆
が
静
か
に
座
っ
て
い
る

の
か
を
理
解
し
た
。
彼
ら
は
待
合
室
で
レ
ッ
ス
ン
の
順
番
を
待
ち
、
ま
た
は
レ

ッ
ス
ン
後
に
聴
く
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
居
残
り
、
そ
こ
に
端
座
し
て
い
る
の
だ
。

レ
ッ
ス
ン
と
は
い
え
、
学
生
は
た
い
が
い
相
当
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
お
り
、

演
奏
す
る
曲
も
聴
き
応
え
の
あ
る
名
曲
ば
か
り
な
の
で
、
皆
が
羅
漢
の
よ
う
に

じ
っ
と
座
っ
て
耳
を
傾
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
豊
子
愷
に
よ
れ
ば
、
林
先
生
の
教
え
方
は
厳
格
で
あ
り
な
が
ら
、
面

白
い
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
の
レ
ッ
ス
ン
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
な
け
れ
ば
、
決
し

て
先
へ
は
進
ま
ず
、
た
だ
生
徒
に
助
言
と
励
ま
し
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
か
ら
弾
き
な
れ
た
曲
を
弾
い
て
も
ら
い
、
先
生
の
伴
奏
で
円
満
に
弾
き
終
え

た
ら
、
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
。
激
励
を
受
け
た
生
徒
は
、
お
の
ず
か
ら
努
力
し
、

曲
を
弾
き
こ
な
し
て
か
ら
授
業
に
臨
む
。
そ
う
し
た
林
先
生
の
教
授
法
を
紹
介

し
な
が
ら
、
豊
子
愷
は
行
間
に
先
生
の
姿
を
織
り
交
ぜ
活
写
す
る
の
で
あ
る
。

原
文
を
少
し
引
用
す
る
。

す
る
と
林
先
生
は
す
っ
か
り
興
に
乗
り
、
伴
奏
す
る
と
き
は
手
は
舞
い

足
は
踏
む
と
い
う
あ
ん
ば
い
に
な
る
。
と
同
時
に
、
あ
の
髪
の
毛
が
も
じ

ゃ
も
じ
ゃ
と
し
た
顔
も
曲
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
従
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情

を
表
わ
し
、
音
楽
の
気
分
を
助
け
る
。
だ
か
ら
授
業
と
は
い
う
も
の
の
、

演
奏
さ
れ
る
音
楽
は
み
な
よ
く
練
れ
て
お
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
聴
く
も
の

の
よ
う
な
気
が
し
た
。
生
徒
た
ち
が
み
な
待
合
室
に
居
残
り
、
傍
聴
し
た

が
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
先
生
の
技
術
は
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し

て
お
ら
れ
、
一
方
で
難
し
い
伴
奏
を
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
周
到
に
生
徒

さ
ん
に
気
配
り
し
、
時
々
口
や
目
の
色
、
あ
る
い
は
態
度
で
合
図
を
示
し

て
、
難
関
の
到
来
や
直
す
べ
き
点
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
注
意
を
予
め
知

ら
せ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
生
徒
は
完
全
に
レ
ッ
ス
ン
を
マ
ス
タ
ー
し

て
い
な
く
て
も
、
林
先
生
の
助
け
を
借
り
れ
ば
、
お
の
ず
と
船
を
下
流
へ

押
し
出
す
如
く
、
う
ま
く
演
奏
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
も
し
す
で
に
完
全

に
マ
ス
タ
ー
し
て
い
れ
ば
、
先
生
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
弾
く
と
濃
厚
な
興

味
が
湧
い
て
く
る
。
わ
た
し
は
い
ま
だ
覚
え
て
い
る
が
、
当
時
東
京
住
ま

い
の
最
大
の
楽
し
み
は
、
曲
を
充
分
稽
古
し
て
お
い
て
林
先
生
に
伴
奏
し

て
い
た
だ
き
に
行
く
こ
と
で
あ
っ
た６

）
。

表
情
豊
か
に
、
体
全
体
を
使
っ
て
音
楽
を
教
え
る
林
先
生
の
姿
が
実
に
生
き

生
き
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
豊
子
愷
は
中
国
で
は
李
叔
同
に
音
楽
の
手
ほ
ど
き

を
受
け
、
来
日
後
別
の
音
楽
教
室
で
、
あ
る
女
性
教
師
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
複
数
の
音
楽
教
師
に
接
し
て
い
た
が
、

林
先
生
の
教
え
方
は
こ
と
の
ほ
か
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼

は
生
涯
に
わ
た
り
、
李
叔
同
を
師
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
の
感
化
を
強
く
受
け
た
が
、

音
楽
教
師
と
し
て
の
李
叔
同
は
、
ど
の
よ
う
な
教
え
方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
豊
子
愷
の
エ
ッ
セ
ー
「
為
青
年
説
弘
一
法
師
（
青
年
の
た
め
に
弘
一
法
師
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を
語
る
）」（
一
九
四
三
）
に
は
次
の
く
だ
り
が
あ
る
。

彼
（
李
叔
同
を
さ
す
、
引
用
者
注
記
）
の
授
業
を
受
け
る
と
き
、
特
別
な

感
じ
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
厳
粛
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
自
分
の
席
に
座
り
、
恐
る
恐
る
前
方
を
見
る
と
、
さ
っ
ぱ
り
し

た
黒
の
上
着
を
身
に
着
け
ら
れ
た
長
身
痩
軀
の
李
先
生
は
す
で
に
講
義
机

の
前
に
座
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
広
々
と
し
た
額
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
眦
、

端
整
な
鼻
は
威
厳
の
あ
る
表
情
を
た
た
え
て
い
た
。
平
ら
で
広
や
か
な
唇

の
両
端
に
は
し
ば
し
ば
笑
窪
が
見
ら
れ
、
穏
や
か
な
情
愛
を
表
わ
し
て
い

た
。
こ
の
表
情
は
「
温おん
に
し
て
厲れい
」
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
で
あ
る７

）
。

浙
江
第
一
師
範
学
校
（
杭
州
）
で
、
豊
子
愷
は
李
叔
同
か
ら
音
楽
を
教
わ
っ

た
。
上
に
引
い
た
の
は
、
李
の
逝
去
（
一
九
四
二
）
を
悼
み
、
豊
子
愷
が
綴
っ

た
エ
ッ
セ
ー
の
一
節
で
あ
る
。
一
九
一
四
年
、
李
叔
同
が
日
本
か
ら
帰
国
し
て

三
年
後
、
豊
子
愷
は
彼
に
音
楽
を
習
っ
た
。
そ
れ
は
西
洋
音
楽
の
教
育
が
よ
う

や
く
始
め
ら
れ
た
時
期
で
、
音
楽
の
授
業
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

だ
け
に
、
豊
子
愷
が
「
厳
粛
」
な
態
度
に
打
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

彼
は
李
叔
同
の
人
格
と
と
も
に
西
洋
美
術
や
音
楽
に
惹
か
れ
、
他
の
科
目
よ
り

も
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。
豊
子
愷
が
こ
こ
で
描
い
た
の
は
、「
厳
粛
」

で
あ
り
、
温
厚
な
中
に
き
び
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
音
楽
教
師
像
で
あ
る
。
孔
子

の
容
姿
を
形
容
し
、
論
語
に
見
え
る
「
温
に
し
て
厲
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い

ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
教
師
像
と
か
け
は
な

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
来
日
後
に
教
わ
っ
た
女
性
教
師
も
懇
切
丁

寧
に
指
導
し
て
く
れ
た
が
、
林
先
生
の
方
が
よ
ほ
ど
自
由
奔
放
で
個
性
的
に
見

え
た
で
あ
ろ
う
。
林
音
楽
教
室
に
通
う
こ
と
が
東
京
住
ま
い
の
最
大
の
楽
し
み

と
な
っ
た
の
は
、
林
先
生
の
教
え
方
と
そ
の
魅
力
的
な
人
柄
に
も
よ
る
が
、
や

が
て
居
残
り
傍
聴
者
と
な
っ
た
豊
子
愷
と
林
先
生
の
間
に
交
流
が
生
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
。

あ
る
日
、
最
後
に
帰
ろ
う
と
し
た
豊
子
愷
に
、
教
室
か
ら
出
て
き
た
林
先
生

は
声
を
か
け
た
。
二
人
は
雑
談
を
始
め
、
話
題
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
も
及
び
、

豊
子
愷
は
林
先
生
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、

彼
は
そ
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

わ
た
し
も
彼
の
身
の
上
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
尋
ね
た
。
彼
は
非
常
に
乗

り
気
に
な
っ
て
答
え
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
寂
し
い
独
身
者
で
、
日

本
の
音
楽
学
校
を
出
て
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を

わ
た
し
は
知
っ
た
。
帰
国
後
す
ぐ
東
京
の
こ
の
小
さ
な
路
地
で
個
人
教
授

の
教
室
を
開
い
て
、
も
う
十
年
に
な
る
。
毎
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
音
楽
を
教
え
、
ま
た
は
伴
奏
を
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
は
変

化
に
乏
し
く
楽
で
は
な
い
。「
わ
た
し
は
音
楽
を
生
活
と
す
る
者
で
す
」

と
彼
は
言
っ
た
。
そ
う
言
い
な
が
ら
両
手
を
伸
ば
し
て
、
わ
た
し
に
見
せ

た
。
指
先
の
皮
膚
が
恐
ろ
し
い
ほ
ど
厚
く
な
っ
て
お
り
、
十
枚
の
螺

を
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く
っ
つ
け
た
か
の
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
他
の
生
徒
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
も

