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「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
の
真
相
i
中
島
敦
の
「
古
俗
」

畢
　
復
芸

　
中
島
敦
の
「
古
俗
」
は
「
盈
虚
」
「
牛
人
」
の
二
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
「
二
人
」
の
中
に
出
た
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」

と
い
う
文
句
は
、
ほ
か
の
作
品
を
論
じ
る
時
も
、
常
に
中
島
文
学
を
貫
く
主
題
と
し
て
研
究
者
た
ち
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

そ
れ
は
中
島
の
文
学
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
手
掛
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
島
文
学
は
「
悪
意
」
の
世
界
だ

け
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
古
俗
」
か
ら
も
も
う
一
度
見
直
す
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
究
明
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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一
、
　
非
現
実
世
界
へ
の
幻
滅
一
「
盈
虚
」

　
「
盈
虚
」
は
『
編
述
左
心
伝
』
の
定
公
＋
四
年
、
哀
公
二
年
、
同
＋
五
年
、
同
＋
六
年
、
同
＋
七
年
前
衛
の
藁
積
（
荘
公
）
に
関

係
す
る
記
事
を
素
材
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
筋
が
ほ
ぼ
史
実
を
そ
の
ま
ま
追
い
、
そ
れ
に
わ
ず
か
の
創
作
に
よ
っ
て
再
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
主
人
公
・
衛
の
太
子
副
誼
順
は
宋
の
野
で
農
夫
が
唄
を
歌
う
の
を
聞
い
て
恥
じ
て
、
父
離
心
の
南
子
夫
人
を
刺
殺
す
る
こ
と
を
は
か

る
が
、
失
敗
し
、
晋
に
逃
げ
た
。
塞
公
の
死
後
、
有
事
隅
の
息
子
．
輯
が
即
位
し
た
こ
と
を
聞
き
、
帰
国
を
は
か
る
が
、
阻
止
さ
れ
て
十



三
年
間
戚
の
と
こ
ろ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
、
翻
Ψ
艦
、
は
ひ
ね
く
れ
た
中
年
の
苦
労
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
赴
い
て
き

た
息
子
疾
へ
の
溺
愛
と
翻
鶏
へ
の
耽
溺
が
唯
一
の
慰
め
で
あ
る
。
輸
を
た
す
け
る
孔
叔
園
が
死
ん
だ
後
、
姉
伯
姫
と
渾
良
夫
（
姉
情

夫
）
と
共
謀
を
し
て
孔
橿
を
脅
か
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
行
っ
た
。
即
位
し
た
謝
艦
澱
荘
公
）
は
空
費
さ
れ
た
過
去
に
対
す
る
補
償
、

復
讐
や
快
楽
の
追
求
に
熱
中
し
た
。
（
重
臣
へ
の
処
罰
、
孔
陛
の
追
放
な
ど
の
事
件
。
）
渾
良
夫
と
の
密
談
を
知
っ
た
疾
が
荘
公
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

脅
か
し
、
四
度
目
の
罪
が
あ
る
場
合
、
渾
良
夫
を
殺
す
こ
と
を
承
諾
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
宴
会
で
疾
は
四
つ
の
罪
を
取
り
上
げ

て
良
夫
を
殺
害
し
た
。

　
晋
の
要
請
に
対
し
て
、
荘
公
は
国
内
紛
争
と
い
う
言
い
訳
で
使
い
を
以
て
猶
予
を
申
し
入
れ
た
が
、
疾
も
父
を
陥
れ
る
た
め
に
使

者
に
、
単
な
る
い
い
の
が
れ
で
あ
る
と
の
密
告
を
さ
せ
た
。
そ
の
年
の
秋
の
あ
る
夜
、
渾
良
夫
が
出
た
悪
夢
を
見
た
荘
公
は
不
吉
な

予
言
を
知
っ
た
後
、
再
び
岡
鶏
に
耽
溺
し
て
し
ま
っ
た
。

　
あ
る
日
、
眼
障
り
と
の
理
由
で
戎
人
を
追
放
さ
せ
、
ま
た
、
寵
姫
の
髪
を
推
え
る
た
め
、
戎
人
桑
田
の
妻
の
美
し
い
髪
を
切
取
ら

せ
た
。
冬
、
晋
軍
の
侵
入
と
呼
応
す
る
大
夫
・
石
叩
の
反
乱
（
一
説
に
は
疾
と
の
共
謀
に
よ
る
）
に
遭
っ
て
逃
げ
だ
し
た
荘
公
は
客

人
己
氏
の
家
に
辿
り
着
い
た
が
、
無
惨
に
殺
さ
れ
た
。

　
「
盈
虚
」
の
粗
筋
は
大
体
以
上
で
あ
る
。
木
村
瑞
夫
に
よ
れ
ば
、
「
盈
虚
」
は
最
初
「
或
る
古
代
人
の
半
生
」
と
題
し
て
「
政
界

往
来
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
中
島
敦
の
二
冊
目
の
単
行
本
『
南
島
讃
』
を
出
版
す
る
際
、
「
盈
虚
」
と
改
名
さ
れ
再
発

表
さ
れ
た
（
注
1
）
。
中
島
敦
に
と
っ
て
「
盈
虚
」
と
い
う
題
目
は
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
題
以
上

に
そ
の
内
容
や
主
題
に
符
合
し
て
い
る
（
注
2
）
。
こ
の
題
目
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
盈
」
と

「
虚
」
と
は
文
字
自
体
の
表
面
か
ら
見
れ
ば
、
「
栄
え
る
こ
と
と
衰
え
る
こ
と
」
或
い
は
「
満
ち
る
こ
と
と
欠
け
る
こ
「
と
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
木
村
瑞
夫
は
、
即
位
し
た
至
公
が
空
費
さ
れ
た
過
去
に
対
す
る
補
償
や
快
楽
の
追
求
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
盈
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虚
」
を
「
空
虚
な
も
の
を
取
り
戻
す
」
と
読
む
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
注
3
）
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば
、
最
後
に
悲
惨
な
運
命
に
辿
．
り
着
い
た
荘
公
の
姿
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
れ
で

は
偏
り
す
ぎ
て
作
品
全
体
を
包
容
で
き
な
く
な
り
、
主
題
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
細
臆
か
十
六
年
間
の
逃
亡
生
活
を
経
て
や
っ
と

衛
に
帰
っ
て
即
位
し
て
荘
公
に
な
っ
た
こ
と
は
不
遇
時
代
の
「
虚
」
（
衰
え
る
こ
と
）
か
ら
復
興
の
「
盈
」
（
栄
え
る
こ
と
）
に
至

る
過
程
で
あ
る
が
、
復
讐
や
快
楽
の
耽
溺
、
太
子
疾
の
冷
酷
刻
薄
や
反
乱
に
よ
っ
て
滅
び
る
に
至
る
こ
と
は
再
び
「
虚
」
（
衰
え
る

こ
と
）
の
方
向
に
傾
い
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
「
い
。
し
か
し
、
小
説
．
「
盈
虚
」
に
つ
い
て
の
題
目
を
考
慮
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
中
島
敦
の
残
し
た
ノ
ー
ト
の
メ
モ
に
は
、
「
栄
辱
録
」
と
い
う
題
名
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
「
ほ
ま
れ
と
は
ず
か
し
め
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
栄
え
る
こ
と
と
衰
え
る
こ
と
」
と
意
味
が
似
て
は
い
る
。
し
か
し
、
中
島
敦
が
「
栄
辱
録
」
を
放
棄
し
て
「
盈

虚
」
を
選
ん
だ
の
は
別
の
意
味
を
含
む
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
側
諸
順
の
一
生
の
起
伏

は
彼
自
身
に
と
っ
て
「
栄
え
る
こ
と
」
と
「
衰
え
る
こ
と
」
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
運
命
と
い
う
大
き
な
命
題
の
下
に
置
く
な
ら
ば
、

そ
れ
は
た
だ
個
人
の
「
盈
虚
」
と
の
問
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
人
間
を
超
越
す
る
も
の
と
の
関
係
を
象
徴
す
る
。
即
ち
、
人
間
が
自

分
で
把
握
で
き
る
運
命
と
超
越
者
に
操
ら
れ
る
運
命
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
盈
虚
」
と
は
「
栄
え
る
こ
と
と
衰
え
る