聞
い
た
。
こ
の
先
生
の
生
活
は
非
常
に
偏
屈
で
、
音
楽
の
ほ
か
に
こ
れ
と

い
っ
て
趣
味
も
な
い
ら
し
い
。
普
段
は
家
に
閉
じ
こ
も
り
、
訪
ね
て
く
る

友
人
も
い
な
い
。
朝
に
な
れ
ば
仕
事
を
始
め
、
日
が
沈
め
ば
休
む
と
い
っ

た
風
で
、
音
楽
を
教
え
て
糊
口
す
る
ほ
か
、
世
に
求
め
る
こ
と
も
な
く
、

世
間
も
彼
に
求
め
な
い
。
わ
た
し
は
彼
の
指
先
に
く
っ
つ
け
ら
れ
た
十
枚

ほ
ど
の
螺

か
ら
彼
の
細
長
い
手
、
そ
し
て
そ
の
筋
肉
質
の
腕
、
そ
れ
か

ら
長
年
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
支
え
持
つ
た
め
に
左
が
高
く
右
が
低
く
な
っ
た

肩
、
さ
ら
に
そ
の
辺
幅
を
飾
ら
な
い
衣
服
、
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と

し
た
顔
に
至
る
ま
で
眺
め
て
、
授
業
中
に
聴
く
あ
の
美
し
い
音
楽
が
、
こ

の
体
が
演
奏
し
た
も
の
だ
と
は
わ
た
し
に
は
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
か
っ

た
。
わ
た
し
は
こ
ん
な
想
像
も
し
た
。
彼
の
身
体
は
精
巧
に
作
ら
れ
た
音

楽
を
奏
で
る
機
械
の
よ
う
で
、
ず
っ
と
働
き
続
け
た
の
で
見
か
け
は
古
く

汚
い
が
、
中
の
バ
ネ
、
歯
車
、
ボ
ル
ト
な
ど
の
部
品
は
何
一
つ
欠
け
て
い

る
も
の
は
な
く
、
み
な
丈
夫
で
故
障
も
な
い
。
そ
れ
は
、
世
に
あ
る
い
か

な
る
本
物
の
機
械
も
敵
わ
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
が
音
楽
と
い
う
芸
術
を

作
り
出
し
た
の
は
、
元
来
心
霊
を
陶
冶
し
、
趣
味
を
増
や
し
、
生
活
に
潤

い
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
は
逆
に
世
間
の
あ
ら
ゆ
る

名
誉
や
享
楽
を
捨
て
去
り
、
生
涯
を
こ
の
芸
術
に
捧
げ
よ
う
と
し
て
お
ら

れ
る
。
年
が
ら
年
中
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、
こ
の
細
い
路
地
の
二
階
建
て
に

閉
じ
こ
も
り
、
こ
の
芸
術
の
た
め
に
辛
苦
を
な
め
、
他
人
の
生
活
に
幸
せ

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
も
し
、
特
殊
な
精
神
生
活
に
支
え
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
と
て
も
続
け
て
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
る
と
わ
た
し
は
、

髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と
し
た
こ
の
方
が
ま
す
ま
す
尊
敬
に
値
し
、
こ

の
螺

を
く
っ
つ
け
た
手
が
ま
す
ま
す
い
と
お
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
彼
の

年
恰
好
は
、
も
う
五
十
を
越
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
生
活
が

今
後
、
長
く
て
も
二
十
年
ぐ
ら
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
思
う

と
、
わ
た
し
は
そ
っ
と
自
分
の
腕
に
手
を
や
り
、
惜
し
い
か
な
こ
の
類
ま

れ
な
精
神
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
技
術
が
、
い
つ
か
は
衰
え
朽
ち
て
ゆ
く
身

体
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
世
か
ら
消
え
て
い
く
運
命
に
あ
る
。

そ
こ
で
、「
先
生
が
編
集
さ
れ
た
伴
奏
譜
は
、
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
」
と
、
わ
た
し
は
質
問
を
し
た
。
彼
は
、「
出
版
な
ど
す
る
つ
も

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
君
が
好
き
な
ら
、
持
っ
て
い
っ
て
写
し
て
も

い
い
よ
」
と
答
え
て
く
れ
た
。
そ
の
晩
、
帰
る
と
き
わ
た
し
は
早
速
数
曲

お
借
り
し
、
持
ち
帰
り
、
黄
色
い
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
楽
譜
ノ
ー
ト
に
書
き

写
し
た８

）
。

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
豊
子
愷
が
情
熱
の
こ
も
っ
た
筆
致
で
林
先
生
の
人

間
像
を
描
き
あ
げ
て
い
る
一
節
で
あ
り
、
そ
の
文
章
技
法
が
う
か
が
え
る
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。
こ
こ
の
描
写
に
は
い
か
な
る
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

冒
頭
の
一
段
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
作
者
は
対
象
を
画
家
の
よ
う
に
写
生

を
し
て
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
心
理
描
写
を
織
り
交
ぜ
て
い
く
と
い
う
手
法
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を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
非
常
に
厚
い
皮
膚
に
覆
わ
れ
た
林
先
生
の
指
先
を

一
瞬
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
か
ら
、
彼
は
同
窓
の
口
を
借
り
、
林
先
生
の
や
や

孤
独
で
単
調
な
日
常
生
活
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
ま
た
指
先
に
視
線
を
や
り
、

指
か
ら
順
に
手
、
腕
、
肩
、
服
装
、
頭
部
へ
と
ス
ケ
ッ
チ
を
進
め
る
。
画
家
の

目
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
言
葉
に
よ
る
肖
像
を
描
い
て

か
ら
、
彼
は
ま
た
も
林
先
生
の
内
面
に
思
い
を
馳
せ
る
。
確
固
と
し
た
精
神
を

心
に
秘
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
々
の
労
苦
に
も
耐
え
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
る

と
、
彼
は
林
先
生
に
敬
意
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
林
先
生

の
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と
し
た
頭
と
螺

を
く
っ
つ
け
た
よ
う
な
指
に
触

れ
て
か
ら
、
林
先
生
の
精
神
が
永
遠
で
あ
れ
と
の
願
い
か
ら
、
彼
は
質
問
を
し
、

楽
譜
を
借
り
て
は
写
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
豊
子
愷
は
林
先
生
と
親
し
く
な
り
、
そ
の
後
彼
は
し
ば
し
ば
居

残
り
、
仕
事
が
終
了
し
た
林
先
生
と
雑
談
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
う
ち
、
林

先
生
は
彼
を
み
ず
か
ら
の
居
室
に
案
内
し
、
そ
こ
で
豊
子
愷
は
、
林
先
生
の
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
三
行
の
英
詩
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
三
部
屋
し
か
な
い
林

先
生
の
家
は
、
二
階
の
待
合
室
と
、
そ
の
奥
の
教
室
、
そ
し
て
さ
ら
に
奥
の
寝

室
か
ら
な
る
。
林
先
生
の
居
室
は
す
な
わ
ち
奥
の
寝
室
で
あ
り
、
そ
れ
を
豊
子

愷
は
こ
う
描
い
て
い
る
。

中
に
は
音
楽
書
を
詰
め
た
本
棚
が
い
く
つ
か
、
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
が
一

つ
、
座
布
団
が
い
く
つ
か
あ
る
ほ
か
、
壁
飾
り
が
二
つ
か
か
っ
て
い
た
。

竪
に
長
い
額
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
肖
像
で
、
横
に
長
い
方
は
毛
筆
で
書

か
れ
た
三
行
の
英
詩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
に
掲
げ
た
三
句
で
、
筆
の
タ

ッ
チ
は
篆
書
だ
が
、
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
。
詩
の
文
句
は
ど

こ
か
不
思
議
な
感
じ
で
、
当
時
ま
だ
若
か
っ
た
わ
た
し
の
心
を
と
ら
え
た
。

わ
た
し
は
す
ぐ
に
暗
記
し
、
下
宿
に
帰
っ
て
そ
れ
を
楽
譜
ノ
ー
ト
の
裏
表

紙
の
裏
側
に
書
き
と
め
た
。
こ
の
三
行
の
詩
が
林
先
生
の
生
活
に
よ
く
合

っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
に
行
く
た
び
、
林
先

生
に
会
う
た
び
、
こ
の
冊
子
を
手
に
取
る
た
び
、
は
な
は
だ
し
く
は
春
日

町
を
通
る
た
び
、
わ
た
し
は
い
つ
も
こ
の
詩
句
を
思
い
浮
か
べ
る
の
だ
っ

た
。
林
先
生
に
別
れ
を
告
げ
、
東
京
を
離
れ
る
ま
で
、
こ
の
詩
が
ず
っ
と

わ
た
し
の
胸
に
響
い
て
い
た９

）
。

こ
こ
で
や
っ
と
、
冒
頭
に
引
か
れ
た
三
行
の
英
詩
と
林
先
生
の
関
わ
り
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
胸
の
う
ち
を
誰
に
も
語
る
な
か
れ
、
相
手
が
友
人
だ
と
し
て

も
、
裏
切
ら
れ
た
暁
に
は
、
あ
な
た
の
秘
密
は
す
べ
て
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ

か
ら
。
そ
ん
な
詩
句
は
な
ぜ
林
先
生
の
モ
ッ
ト
ー
と
な
り
、
ま
た
豊
子
愷
が
そ

れ
に
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
林
先
生
の
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
現
段
階
で
、
こ

の
問
い
の
前
半
を
考
え
る
手
が
か
り
は
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
が
、
後
半

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
林
先

生
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
子
愷
は
理
想
化
し
て
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
彼
は
林
先

生
を
世
間
と
隔
絶
し
た
、
孤
高
の
芸
術
家
と
し
て
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
世
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俗
に
こ
び
へ
つ
ら
う
こ
と
な
く
、
楽
譜
を
出
版
し
よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
か
ら

名
利
を
求
め
よ
う
と
も
し
な
い
そ
の
恬
淡
寡
欲
な
精
神
も
う
か
が
え
、
豊
子
愷

は
林
先
生
に
東
洋
的
隠
者
に
近
い
よ
う
な
、
精
神
性
の
高
い
芸
術
家
を
見
出
し

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
三
行
の
英
詩
は
、
ま
さ
に
孤
高
で
あ
ろ
う
と
す
る
意

志
の
表
明
と
し
て
、
豊
子
愷
が
理
解
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
う

し
た
芸
術
家
を
愛
好
し
、
彼
自
身
も
そ
の
系
譜
を
引
く
一
人
で
あ
っ
た10

）
。

こ
の
よ
う
に
冒
頭
に
呼
応
し
た
形
で
、
林
先
生
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
は
仕
上
げ

ら
れ
、
昔
語
り
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
小
品
は
次
の
一
段
で
結
ば
れ
た
。

帰
国
後
、
わ
た
し
は
音
楽
の
技
術
修
練
か
ら
遠
ざ
か
り
、
十
六
七
年
も

こ
の
楽
譜
の
冊
子
を
古
本
箱
の
底
に
し
ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
い
た
。
詩
の

印
象
も
林
先
生
の
思
い
出
も
、
十
六
七
年
と
い
う
歳
月
の
中
で
、
だ
ん
だ

ん
と
薄
ら
い
で
い
き
、
ほ
と
ん
ど
跡
形
も
な
く
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、

古
本
の
整
理
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
昔
の
事
を
も
う
一
度
振
り
返
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
色
あ
せ
た
写
真
を
描
線
で
も
う
一
度
繕
う

よ
う
な
も
の
で
、
写
真
本
来
の
写
実
味
は
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
な
ん
と
な
く
画
意
と
詩
趣
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
う11

）
。

一
冊
の
ノ
ー
ト
を
再
び
手
に
と
る
こ
と
で
呼
び
醒
ま
さ
れ
た
思
い
出
は
、
つ

か
の
間
の
夢
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
末
、
作
者
は
我
に
返
っ
た
。
音
楽
の
演
奏
を

し
な
く
な
り
、
当
時
と
は
す
っ
か
り
異
な
る
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
自
分
を

再
確
認
し
、
彼
は
時
の
流
れ
に
感
慨
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後

の
一
文
は
実
に
見
事
な
の
だ
が
、
一
枚
の
色
あ
せ
た
写
真
と
い
う
表
現
は
、
冒

頭
部
で
詩
句
の
間
に
浮
か
び
上
が
っ
た
林
先
生
の
顔
に
呼
応
す
る
。「
画
意
」

と
「
詩
趣
」
は
ま
さ
に
本
文
の
特
色
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は
意

図
的
に
林
先
生
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
絵
画
的
な
手
法
で
、
詩
情
豊
か
に
描
き
あ

げ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

「
林
先
生
」
と
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」

「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
は
漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
た
折
の
個
人
教
師
ク
レ
イ

グ
氏
（C

ra
ig
,
W
illia

m
 
Ja
m
es

一
八
四
三
｜
一
九
〇
六
）
を
偲
ぶ
エ
ッ
セ
ー

で
あ
り
、
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
文
学
で
あ
る
。
上
、
中
、
下
の
三
章
か
ら
な
り
、
一

九
九
四
年
版
の
全
集
で
は
十
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
長
さ
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
林
先

生
」
と
突
き
合
わ
せ
て
読
む
と
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
点
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
は

題
材
の
共
通
性
か
ら
生
じ
る
偶
然
の
一
致
と
も
予
測
さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ

う
で
あ
ろ
う
か
。「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
の
展
開
に
沿
っ
て
、
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

「
ク
レ
イ
グ
先
生
は
燕
の
様
に
四
階
の
上
に
巣
を
く
つ
て
ゐ
る
。
舗
石
の
端
に

立
つ
て
見
上
げ
た
つ
て
、
窓
さ
へ
見
え
な
い
」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
は
、
詩
的

で
あ
る
。
こ
つ
こ
つ
と
研
究
に
打
ち
込
む
ク
レ
イ
グ
氏
の
様
子
が
追
い
追
い
描

か
れ
る
た
め
、「
燕
」
と
い
う
比
喩
は
な
か
な
か
相
応
し
い
。

こ
の
詩
情
溢
れ
る
冒
頭
に
呼
応
す
る
の
は
、（
下
）
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。
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客
間
を
鍵
の
手
に
曲
る
と
六
畳
程
な
小
さ
な
書
斎
が
あ
る
。
先
生
が
高

く
巣
を
く
つ
て
ゐ
る
の
は
、
実
を
云
ふ
と
、
此
の
四
階
の
角
で
、
其
の
角

の
又
角
に
先
生
に
取
つ
て
は
大
切
な
宝
物
が
あ
る
。

長
さ
一
尺
五
寸

幅
一
尺
程
な
青
表
紙
の
手
帳
を
約
十
冊
ば
か
り
併
べ
て
、
先
生
は
ま
が
な

隙
が
な
、
紙
片
に
書
い
た
文
句
を
此
の
青
表
紙
の
中
へ
書
き
込
ん
で
は
、

吝
坊
が
穴
の
開
い
た
銭
を
蓄
る
様
に
、
ぽ
つ
り
〳
〵
と
殖
や
し
て
行
く
の

を
一
生
の
楽
み
に
し
て
居
る
。
此
の
青
表
紙
が
沙
翁
字
典
の
原
稿
で
あ
る

と
云
ふ
事
は
、
こ
ゝ
へ
来
出
し
て
暫
く
立
つ
と
す
ぐ
に
知
つ
た12

）
。

「
燕
」
と
い
う
語
は
繰
り
返
さ
れ
な
い
が
、「
巣
を
く
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
表

現
に
よ
り
、
冒
頭
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
燕
」
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

語
彙
字
典
の
編
著
に
い
そ
し
む
ク
レ
イ
グ
氏
の
喩
え
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

紙
片
は
燕
が

え
る
泥
や
枝
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
見
る
こ
と
も
で
き
、「
ま
が
な

隙
が
な
」「
ぽ
つ
り
〳
〵
」
と
い
っ
た
畳
語
の
使
用
も
効
果
的
で
あ
る
。
手
法

は
多
少
異
な
る
が
、「
林
先
生
」
も
導
入
部
分
と
末
尾
に
詩
情
を
漂
わ
せ
た
構

成
で
あ
る
。

次
に
、
漱
石
は
ク
レ
イ
グ
先
生
の
門
前
を
描
写
す
る
の
に
対
し
、
豊
子
愷
も

林
先
生
の
家
に
至
る
路
地
と
そ
の
玄
関
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
先
生
の

家
に
上
が
っ
て
、
と
も
に
滑
稽
な
情
景
に
出
く
わ
す
の
で
あ
る
。「
林
先
生
」

で
は
、
部
屋
の
中
に
羅
漢
像
を
お
寺
か
ら
運
ん
で
き
て
、
香
炉
を
立
て
て
供
養

で
も
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
が
、
漱
石
は
女
中
の
し
ぐ
さ
に
可
笑

し
味
を
感
じ
た
よ
う
だ
。

開
け
て
呉
れ
る
も
の
は
、
何
時
で
も
女
で
あ
る
。
近
眼
の
所
為
か
眼
鏡

を
掛
け
て
、
絶
え
ず
驚
い
て
ゐ
る
。
年
は
五
十
位
だ
か
ら
、
随
分
久
し
い

間
世
の
中
を
見
て
暮
し
た
筈
だ
が
、
矢
つ
張
り
ま
だ
驚
い
て
ゐ
る
。
戸
を

敲
く
の
が
気
の
毒
な
位
大
き
な
眼
を
し
て
入
ら
つ
し
や
い
と
云
ふ13

）
。

女
中
ジ
ェ
ー
ン
は
ク
レ
イ
グ
氏
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
、
小
品
で
は
脇
役

と
し
て
、
何
度
か
登
場
す
る
。
書
物
を
探
し
て
、
そ
れ
が
見
当
た
ら
な
け
れ
ば
、

ク
レ
イ
グ
氏
は
大
声
で
彼
女
を
呼
び
、
彼
女
が
来
て
は
即
座
に
見
つ
け
出
す
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
や
り
取
り
に
お
ど
け
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
滑
稽
な
感
じ
が

す
る
。「
随
分
久
し
い
間
世
の
中
を
見
て
暮
し
た
筈
だ
が
、
矢
つ
張
り
ま
だ
驚

い
て
ゐ
る
。
戸
を
敲
く
の
が
気
の
毒
な
位
大
き
な
眼
を
し
て
」
な
ど
の
表
現
は
、

ユ
ー
モ
ア
を
出
そ
う
と
し
た
誇
張
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ー
モ
ア
の
効