こ
と
」
と
い
う
よ
り
、
「
満
ち
る
こ
と
と
欠
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　
村
田
秀
明
は
「
盈
虚
」
の
出
典
が
『
孔
子
山
雲
』
巻
四
「
六
本
第
十
五
」
の
第
八
話
の
孔
子
説
話
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
（
注
4
）

129

孔
子
が
「
易
経
」
を
読
み
、
損
卦
、
益
卦
の
箇
所
で
嘆
い
て
溜
息
を
つ
い
た
。
弟
子
の
子
夏
か
ら
そ
の
」
理
由
を
尋
ね
ら
れ
、

孔
子
は
「
そ
れ
自
ら
損
す
る
者
は
必
ず
こ
れ
を
益
す
る
あ
り
、
自
ら
益
す
る
者
は
必
ず
こ
れ
を
決
く
あ
り
。
吾
れ
こ
こ
を
以

て
歎
ぜ
る
な
り
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に
孔
子
は
「
そ
れ
學
ぶ
者
は
そ
の
自
ら
多
と
す
る
と
こ
ろ
を
損
し
て
、
虚
を
以
て
人
を



鋭
く
。
故
に
能
く
そ
の
満
を
成
す
。
博
き
か
な
、
天
道
。
成
れ
ば
而
ち
必
ず
攣
ず
。
凡
そ
満
を
持
し
て
能
く
久
し
き
者
は
未

だ
嘗
て
有
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
曰
く
「
自
ら
賢
と
す
る
者
は
天
下
の
善
言
を
ば
耳
に
聞
く
を
得
ず
」
と
、
慎
み
深
か
っ
た
聖

天
子
蓼
、
驕
り
高
ぶ
っ
た
夏
の
桀
王
、
そ
し
て
藩
王
と
乱
を
な
し
た
昆
吾
と
の
千
年
後
の
評
価
の
違
い
を
あ
げ
て
、
「
そ

の
盈
虚
を
調
へ
て
、
自
ら
を
し
て
満
せ
し
め
ざ
る
は
、
能
く
久
し
く
す
る
所
以
な
り
」
と
学
ぶ
者
の
心
得
を
述
べ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
孔
子
家
語
』
藤
原
正
校
注
、
岩
波
文
庫
　
昭
人
・
十
）

　
孔
子
が
「
易
経
」
を
読
ん
で
嘆
い
た
の
は
、
自
分
自
身
に
執
着
し
て
自
然
損
益
の
外
側
世
界
を
無
視
し
、
自
ら
悲
劇
に
導
い
た
間

た
ち
の
無
知
だ
と
言
え
る
。
人
間
の
運
命
に
お
け
る
盈
と
虚
は
実
は
自
然
現
象
に
お
け
る
盈
と
虚
の
一
二
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

人
間
の
運
命
を
考
え
る
■
時
●
、
自
然
の
変
化
や
時
代
の
推
移
を
考
慮
に
入
れ
る
、
つ
ま
り
人
間
を
越
え
る
も
っ
と
大
き
な
運
命
の
下
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
島
敦
の
小
説
「
盈
虚
」
は
単
な
る
痴
劇
積
の
不
幸
な
半
生
を
描
く
た
め
に
書
か
れ

た
の
で
は
な
く
、
「
運
命
と
は
何
か
？
」
と
い
う
大
き
な
命
題
の
下
に
人
間
の
存
在
を
探
究
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
故

に
、
よ
り
中
島
敦
の
意
図
に
近
い
と
こ
ろ
の
「
満
ち
る
こ
と
と
欠
け
る
こ
と
」
と
い
う
題
目
「
盈
虚
」
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
面
上
順
が
惨
め
な
最
期
に
な
っ
た
の
は
彼
の
性
格
が
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
最
初
、
‘
制
．
雁
ぼ
南
子

殺
害
を
図
る
が
、
不
本
意
に
刺
客
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
失
敗
し
て
国
を
出
奔
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
何
年
の
月
日
を
送
っ
た
後
、
父