果
を
狙
っ
た
豊
子
愷
の
手
法
は
漱
石
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

漱
石
は
玄
関
先
か
ら
描
き
始
め
、
取
次
ぎ
の
女
中
と
の
対
面
を
し
て
か
ら
、

ク
レ
イ
グ
氏
に
会
う
と
こ
ろ
を
描
写
す
る
が
、
そ
れ
は
漱
石
が
通
っ
た
折
の
日

常
を
叙
述
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
彼
ら
の
初
対
面
の
様
子
で
は
な
い
。
会
え

ば
握
手
の
挨
拶
を
交
わ
す
場
面
も
描
か
れ
、「
握
り
返
し
た
事
が
な
い
」
ク
レ

イ
グ
氏
の
「
消
極
的
」
な
手
は
漱
石
に
は
印
象
的
だ
っ
た
。
漱
石
は
手
の
ほ
か
、
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ク
レ
イ
グ
氏
の
顔
、

、
肩
に
も
注
目
す
る
。
そ
れ
は
身
体
の
中
で
人
物
の
風

貌
を
よ
く
表
わ
す
と
こ
ろ
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
漱
石
は
ク
レ
イ
グ
氏

を
こ
う
描
く
。

其
の
顔
が
又
決
し
て
尋
常
ぢ
や
な
い
。
西
洋
人
だ
か
ら
鼻
は
高
い
け
れ

ど
も
、
段
が
あ
つ
て
、
肉
が
厚
過
ぎ
る
。
其
処
は
自
分
に
善
く
似
て
ゐ
る

の
だ
が
、
こ
ん
な
鼻
は
一
見
し
た
所
が
す
つ
き
り
し
た
好
い
感
じ
は
起
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
其
の
代
り
其
処
い
ら
中
む
し
や
く
し
や
し
て
ゐ
て
、

何
と
な
く
野
趣
が
あ
る
。

抔
は
ま
こ
と
に
御
気
の
毒
な
位
黒
白
乱
生
し

て
ゐ
た
。
い
つ
か
ベ
ー
カ
ー
ス
ト
リ
ー
ト
で
先
生
に
出
合
つ
た
時
に
は
、

鞭
を
忘
れ
た
御
者
か
と
思
つ
た14

）
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）。

先
生
の
得
意
な
の
は
詩
で
あ
つ
た
。
詩
を
読
む
と
き
に
は
顔
か
ら
肩
の

辺
が
陽
炎
の
様
に
振
動
す
る
。

噓
ぢ
や
な
い
。
全
く
振
動
し
た15

）
。

漱
石
の
描
写
を
内
容
と
形
式
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。
ク
レ
イ
グ
氏
の
鼻
の
形

か
ら
、
顔
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
好
感
を
持
た
れ
な
い
部
類
の
よ
う
だ
。

も

整
え
な
い
た
め
か
、「
黒
白
乱
生
」
し
て
い
る
。
野
趣
が
あ
り
、
飾
り
気
の
な

い
風
貌
で
あ
る
。
詩
を
読
む
と
き
は
肩
を
震
わ
せ
る
の
は
、
詩
に
感
動
し
共
鳴

す
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
ク
レ
イ
グ
氏
は
詩
に
対
し
て
深
い
造
詣
が
あ
り
、

愛
情
を
持
っ
た
人
で
あ
る
。

林
先
生
の
顔
や
表
情
を
写
し
取
っ
た
豊
子
愷
の
文
章
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ク

レ
イ
グ
氏
の
そ
れ
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
林
先
生

の
鼻
や

に
つ
い
て
の
細
部
描
写
こ
そ
な
い
も
の
の
、「
毛
髪
蓬
松
的
顔
面

（
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と
し
た
顔
）」
と
い
う
表
現
は
繰
り
返
さ
れ
、
彼
も
髪

の
毛
や

を
「
乱
生
」
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
演
奏
中
、
手
足
、
口
、

目
の
色
を
用
い
て
、
豊
か
な
身
体
表
現
を
伴
う
の
は
、
ク
レ
イ
グ
氏
も
同
様
な

の
で
あ
る
。
彼
は
肩
を
震
わ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
手
や
指
も
実
に
さ

ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
る
。
両
者
は
と
も
に
奇
人
、
野
人
の
趣
き
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

次
に
文
章
作
法
の
特
徴
を
見
る
と
、
ク
レ
イ
グ
氏
の
顔
を
描
い
た
一
段
は

「
其
の
顔
が
又
決
し
て
尋
常
ぢ
や
な
い
」
と
い
う
主
観
的
な
一
文
に
始
ま
り
、

次
に
は
「
西
洋
人
だ
か
ら
鼻
は
高
い
け
れ
ど
も
、
段
が
あ
つ
て
、
肉
が
厚
過
ぎ

る
」
と
、
写
実
に
つ
と
め
よ
う
と
し
た
表
現
が
置
か
れ
、
続
い
て
ま
た
主
観
的

な
表
現
に
切
り
替
わ
る
。
そ
の
次
の
「

抔
は
ま
こ
と
に
御
気
の
毒
な
位
黒
白

乱
生
し
て
ゐ
た
」
は
や
や
主
観
が
混
じ
る
が
、
写
実
的
な
傾
向
が
強
い
と
み
な

せ
ば
、
こ
の
段
落
は
ほ
と
ん
ど
主
観
的
感
想
と
客
観
的
写
実
の
反
復
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
表
現
技
巧
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
豊
子

愷
が
「
林
先
生
」
で
駆
使
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

ク
レ
イ
グ
氏
と
の
握
手
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
漱
石
は
初
対
面
の
折
に
、
彼

と
授
業
料
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
ま
た
支
払
い
を
よ
く

催
促
さ
れ
た
こ
と
も
記
し
た
。
こ
の
あ
た
り
に
関
し
、
平
川
祐
弘
氏
が
評
す
る
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よ
う
に
、
儒
教
文
化
圏
の
習
慣
に
は
な
い
金
銭
感
覚
に
漱
石
が
違
和
感
を
覚
え

た
の
だ
ろ
う16

）
。
一
方
の
豊
子
愷
は
、
林
先
生
の
月
謝
は
六
円
で
、
高
か
っ
た
と

述
べ
た
に
と
ど
ま
る
。

そ
れ
か
ら
、
漱
石
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
ク
レ
イ
グ
氏
の
言
葉
に
訛
り

が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
か
ら
、
先
に
引
用
し
た
が
、
そ
の
風
貌
を
ス
ケ
ッ
チ
し
、

そ
の
教
え
方
に
話
題
を
移
し
て
い
く
。（
中
）
は
、
両
者
の
詩
に
つ
い
て
の
談

義
に
終
始
し
、（
下
）
は
ク
レ
イ
グ
氏
の
過
去
と
現
在
の
研
究
を
起
伏
の
あ
る

語
り
方
で
紹
介
し
て
か
ら
、
氏
と
の
別
れ
と
氏
の
死
亡
記
事
に
接
し
た
事
を
記

し
た
と
こ
ろ
で
、
小
品
が
締
め
く
く
ら
れ
た
。

以
上
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
対
し
て
、（
中
）
に
対
応
す
る
内
容
は
「
林
先

生
」
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
豊
子
愷
は
林
先
生
と
音
楽
談
義
を
交
わ
し
た
で
あ

ろ
う
が
、
あ
ま
り
詳
し
い
記
述
は
な
く
、
む
し
ろ
英
詩
が
引
か
れ
た
こ
と
で
林

先
生
の
文
学
趣
味
を
感
じ
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
作
品
全
体
に
詩
趣
を
添
え
、

（
中
）
の
内
容
に
相
当
す
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
に
、
漱
石
と
の
談
話
な
ど
に

よ
り
、
ク
レ
イ
グ
氏
は
文
学
そ
の
も
の
に
生
涯
を
捧
げ
て
い
る
と
い
う
感
が
あ

る
が
、
林
先
生
も
み
ず
か
ら
「
わ
た
し
は
音
楽
を
生
活
と
す
る
者
で
す
」
と
告

白
す
る
よ
う
に
、
文
芸
に
生
き
る
彼
ら
の
姿
勢
は
そ
れ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は

な
い
。

ク
レ
イ
グ
氏
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
語
彙
字
典
を

編
纂
し
、
そ
の
膨
大
な
仕
事
に
漱
石
は
興
味
を
覚
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
し

た
が
、
そ
れ
が
氏
の
死
に
よ
っ
て
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
漱
石
は
遺
憾
の
意

を
表
わ
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
、
氏
と
の
間
の
師
弟
の
愛
と
い
っ
た
感
情
を
あ
ま

り
筆
端
に
載
せ
な
か
っ
た
漱
石
が
、
小
品
末
尾
に
な
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い

た
。

自
分
は
其
の
後
暫
く
し
て
先
生
の
所
へ
行
か
な
く
な
つ
た
。
行
か
な
く

な
る
少
し
前
に
、
先
生
は
日
本
の
大
学
に
西
洋
人
の
教
授
は
要
ら
ん
か
ね
。

僕
も
若
い
と
行
く
が
な
と
云
つ
て
、
何
と
な
く
無
情
を
感
じ
た
様
な
顔
を

し
て
ゐ
ら
れ
た
。
先
生
の
顔
に
セ
ン
チ
メ
ン
ト
の
出
た
の
は
此
の
時
丈
け

で
あ
る
。
自
分
は
ま
だ
若
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
と
い
つ
て
慰
め
た
ら
、