衛
候
の
死
に
伴
っ
て
、
轟
側
罎
の
子
輯
が
即
位
し
た
こ
と
を
聞
い
た
痴
聖
血
順
ば
「
直
ぐ
に
も
故
国
に
帰
っ
て
自
分
が
定
心
と
な
る
の
に
、

何
の
造
作
も
無
い
」
と
思
っ
て
帰
国
し
た
が
、
意
外
に
も
拒
ま
れ
て
戚
の
と
こ
ろ
で
十
三
年
間
送
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

「
こ
れ
は
謝
…
．
項
に
と
っ
て
自
ら
の
意
志
を
押
し
通
し
な
が
ら
思
い
が
け
な
い
最
初
の
二
つ
の
挫
折
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
な

性
格
、
心
理
や
態
度
へ
と
変
え
て
い
く
原
因
と
も
な
っ
た
。
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明
け
暮
れ
黄
河
の
水
ば
か
り
見
て
過
ご
し
た
十
年
余
り
の
中
に
、
気
ま
ぐ
れ
で
我
が
儘
だ
っ
た
白
面
の
貴
公
子
が
、
何
時
か
、

刻
薄
で
、
ひ
ね
く
れ
た
中
年
の
苦
労
人
に
成
り
上
っ
て
い
た
。

知
ら
ず
知
ら
ず
形
成
さ
れ
た
こ
の
ひ
ね
く
れ
た
性
格
が
一
画
履
を
憎
悪
と
貧
欲
と
の
暗
い
世
界
に
閉
じ
込
め
て
、
息
子
疾
へ
の
溺
愛
と

翻
鶏
へ
の
耽
溺
に
慰
め
を
求
め
る
こ
と
に
導
か
せ
た
。
こ
の
性
格
や
生
活
態
度
の
設
定
は
原
典
に
見
ら
れ
な
い
中
島
の
創
作
で
あ
る
。

中
島
は
こ
れ
ら
に
注
目
し
、
か
な
り
筆
を
費
や
し
た
の
で
あ
る
。

　
姉
の
伯
姫
や
渾
良
夫
と
共
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
断
行
し
て
即
位
し
た
翻
刷
賭
ハ
が
先
ず
行
お
う
と
し
た
の
は
「
外
交
の
調
整
で
も
内
治
で

も
な
い
。
」
そ
れ
は
「
空
費
さ
れ
た
己
の
過
去
に
対
す
る
補
償
」
で
、
或
い
は
「
過
去
へ
の
復
讐
」
で
あ
っ
た
。

不
遇
時
．
代
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
快
楽
は
、
今
や
性
急
に
且
つ
十
二
分
に
充
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
不
遇
時
代
に
惨
め
に
屈
し

て
い
た
自
尊
心
は
、
今
や
俄
に
傲
然
と
膨
れ
返
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
遇
時
代
に
己
を
虐
げ
た
者
に
は
極
刑
を
、
己
を
蔑
ん
だ

者
に
は
相
当
な
干
し
め
を
、
己
に
同
情
を
示
さ
な
か
っ
た
者
に
は
冷
避
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
…
衛
候
と
な
っ
て

か
ら
の
最
初
の
一
年
は
、
誠
に
慧
か
れ
た
様
な
復
讐
の
月
日
で
あ
っ
た
。
空
し
く
流
離
の
中
に
失
わ
れ
た
青
春
の
埋
合
せ
の

為
に
、
都
下
の
美
女
を
漁
っ
て
は
後
宮
．
に
納
れ
た
こ
と
は
附
加
え
る
ま
で
も
な
い
。
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長
年
に
わ
た
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
翻
諏
順
の
歪
ん
だ
性
格
は
即
位
後
、
あ
ら
わ
に
し
て
具
体
的
な
行
動
に
出
て
し
ま
っ
た
。
濱
川
勝

彦
は
こ
れ
を
刷
脂
夙
の
「
自
分
を
か
く
ま
で
翻
弄
し
、
虐
げ
た
『
運
命
』
へ
の
挑
戦
π
で
あ
る
。
」
」
（
注
5
）
と
言
う
が
、
　
一
連
の
復
讐