い
や
〳
〵
何
時
ど
ん
な
事
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
う
五
十
六
だ
か
ら

と
云
つ
て
、
妙
に
沈
ん
で
仕
舞
つ
た
。

日
本
へ
帰
つ
て
二
年
程
し
た
ら
、
新
着
の
文
芸
雑
誌
に
ク
レ
イ
グ
氏
が

死
ん
だ
と
云
ふ
記
事
が
出
た
。
沙
翁
の
専
門
学
者
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、

二
三
行
書
き
加
へ
て
あ
つ
た
丈
で
あ
る
。
自
分
は
其
の
時
雑
誌
を
下
へ
置

い
て
、
あ
の
字
引
は
つ
ひ
に
完
成
さ
れ
ず
に
、
反
故
に
な
つ
て
仕
舞
つ
た

の
か
と
考
へ
た17

）
。

消
極
的
な
握
手
と
い
い
、
相
手
の
理
解
を
あ
ま
り
わ
き
ま
え
な
い
教
え
方
と

い
い
、
書
生
と
し
て
住
み
込
む
漱
石
の
希
望
が
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
、

こ
れ
ま
で
ク
レ
イ
グ
氏
は
愛
情
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
別
れ
に
際
し
て
、
漱
石
が
日
本
に
戻
れ
ば
も
う
会
え
な
い
だ
ろ
う
と
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考
え
て
か
、
ク
レ
イ
グ
氏
は
日
本
に
行
っ
て
働
い
て
も
よ
い
と
ま
で
言
う
の
で

あ
っ
た
。
惜
別
の
情
が
顔
に
表
れ
た
ク
レ
イ
グ
氏
に
、
漱
石
は
慰
め
の
言
葉
を

か
け
る
が
、
余
生
が
長
く
な
い
こ
と
を
予
感
し
た
よ
う
な
物
言
い
で
、
氏
の
表

情
は
曇
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
果
た
し
て
、
そ
れ
は
永
遠
の
別
れ
と
な
っ
た
。
二

年
後
、
ク
レ
イ
グ
氏
の
死
亡
記
事
を
目
に
し
た
漱
石
は
、
し
ば
ら
く
感
慨
に
打

た
れ
た
。
彼
は
ク
レ
イ
グ
氏
畢
生
の
仕
事
が
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し

ん
だ
。
直
接
敬
意
を
表
わ
そ
う
と
は
し
な
い
が
、
最
後
の
一
文
に
は
ク
レ
イ
グ

氏
の
逝
去
を
悲
し
む
気
持
ち
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

師
の
業
績
が
出
版
さ
れ
な
い
こ
と
を
惜
し
む
気
持
ち
を
、
豊
子
愷
も
林
先
生

に
対
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
と
こ
ろ
で
、
林
先
生
と
対
面
座
談

し
な
が
ら
、
豊
子
愷
は
彼
に
敬
愛
の
念
を
覚
え
、
そ
の
精
神
が
長
く
世
に
残
る

こ
と
を
願
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
は
林
先
生
に
楽
譜
が
す
で
に
出
版
さ
れ
た
か
を

た
ず
ね
、
未
刊
で
し
か
も
公
刊
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
聞
く
と
、
彼
は
そ
れ
を

借
り
て
ノ
ー
ト
に
写
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
ノ
ー
ト

は
林
先
生
の
形
見
と
な
り
、
彼
の
師
へ
の
愛
情
の
徴
と
も
な
っ
た
。

以
上
に
お
い
て
、
両
作
品
の
構
成
や
文
章
表
現
を
対
比
さ
せ
、
主
に
共
通
点

を
探
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

形
式
的
に
見
て
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
は
三
節
か
ら
な
り18

）
、「
林
先
生
」
は
分

節
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
分
量
的
に
同
じ
ぐ
ら
い
な
の
だ
が
、
前
者
は
後
者

に
比
べ
て
著
し
く
段
落
分
け
が
多
い
。
内
容
的
に
は
、
前
者
に
は
女
中
の
ジ
ェ

ー
ン
が
た
び
た
び
登
場
し
、
作
品
に
お
ど
け
た
活
気
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
一

方
の
「
林
先
生
」
で
も
、
家
主
で
し
か
も
林
先
生
の
家
事
を
手
伝
う
年
配
の
女

性
に
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
彼
女
は
会
話
に
は
参
加
せ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
の
存
在

感
は
な
い
。

そ
の
ほ
か
、「
林
先
生
」
は
冒
頭
と

末
を
呼
応
さ
せ
、
緊
密
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
の
方
は
新
聞
に
三
日
間
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ

た
と
い
う
成
立
事
情
に
も
左
右
さ
れ
て
、
三
節
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
ま
り
が
あ
り
、

全

通
し
て
読
む
と
話
題
が
多
岐
に
わ
た
る
感
じ
が
す
る
。

さ
ら
に
、「
林
先
生
」
で
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
重
要
な
役
割
を

演
じ
る
が
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
に
は
そ
れ
に
当
た
る
も
の
は
な
い
。
ク
レ
イ

グ
氏
の
書
斎
で
、
漱
石
は
氏
の
「
大
切
な
宝
物
」
の
「
青
表
紙
の
手
帳
」
を
見

か
け
る
が
、
そ
れ
は
両
者
を
結
ぶ
絆
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
考
え
る
と
、
こ

の
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
実
に
巧
み
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

三

「
林
先
生
」
と
「
藤
野
先
生
」

「
林
先
生
」
を
創
作
す
る
際
、
豊
子
愷
は
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」
を
意
識
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
日
本
留
学
時
に
教
わ
っ
た
教
師
を
テ
ー
マ
と
す
る
エ
ッ
セ
ー
と

し
て
、「
藤
野
先
生
」
は
先
行
作
品
で
あ
り
、
豊
子
愷
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
後
に
魯
迅
の
小
説
を
題

材
に
漫
画
を
描
く
な
ど
、
魯
迅
作
品
に
親
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る19
）

。
「
藤
野
先
生
」
は
魯
迅
が
仙
台
で
医
学
を
学
ん
だ
折
の
体
験
に
基
づ
く
。
藤
野
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先
生
こ
と
藤
野
厳
九
郎
（
一
八
七
四
｜
一
九
四
五
）
は
解
剖
学
教
授
で
、
実
直

な
人
柄
で
思
い
や
り
の
あ
る
好
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
服

装
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
が
、
魯
迅
の
授
業
ノ
ー
ト
を
丁
寧
に
添
削
す
る

な
ど
親
身
に
な
っ
て
指
導
し
て
く
れ
た
。
別
れ
の
際
に
贈
ら
れ
た
写
真
を
ず
っ

と
壁
に
か
け
、
魯
迅
は
藤
野
先
生
を
い
わ
ゆ
る
「
恩
師
」
と
し
て
仰
ぎ
続
け
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
藤
野
先
生
」
は
留
学
時
の
魯
迅
自
身
の
医
学
か
ら
文
学
へ
の

転
向
の
問
題
を
も
含
み
、
中
国
人
留
学
生
へ
の
差
別
を
思
わ
せ
る
匿
名
の
手
紙

事
件
な
ど
当
時
の
時
代
背
景
を
反
映
す
る
な
ど
に
よ
り
、
テ
ー
マ
は
や
や
分
散

し
、
藤
野
先
生
の
み
を
記
し
た
作
品
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
こ
の
二

を
比
較
対
照
し
て
い
き
た
い
が
、
先
に
モ
チ
ー
フ
の
相

似
に
注
目
し
よ
う
。

「
藤
野
先
生
」
に
も
「
ノ
ー
ト
」
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
す
る
。
別

れ
を
告
げ
に
行
っ
た
際
、
魯
迅
は
藤
野
先
生
か
ら
「
惜
別
」
と
題
字
が
書
か
れ

た
写
真
を
贈
ら
れ
る
が
、「
ノ
ー
ト
」
は
そ
れ
と
同
様
二
人
の
間
の
師
弟
の
絆

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
野
先
生
に
関
す
る
記
述
の
中
で
最
も
詳
し
く
、

そ
れ
ゆ
え
全

を
通
し
て
最
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
も
い
え
る
。「
藤
野
先
生
」

は
魯
迅
の
留
学
中
の
み
ず
か
ら
の
境
遇
に
多
く
の
紙
数
を
割
き
、
藤
野
先
生
に

つ
い
て
の
内
容
は
案
外
少
な
い
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
最
初
の
授
業
と
ノ
ー

ト
の
添
削
、
そ
れ
か
ら
解
剖
学
実
習
の
折
の
研
究
室
で
の
談
話
、
さ
ら
に
別
れ

を
告
げ
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
挿
話

仙
台
へ
移
っ
た
背
景
、

匿
名
手
紙
事
件
、
幻
灯
事
件
な
ど

は
藤
野
先
生
と
は
あ
ま
り
関
係
は
な
い
。

よ
っ
て
、
結
末
に
ふ
た
た
び
言
及
さ
れ
る
ノ
ー
ト
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
。
そ
の
経
緯
を
見
て
お
こ
う
。