行
動
か
ら
見
れ
ば
、
劇
壁
心
は
た
だ
失
わ
れ
た
も
の
、
流
れ
去
っ
た
も
の
を
取
り
戻
す
た
め
に
「
今
」
と
い
う
時
点
の
現
実
か
ら
目
を



逸
ら
し
、
過
去
に
執
着
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
玉
詠
ど
な
っ
た
後
、
意
図
と
し
た
の
は
政
治
の
整
頓
で
は
な
く
、
補
償
、

復
讐
、
享
楽
だ
け
で
あ
っ
た
。
翫
制
瑠
鴨
は
も
は
や
運
命
に
立
ち
向
か
っ
て
戦
う
能
力
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
現
実
逃

避
の
行
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
運
命
へ
の
挑
戦
」
ど
こ
ろ
か
、
運
命
に
任
意
的
に
流
さ
れ
る
は
か
な
か
っ
た
。
㎞
側
庸
へ

の
「
現
実
逃
避
」
と
い
う
弱
点
は
さ
ら
に
息
子
疾
へ
の
溺
愛
と
岡
鶏
へ
の
耽
溺
に
現
さ
れ
た
。
ま
ず
、
太
子
疾
の
性
格
の
形
成
を
見

て
み
よ
う
。幼

時
か
ら
不
遇
の
地
位
に
あ
っ
て
人
の
心
の
裏
ば
か
り
を
覗
い
て
来
た
せ
い
か
、
年
に
似
合
わ
ぬ
無
気
味
な
刻
薄
さ
を
チ
ラ

リ
と
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
幼
時
の
溺
愛
の
結
果
が
、
子
の
不
遜
と
父
の
譲
歩
と
い
う
形
で
、
今
に
到
る
心
残
り
、
は
た
の
、

者
に
は
到
底
不
可
解
な
気
の
弱
さ
を
、
父
は
此
の
子
の
前
に
だ
け
示
す
の
で
あ
る
。
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疾
の
無
気
味
で
刻
薄
な
性
格
は
完
全
に
謝
油
膜
の
溺
愛
か
ら
生
ま
れ
た
。
起
因
は
』
剛
脂
n
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
謝
煙
嵐
は
か
え
っ
て
持
て

余
す
ほ
ど
冷
酷
非
情
な
疾
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
軌
が
出
奔
に
際
し
持
ち
去
っ
た
累
代
の
国
の
宝
器
を
取
り
戻
す
た
め
、
荘
公
£
測
瞳

は
渾
良
夫
と
密
談
し
た
。
だ
が
、
そ
の
輯
を
呼
び
戻
す
と
い
う
良
夫
の
提
案
は
密
偵
に
よ
っ
て
太
子
疾
の
耳
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

翌
朝
、
二
士
を
従
え
た
疾
は
太
子
と
し
て
の
位
置
を
保
証
す
る
こ
と
と
、
四
度
目
の
罪
が
あ
る
場
合
に
渾
良
夫
を
殺
す
こ
と
を
以
て

荘
公
を
脅
か
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
た
だ
「
唯
々
と
し
て
『
諾
』
と
答
え
る
ほ
か
は
無
い
。
」
そ
し
て
、
荘
公
唯
一
の
二
二

渾
良
夫
は
疾
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
一
日
も
早
く
父
に
代
り
幽
い
が
為
」
晋
の
訪
問
要
請
に
対
し
て
猶
予
を
申
し
入
れ
る

荘
公
を
陥
っ
て
、
父
衛
候
の
返
辞
は
単
な
る
い
い
の
が
れ
で
、
欺
さ
れ
ぬ
よ
う
に
、
と
晋
に
密
告
し
た
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
て
、
翻

蟷
順
と
疾
と
の
父
子
相
克
関
係
が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
最
後
の
反
乱
に
つ
い
て
中
藍
は
さ
ら
に
史
実
に
な
い
「
一
説
に
は



又
、
太
子
疾
の
共
謀
に
よ
る
の
だ
と
も
い
う
」
と
書
い
た
。
曲
州
鮨
ハ
は
息
子
疾
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
疾
の
性
格
の
形
成
は
中
島
の
特
に
着
目
し
た
創
作
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
歴
史
背
景
に
沿
っ
て
発
展
さ
せ
た
が
、
歴
史
事
件