（
初
回
の
授
業
か
ら

引
用
者
注
記
）
一
週
間
が
過
ぎ
た
土
曜
日
だ
っ

た
と
思
う
。
彼
の
助
手
は
わ
た
し
を
呼
び
に
来
た
。
研
究
室
に
う
か
が
う

と
、
彼
は
人
骨
や
い
ろ
い
ろ
な
頭
骨
の
間
に
座
っ
て
い
た
。
当
時
彼
は
頭

骨
の
研
究
を
進
め
て
お
り
、
後
に
論
文
が
学
校
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
。

「
わ
た
し
の
授
業
は
、
筆
記
で
き
る
の
か
ね
」
と
彼
は
聞
い
た
。

「
少
し
は
で
き
ま
す
」

「
ち
ょ
っ
と
見
せ
て
頂
戴
」

わ
た
し
は
ノ
ー
ト
を
手
渡
す
と
、
彼
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
二
三
日

し
て
か
ら
返
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
今
後
毎
週
一
度
見
せ
て
く
れ
と
言

っ
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
手
に
取
り
開
け
て
見
る
と
、
驚
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
不
安
と
感
謝
の
入
り
混
じ
っ
た
よ
う
な
気
持

ち
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
の
ノ
ー
ト
は
初
め
か
ら
最
後
ま
で
、
み

な
赤
ペ
ン
で
添
削
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
補

わ
れ
た
の
み
で
な
く
、
文
法
の
誤
り
も
逐
一
直
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼

が
担
当
す
る
授
業
の
骨
学
、
血
管
学
、
神
経
学
が
終
了
す
る
ま
で
続
い
た20

）
。

初
め
て
藤
野
先
生
の
研
究
室
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
、
先
生
は
人
骨
や
頭
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骨
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
光
景
に
魯
迅
は
驚
い
た
で
あ
ろ
う
。
先
生
に
会
う

折
の
異
様
な
様
子
の
描
写
は
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
と
「
林
先
生
」
に
も
共
通

し
て
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
毎
回
授
業
ノ
ー
ト
を
添
削
す
る
上
、
ノ
ー
ト
を

も
と
に
藤
野
先
生
は
個
人
指
導
も
し
て
く
れ
た
。
魯
迅
が
不
安
に
な
っ
た
の
は
、

先
生
の
期
待
の
大
き
さ
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
彼
は
不
安
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
魯
迅
は
文
学
創
作
に
転
じ
、
藤
野
先
生
に
別
れ
を
告
げ
、
帰
国
後

は
連
絡
も
せ
ず
に
時
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
恩
師
を
片
時
も
忘
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藤
野
先
生
の
行
為
は
、
一
留
学
生
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

中
国
の
新
し
い
医
学
の
た
め
で
あ
り
、
西
洋
医
学
を
中
国
に
伝
え
る
た
め
だ
っ

た
の
だ
と
、
魯
迅
は
そ
こ
に
文
化
史
的
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

て
藤
野
先
生
を
讃
え
て
か
ら
、
彼
は
恩
師
と
の
絆
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
次
の

よ
う
に
文
を
結
ん
で
い
る
。

彼
が
直
し
て
く
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
は
、
分
厚
い
三
冊
に
ま
と
め
、
永
久

の
記
念
と
し
て
、
わ
た
し
は
ず
っ
と
大
切
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
七
年

前
引
越
し
の
際
、
途
中
で
本
箱
が
一
つ
壊
れ
て
、
書
籍
が
半
ば
失
わ
れ
、

ノ
ー
ト
も
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
運
送
局
に
連
絡
を
取
り
、
探
さ
せ
た
が
、

つ
い
に
返
事
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
彼
の
顔
写
真
は
今
で
も
北
京

の
わ
た
し
の
寓
居
の
東
壁
に
、
仕
事
机
の
向
か
い
側
に
か
け
て
あ
る
。
夜
、

執
筆
に
倦
ん
で
、
な
ま
け
た
い
と
き
、
わ
た
し
は
顔
を
上
げ
、
明
か
り
の

中
で
彼
の
黒
く
痩
せ
た
顔
を
見
上
げ
る
と
、
彼
は
あ
た
か
も
抑
揚
の
あ
る
、

ゆ
っ
く
り
と
し
た
口
調
で
話
し
出
し
そ
う
で
、
そ
う
し
て
わ
た
し
は
勇
気

付
け
ら
れ
、
ふ
た
た
び
心
を
奮
い
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
た
ば
こ
に
火
を

つ
け
、
わ
た
し
は
「
正
人
君
子
」
流
に
憎
悪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
文
章
を
書

き
続
け
る
の
だ21

）
。

師
の
恩
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
ノ
ー
ト
は
紛
失
し
た
が22

）
、
別
れ
の
際
に
贈
ら

れ
た
師
の
写
真
は
な
お
壁
に
か
け
ら
れ
、
日
々
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
。
藤
野

先
生
に
対
す
る
魯
迅
の
思
い
の
た
け
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ノ
ー

ト
を
失
っ
た
経
緯
を
記
し
た
の
は
、
そ
の
貴
重
さ
ゆ
え
で
あ
り
、
ま
た
本
文
中

の
ノ
ー
ト
に
関
す
る
記
述
を
連
想
さ
せ
る
。
ノ
ー
ト
と
写
真
と
い
う
モ
チ
ー
フ

は
実
に
重
要
だ
が
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
や
や
形
を
変
え
、
実
は
「
林
先
生
」

に
見
出
せ
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
、「
ノ
ー
ト
」
は
林
先
生
を
思
い
出
す
装
置
で

あ
り
、
ま
た
林
先
生
の
形
見
で
も
あ
り
、
師
弟
を
強
く
結
び
付
け
る
も
の
と
い

う
意
味
で
、「
藤
野
先
生
」
に
お
け
る
そ
れ
に
通
じ
る
わ
け
で
あ
る
。「
写
真
」

の
方
は
比
喩
と
し
て
「
林
先
生
」
の
冒
頭
と
末
尾
に
登
場
す
る
。
冒
頭
で
は
、

「
行
間
よ
り
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
し
た
林
先
生
の
顔
が
浮
か
び
上
が
り
」

と
あ
り
、
末
尾
に
は
「
色
あ
せ
た
写
真
を
描
線
で
も
う
一
度
繕
う
よ
う
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
前
後
相
呼
応
し
、
特
に
後
者
は
林
先
生
の
肖
像
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
よ
う
に
誘
導
し
、
読
者
は
豊
子
愷
の
文
章
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
の
印
象

を
も
う
一
度
喚
起
し
、
小
品
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、「
林
先
生
」
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
「
藤
野
先
生
」
に
通
じ
る

モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
い
る
が
、
両
者
の
読
後
感
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
両

の

結
末
部
分
を
比
べ
る
と
、
最
高
級
の
賛
辞
と
と
も
に
魯
迅
は
旧
師
へ
の
敬
慕
を

表
明
す
る
の
に
対
し
て
、
豊
子
愷
は
か
な
り
さ
り
げ
な
い
の
で
あ
る
。
林
先
生

の
印
象
は
時
と
と
も
に
色
あ
せ
、
ほ
と
ん
ど
封
印
さ
れ
て
い
た
思
い
出
が
ノ
ー

ト
を
手
に
取
る
こ
と
で
よ
み
が
え
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
、
豊
子
愷
は
林
先

生
を
恩
師
と
し
て
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
。

二
作
品
の
相
違
に
も
っ
と
着
目
し
て
み
よ
う
。「
林
先
生
」
は
豊
子
愷
の
目

に
映
っ
た
林
先
生
を
始
終
描
い
て
い
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
藤
野
先

生
」
は
魯
迅
自
身
の
留
学
体
験
に
も
筆
が
及
び
、
藤
野
先
生
に
の
み
焦
点
を
当

て
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
内
容
に
も
か
な
り
開
き
が
あ
る
と
い
え
る
。

「
藤
野
先
生
」
か
ら
日
本
留
学
時
の
魯
迅
自
身
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
、

印
象
的
な
挿
話
が
「
林
先
生
」
よ
り
多
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
描
写
対
象

に
焦
点
を
据
え
続
け
た
と
い
う
点
で
は
、「
林
先
生
」
は
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」

に
よ
り
近
い
。

最
後
に

「
藤
野
先
生
」
と
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
を
比
較
文
化
史
的
視
点
で
論
じ
、
テ
キ

ス
ト
の
比
較
吟
味
も
行
な
っ
た
平
川
祐
弘
氏
は
、
両
作
品
の
共
通
点
と
し
て
、

「
ユ
ー
モ
ア
に
富
む
ス
ケ
ッ
チ
の
流
儀
」「
反
覆
の
（
ほ
と
ん
ど
作
曲
の
技
法
を

連
想
さ
せ
る
）
テ
ク
ニ
ー
ク
」「
学
者
と
し
て
の
精
励
努
力
」「
別
れ
る
前
後
の

悲
哀
の
感
情
」「
作
品
の
余
情
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る23

）
。
こ
の
う
ち
、「
別
れ
る

前
後
の
悲
哀
の
感
情
」
は
「
林
先
生
」
に
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
か
の

共
通
点
は
大
体
「
林
先
生
」
に
も
あ
て
は
ま
る
。「
林
先
生
」
に
も
誇
張
に
よ

る
ユ
ー
モ
ア
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、「
反
覆
の
テ
ク
ニ
ー

ク
」
も
同
作
品
の
一
特
色
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
川
氏
は
「
ク
レ