以
外
の
人
物
描
写
は
明
ら
か
に
中
島
の
企
図
が
潜
ん
で
い
る
。
過
保
護
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
疾
の
性
格
は
翻
倒
順
の
放
縦
と
卑
怯
が
深

刻
に
な
る
に
つ
れ
て
益
々
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
。
｛
側
諸
2
疾
と
の
「
親
子
関
係
」
に
注
目
し
た

い
。
彼
ら
の
問
は
血
の
繋
が
り
で
結
び
付
け
ら
れ
た
、
一
種
の
倫
理
関
係
で
あ
る
。
即
ち
、
疾
は
道
芝
か
ら
出
て
き
た
存
在
で
あ
り
、

血
脚
悩
順
の
分
身
で
も
あ
る
。
疾
は
「
悪
」
の
集
約
で
あ
り
、
繍
興
譜
倶
の
内
に
存
在
し
て
い
る
「
悪
」
の
具
体
像
で
あ
る
。
現
実
逃
避
の

｛
冷
寒
へ
は
自
身
の
「
悪
」
に
直
面
で
き
な
い
か
ら
、
た
だ
怯
え
て
、
暫
く
の
耽
溺
に
よ
っ
て
自
分
を
麻
痺
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
故
に
、

最
後
の
な
り
ゆ
き
で
は
「
太
子
疾
の
反
乱
」
は
必
然
的
な
設
定
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
父
親
殺
し
と
い
う
よ
り
、
御
旙
唱
は
自
分
自
身
に

起
因
し
た
「
悪
」
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
島
敦
が
「
盈
虚
」
を
創
作
し
た
企
図
の
一
つ
で
あ
る
と
い

っ
て
い
い
。

　
も
う
一
2
側
孟
順
の
「
現
実
逃
避
」
と
い
う
心
理
表
現
は
圏
鶏
へ
の
耽
溺
に
あ
る
。
こ
れ
は
原
典
に
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
中
島
敦

は
素
材
を
他
に
仰
い
で
、
当
時
古
代
中
国
で
貴
族
の
間
に
流
行
っ
て
い
る
闘
鶏
遊
戯
を
函
那
積
の
生
活
態
度
に
当
て
は
め
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
注
6
）
。
「
圖
鶏
へ
の
耽
溺
」
と
い
う
揚
面
は
前
後
二
箇
所
あ
る
。
最
初
の
不
遇
時
代
に
、
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息
子
の
外
に
も
う
一
つ
、
彼
は
一
種
の
捨
鉢
な
情
熱
の
吐
け
口
を
團
鶏
戯
に
見
出
し
て
い
る
。

求
め
る
以
外
に
、
逞
し
い
雄
鶏
の
姿
へ
の
美
的
な
耽
溺
で
も
あ
る
。

射
倖
心
や
嗜
虐
性
の
満
足
を

次
に
、
渾
良
夫
が
殺
さ
れ
た
後
の
あ
る
夜
、
そ
の
渾
良
夫
が
出
て
く
る
妙
な
夢
を
見
た
荘
公
は
．
占
い
の
卦
に
よ
っ
て
残
年
の
短
さ
を



覚
悟
さ
せ
ら
れ
る
が
、
「
暗
い
予
言
の
実
現
す
る
前
に
少
し
で
も
多
く
の
快
楽
を
食
ろ
う
と
只
管
に
あ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
」

｝
時
忘
れ
ら
れ
て
い
た
翻
鶏
戯
へ
の
耽
溺
も
再
び
始
ま
っ
た
。
雌
伏
時
代
と
は
違
っ
て
、
今
度
こ
そ
思
い
切
り
派
手
に
此
の

罪
し
み
に
耽
る
こ
と
が
出
来
る
。
金
と
権
勢
と
に
か
し
て
国
内
外
か
ら
雄
鶏
の
優
れ
た
も
の
が
悉
く
集
め
ら
れ
た
。
殊
に
、

魯
の
一
貴
人
か
ら
黒
め
得
た
一
羽
の
如
き
、
羽
毛
は
金
の
如
く
距
は
鉄
の
如
く
、
高
瀬
昂
尾
ハ
誠
に
稀
に
見
る
逸
物
で
あ
る
。