イ
グ
先
生
」
に
お
け
る
手
や
指
の
表
現
の
多
用
（
前
後
十
回
近
く
）
に
注
目
し
、

そ
れ
が
「
意
識
的
な
反
覆
で
効
果
を
計
算
し
た
も
の
」
と
評
す
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、「
藤
野
先
生
」
で
反
復
が
見
ら
れ
る
の
は
藤
野
先
生
の
話
す
口
調
で
あ

る
（
三
度
）。「
林
先
生
」
に
至
っ
て
は
、「
髪
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
し
た
顔
」

は
五
回
も
使
わ
れ
、「
螺

を
く
っ
つ
け
た
よ
う
な
指
」
な
ど
手
や
指
の
表
現

は
三
回
、
林
先
生
の
家
の
前
の
「
大
き
さ
が
不
揃
い
の
石
を
敷
き
つ
め
た
路

地
」
も
二
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
林
先
生
」
も
意
図
し
て
反

復
の
特
色
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
箇
所
の

多
く
は
、
描
写
対
象
の
身
体
的
特
徴
を
表
わ
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
一
致
す

る
。ま

た
、
多
く
の
伴
奏
譜
を
編
集
し
、
音
楽
を
生
活
と
す
る
林
先
生
の
辛
勤
努

力
す
る
姿
勢
は
藤
野
先
生
や
ク
レ
イ
グ
先
生
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
結
び
の

表
現
に
は
強
弱
の
差
こ
そ
あ
れ
、
旧
師
を
懐
か
し
む
心
情
は
等
し
く
表
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、「
林
先
生
」
と
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
の
類
似
点
に
、
さ
ら

に
「
冒
頭
を
初
め
と
し
て
、
詩
的
な
内
容
を
含
む
こ
と
」「
写
実
的
な
描
写
と

主
観
的
な
表
現
を
織
り
交
ぜ
る
と
い
う
文
章
の
表
現
技
巧
」「
師
の
業
績
が
埋
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没
す
る
こ
と
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
」「
先
生
の
居
室
を
詳
細
に
描
い
た
こ
と
」

な
ど
が
あ
り
、
よ
っ
て
前
者
は
後
者
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、「
林
先
生
」
に
見
ら
れ
る
主
要
モ
チ
ー
フ
の
「
ノ
ー
ト
」
は

「
藤
野
先
生
」
を
参
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

両
作
品
に
お
い
て
、
同
モ
チ
ー
フ
は
実
に
同
じ
よ
う
な
、
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
林
先
生
」
は
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」、

そ
れ
か
ら
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
を
創
造
的
に
模
倣
し
た
と
さ
れ
る
「
藤
野
先

生
」
を
同
時
に
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
小
品
文
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
考
え

る
。三

作
品
を
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
、
三
者
三
様
の
特
色
も
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
三
人
の
主
人
公
を
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
。
思

い
や
り
が
あ
り
、
教
育
に
は
熱
心
で
、
人
柄
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
林
先

生
と
藤
野
先
生
の
二
人
に
共
通
す
る
性
格
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
儒
教
文
化
圏

に
見
ら
れ
る
教
師
像
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、「
自
分
は
此
の
先
生
に
於

て
未
だ
情
合
と
い
ふ
も
の
を
認
め
た
事
が
な
い
」
と
漱
石
が
書
く
よ
う
に
、
ク

レ
イ
グ
氏
は
特
に
親
切
な
教
師
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
独

身
で
や
や
偏
屈
な
性
格
で
、
世
に
求
め
る
こ
と
も
な
く
、
世
か
ら
求
め
ら
れ
る

こ
と
も
な
い
奇
人
、
隠
者
の
風
貌
を
と
も
に
備
え
て
い
る
の
は
ク
レ
イ
グ
氏
で

あ
り
、
林
先
生
で
あ
る
。
ク
レ
イ
グ
氏
は
「
大
学
の
文
学
の
椅
子
を

つ
て
」、

林
先
生
は
自
作
の
楽
譜
を
出
版
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
し
て
、
と
も
に
無
欲
恬

淡
な
一
面
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
こ
う
し
た
行
為
は
、
高
尚

な
人
格
の
表
れ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
豊
子
愷
が
そ

う
し
た
人
間
像
に
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、「
藤
野
先
生
」
に
は
魯
迅
自
身
の
切
迫
し
た
心
理

西
洋
医
学
を

学
び
、
病
ん
だ
中
国
人
を
治
療
す
る
と
い
う
医
学
の
道
か
ら
、
国
民
の
精
神
そ

の
も
の
を
改
造
す
る
文
学
の
道
を
志
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
方
向
転
換

は

映
し
出
さ
れ
、
留
学
生
と
し
て
差
別
を
受
け
た
体
験
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ほ
か

の
二
作
品
に
は
そ
う
し
た
記
述
は
な
い
も
の
の
、
漱
石
や
豊
子
愷
の
留
学
に
は

心
理
的
な
葛
藤
は
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
者
の
留
学
の
意
義
や
そ
れ
ぞ

れ
の
心
理
な
ど
を
比
較
検
討
す
る
の
も
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
が
、
医
学
留
学
の

魯
迅
（
一
九
〇
二
）
と
文
学
留
学
の
漱
石
（
一
九
〇
一
）
に
、
平
川
氏
は
日
中

近
代
文
化
史
の
時
差
を
読
み
取
る
が
、
ほ
ぼ
二
十
年
後
の
豊
子
愷
の
芸
術
留
学

（
一
九
二
一
）
も
同
じ
よ
う
に
文
化
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
実
学

優
先
の
留
学
か
ら
、
徐
々
に
文
学
や
芸
術
を
学
び
に
留
学
す
る
も
の
が
増
え
て

い
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
芸
術
留
学
の
先
陣
を
切
り
、
一
九
〇
五
年
日
本

に
赴
い
た
の
は
、
豊
子
愷
の
師
李
叔
同
で
あ
っ
た
。

三

に
通
ず
る
特
徴
を
挙
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
は
な
ん
だ
ろ
う

か
。
ユ
ー
モ
ア
表
現
は
共
通
点
と
は
い
え
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
は
全

に
お

い
て
滑
稽
味
が
突
出
し
て
い
る
。
一
方
、「
林
先
生
」
は
そ
の
芸
術
味
ゆ
え
に

豊
子
愷
作
品
の
中
で
も
佳
作
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
音
楽
を
題
材
と
し
、

絵
画
的
な
タ
ッ
チ
で
林
先
生
の
人
間
像
を
ス
ケ
ッ
チ
し
、
そ
こ
に
詩
趣
も
添
え

63

響き合うテキスト(三)異国の師の面影



ら
れ
た
。
画
家
に
し
て
音
楽
に
も
親
し
ん
だ
文
学
者
豊
子
愷
ら
し
さ
が
存
分
に

発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
藤
野
先
生
」
は
と
い
え
ば
、
藤

野
先
生
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
魯
迅
自
身
の
留
学
体
験
を
か
ら
ま
せ
た
こ
と
が

特
色
に
な
ろ
う
。
留
学
生
の
授
業
ノ
ー
ト
を
添
削
す
る
、
心
温
か
い
教
育
者
藤

野
先
生
と
と
も
に
、
救
国
の
責
任
感
を
帯
び
た
留
学
時
代
の
魯
迅
と
、
文
筆
で

「
正
人
君
子
」
流
と
戦
う
現
在
の
魯
迅
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
本
文
で
は
豊
子
愷
の
「
林
先
生
」
と
漱
石
の
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」、

そ
し
て
魯
迅
の
「
藤
野
先
生
」
を
対
照
し
読
み
比
べ
て
き
た
。
影
響
関
係
の
可

能
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
あ
る
程
度
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、「
林
先
生
」
に
お
け
る
「
ノ
ー
ト
」
は
そ
の
後
失
わ
れ
、
豊

子
愷
は
林
先
生
に
つ
い
て
ほ
か
に
詳
細
な
記
録
を
残
さ
な
か
っ
た
た
め24

）
、
林
先

生
に
関
す
る
実
証
研
究
に
は
手
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
林

先
生
の
人
と
な
り
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
豊
子
愷
の
文
章
と
の
比
較
も
可
能
に

な
り
、
よ
り
深
い
読
み
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
さ
ら
に

「
ア
リ
へ
の
賛
歌

豊
子
愷
の
「
清
晨

早
朝
）」
と
ハ
ー
ン
の
「
蟻
」」、
田

中
雄
次
・
福
澤
清
編
『
現
代
に
生
き
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
』
熊
本
出
版

文
化
会
館
、
二
〇
〇
七
年
三
月
を
参
照
。

２
）

平
川
祐
弘
『
夏
目
漱
石

非
西
洋
の
苦
闘
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九

一
年
十
一
月
。
著
者
は
第
一
部
の
第
一
章
「
夏
目
漱
石
と
ク
レ
イ
グ
先
生
」
と

第
二
章
「
魯
迅
と
藤
野
先
生
」
で
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
と
「
藤
野
先
生
」
の

二

を
そ
れ
ぞ
れ
漱
石
と
魯
迅
の
外
国
体
験
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
読
み
解
き
、

第
三
章
「
魯
迅
と
漱
石
先
生
」
で
前
記
二

を
比
較
し
、
関
連
を
探
っ
た
。

３
）

豊
子
愷
「
林
先
生
」『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
第
十
二
期
、
上
海
宇
宙
風
社
、

一
九
三
六
年
三
月
一
日
。
引
用
は
合
冊
本
に
よ
り
、
五
七
五
ペ
ー
ジ
。
本
文
は

後
に
『
縁
縁
堂
再
筆
』
一
九
三
七
年
一
月
、
開
明
書
店
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の

際
、
初
出
に
見
ら
れ
た
文
字
の
誤
植
が
数
箇
所
訂
正
さ
れ
た
。
建
国
後
、
一
九

五
七
年
十
一
月
人
民
文
学
出
版
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
縁
縁
堂
随
筆
』
に
再
録

さ
れ
、
そ
の
際
作
者
に
よ
る
潤
色
、
削
除
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
。
潤
色
は
語
彙
、

句
読
点
レ
ベ
ル
で
、
一
文
の
み
削
ら
れ
た
。
こ
の
人
民
文
学
出
版
社
版
に
お
け

る
文
言
の
潤
色
を
生
か
し
つ
つ
、
削
除
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
一
九
三
七
年
版
に
依

拠
し
て
補
っ
た
の
は
『
豊
子
愷
文
集
』
文
学
巻
一
、
浙
江
文
芸
出
版
社
・
浙
江

教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
六
月
所
収
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
編
者
の
注

記
が
あ
る
が
、
本

に
つ
い
て
は
削
除
箇
所
は
補
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
本

論
五
二
ペ
ー
ジ
下
段
に
引
か
れ
た
「
当
時
ま
だ
若
か
っ
た
わ
た
し
の
心
を
と
ら

え
た
」（
原
文
は
「
頗
不
乏
牽
惹
青
年
時
代
的
我
的
心
的
魔
力
」）
と
い
う
文
で

あ
る
。
今
回
上
記
四
種
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
討
し
、
本
文
の
引
用
は
初
出
を

元
と
し
た
。
た
だ
し
、
英
詩
の
一
行
目
は
、
初
出
で
はW

h
a
t is in

 
y
o
u
r

注１
）

拙
論
「
響
き
合
う
テ
キ
ス
ト

豊
子
愷
と
漱
石
、
ハ
ー
ン
」『
日
本
研

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

及
び
「
響
き
合
う
テ
キ
ス
ト

二
）

豊
子
愷
の
「
帯
点
笑
容

ち
ょ
っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
）」
と
漱
石
の
『
硝
子
戸
の
中
』

二
）」『
日
本
研
究
』
第
三
十
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と
な
っ
て
お
り
、
意
味
を
な
さ
な
い
と
思
わ
れ

る
た
め
、『
縁
縁
堂
再
筆
』
版
で
訂
正
さ
れ
た
、W

h
a
t is in

 
y
o
u
r h

ea
rt

 
let n

o
 
o
n
e k

n
o
w
;

と
し
た
。
な
お
、
東
京
大
学
所
蔵
の
『
宇
宙
風
』
誌
よ

り
初
出
を
入
手
す
る
際
、
大
野
公
賀
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を

表
わ
す
。
引
用
は
拙
訳
に
よ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
訳
「
音
楽
研
究
会
に
於
け
る

所
見
の
二
」『
縁
縁
堂
随
筆
』
創
元
社
、
一
九
四
〇
年
を
参
照
し
た
。

４
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
五
ペ
ー
ジ
。

５
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
五
ペ
ー
ジ
。

６
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
六
ペ
ー
ジ
。

７
）

豊
子
愷
「
為
青
年
説
弘
一
法
師
」、
初
出
は
『
中
学
生
』
戦
時
半
月
刊
第

六
三
期
、
一
九
四
三
年
、
こ
こ
で
は
『
豊
子
愷
文
集
』
文
学
巻
二
、
浙
江
文
芸

出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
六
月
に
よ
り
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

８
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
六
｜
五
七
七
ペ
ー
ジ
。

９
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
七
ペ
ー
ジ
。

10
）

豊
子
愷
は
西
洋
美
術
の
紹
介
者
と
し
て
も
多
く
の
業
績
を
残
し
た
が
、
彼

は
特
に
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
を
好
み
、
そ
の
伝
記
を
一
九
二
九

年
に
出
版
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
ゴ
ッ
ホ
を
人
格
に
優
れ
、
作
品
に
よ
る
経
済
的

な
成
功
は
あ
ま
り
望
ま
ず
、
孤
高
で
隠
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
備
え
た
人
物
と
し
て

描
い
た
。
詳
し
く
は
拙
著
『
中
国
文
人
画
家
の
近
代

豊
子
愷
の
西
洋
美
術

受
容
と
日
本
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
四
月
を
参
照
。

11
）

前
掲
『
宇
宙
風
』
半
月
刊
、
五
七
七
ペ
ー
ジ
。

12
）

夏
目
漱
石
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」、
初
出
は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十

二
年
三
月
十
日
、
十
一
日
、
十
二
日
。
後
に
『
四

』
明
治
四
十
三
年
五
月
、

春
陽
堂
、
ま
た
『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
、
漱
石
全
集
刊
行
会
、
大
正
十
四
年
四

月
に
収
録
さ
れ
た
。
豊
子
愷
は
後
者
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
わ
れ
る
。
彼
は
後
者
に
初
め
て
収
め
ら
れ
た
「
初
秋
の
一
日
」
を
踏
ま
え
、

「
法
味
」
を
一
九
二
六
年
に
創
作
、
発
表
し
て
い
る
。「
初
秋
の
一
日
」
は
大
正

元
年
九
月
二
十
二
日
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
、
単
行
本
未
収
録
作
品

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年

十
二
月
に
よ
り
、
二
一
五
｜
二
一
六
ペ
ー
ジ
。
引
用
の
際
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

13
）

前
掲
書
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

14
）

前
掲
書
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
。

15
）

前
掲
書
、
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

16
）

前
掲
『
夏
目
漱
石

非
西
洋
の
苦
闘
』、
六
四
｜
六
八
ペ
ー
ジ
。

17
）

前
掲
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
。

18
）

豊
子
愷
が
見
た
と
思
わ
れ
る
『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
、
大
正
十
四
年
四
月

版
で
は
、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
は
分
節
さ
れ
て
い
な
い
。

19
）
『
豊
子
愷
年
譜
』

盛
興
軍
主
編
、
青
島
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）

に
よ
れ
ば
、
当
時
上
海
に
あ
っ
た
日
本
語
書
籍
を
販
売
す
る
内
山
書
店
で
店
主

内
山
完
造
の
紹
介
で
豊
子
愷
は
す
で
に
魯
迅
と
面
識
が
あ
っ
た
が
、
一
九
二
七

年
十
一
月
二
十
七
日
、
画
家
の
陶
元
慶
と
と
も
に
魯
迅
の
家
を
訪
れ
、『
苦
悶

の
象
徴
』

厨
川
白
村
著
）

の
翻
訳
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
と
い
う

同
書
、

一
七
四
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
豊
子
愷
は
一
九
三
七
年
『
漫
画
阿
Ｑ
正
伝
』
の
画

稿
五
十
四
枚
を
仕
上
げ
た
が
、
戦
火
に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
、
翌
年
疎
開
先
の
武

漢
で
再
度
描
い
た
八
枚
の
う
ち
二
枚
を
雑
誌
に
発
表
で
き
た
ほ
か
は
、
残
り
の

画
稿
が
ま
た
戦
火
に
焼
か
れ
た
。
一
九
三
九
年
三
月
、
画
稿
が
広
西
で
仕
上
げ

ら
れ
、
同
年
九
月
開
明
書
店
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た

同
書
、
三
〇
四
ペ
ー
ジ
）。

な
お
、「
藤
野
先
生
」
の
初
出
は
『

原
』
半
月
刊
、
第
一
巻
二
三
期
、
一
九
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二
六
年
十
二
月
十
日
。
後
に
魯
迅
著
『
朝
花
夕
拾
』
北
京
未
名
社
、
一
九
二
八

年
九
月
に
収
め
ら
れ
、
同
書
は
一
九
三
二
年
九
月
上
海
北
新
書
局
に
よ
り
再
版

さ
れ
た
。

20
）

魯
迅
「
藤
野
先
生
」『
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九

八
一
年
北
京
第
一
版
、
一
九
九
一
年
北
京
第
五
次
印
刷
、
三
〇
四
ペ
ー
ジ
。

21
）

前
掲
書
、
三
〇
七
ペ
ー
ジ
。

22
）

藤
野
先
生
の
添
削
に
よ
る
ノ
ー
ト
は
一
九
五
一
年
、
魯
迅
の
故
郷
紹
興
で

発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
大
村
泉
「
魯
迅
『
藤
野
先
生
』
に
つ
い
て

『
藤
野

先
生
』

一
九
二
六
年
）は
「
回
想
的
散
文
」

史
実
）

か
そ
れ
と
も
作
品

小

説
）か
？
」『
季
刊
中
国
』
同
刊
行
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
秋
季
を
参
照
。

23
）

前
掲
『
夏
目
漱
石

非
西
洋
の
苦
闘
』
一
六
二
｜
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

24
）

豊
子
愷
作
品
の
創
作
背
景
な
ど
に
詳
し
い
豊
一
吟
氏

豊
子
愷
の
娘
）に
よ

れ
ば
、「
林
先
生
」
に
お
け
る
ノ
ー
ト
は
現
存
せ
ず
、
林
先
生
に
関
し
て
小
品

文
の
ほ
か
に
豊
子
愷
が
語
っ
た
と
い
う
記
憶
も
な
い
と
い
う
。
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