後
宮
に
立
入
ら
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
、
望
洋
が
此
の
鶏
の
毛
を
立
て
翼
を
奮
う
状
を
見
な
い
日
は
無
か
っ
た
。

逆
境
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
塩
剃
雁
ハ
の
姿
は
．
生
き
生
き
と
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
呼
応
し
て
最
後
の
逃
亡
と
死
亡

の
場
面
に
翻
「
賭
め
執
着
心
が
一
層
際
立
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
戎
人
己
氏
の
妻
の
見
事
な
髪
を
根
本
か
ら
切
り
取
ら
せ
、
自
分
の
寵

姫
の
髪
を
作
ら
せ
た
事
件
を
前
提
と
し
て
、
石
圃
の
乱
を
逃
れ
て
戎
人
封
禅
の
庭
に
入
っ
た
荘
公
は
つ
い
に
殺
さ
れ
る
。
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（
前
略
）
諸
公
子
．
侍
臣
等
の
少
数
を
従
え
、
例
の
歯
冠
昂
尾
の
愛
鶏
を
自
ら
抱
い
て
公
は
後
門
を
調
え
る
。
（
中
略
）
気

が
付
い
て
見
る
と
、
公
は
ま
だ
鶏
を
し
っ
か
り
抱
い
て
い
る
。
先
程
か
ら
鳴
声
一
つ
立
て
な
い
の
は
、
疾
う
に
死
ん
で
了
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
捨
て
去
る
気
に
な
れ
ず
、
死
ん
だ
鶏
を
片
手
に
、
葡
っ
て
行
く
。
（
中
略
）
…
…
男
は
、

部
屋
の
隅
に
樽
っ
て
い
た
一
人
の
女
を
招
い
た
。
其
の
女
の
顔
を
薄
暗
い
灯
の
下
で
見
た
時
、
公
は
思
わ
ず
鶏
の
死
骸
を
取

り
落
と
し
、
殆
ど
倒
れ
よ
う
と
し
た
。
被
衣
を
以
て
頭
を
隠
し
た
其
の
女
こ
そ
は
、
紛
れ
も
な
く
、
公
の
寵
姫
の
髭
の
た
め

に
髪
を
奪
わ
れ
た
己
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。



　
危
機
の
さ
な
か
で
も
「
鶏
」
も
放
さ
な
い
’
椰
漕
順
は
惨
め
で
狂
気
に
近
い
。
自
ら
死
へ
一
歩
一
歩
確
実
に
近
づ
い
て
行
く
姿
は
読
者

に
不
気
味
に
思
わ
せ
る
。
「
鶏
」
こ
そ
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
ぬ
側
重
臣
は
自
分
で
自
分
を
滅
亡
の
道
へ
導
く
に
違
い
な
い
。

「
鶏
」
に
つ
い
て
、
張
梛
麗
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
注
7
）
。

中
島
の
象
徴
的
な
設
定
事
項
と
見
ら
れ
る
鶏
は
、
轟
心
奥
の
一
面
の
生
の
動
向
そ
の
も
の
を
表
象
す
る
か
の
よ
う
で
、
逃
走
の

混
乱
の
中
で
死
ん
だ
鶏
は
、
死
ん
だ
こ
と
を
知
ら
ず
に
抱
き
つ
つ
逃
げ
、
生
き
よ
う
と
足
掻
き
亡
い
に
は
己
が
運
命
の
袋
小

路
に
入
り
、
自
ら
の
業
に
よ
り
殺
さ
れ
果
て
る
ぬ
酬
諮
（
の
生
死
そ
の
も
の
を
示
す
か
に
も
見
え
る
。

　
一
国
の
君
主
て
あ
る
翻
川
雌
は
「
高
峰
昂
尾
」
の
鶏
の
如
く
、
死
骸
に
な
っ
て
地
面
に
落
ち
た
時
、
止
謝
意
み
命
も
終
わ
り
に
入
っ
た
。

鶏
を
謝
誼
順
の
生
死
の
表
象
と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
題
目
「
盈
虚
」
に
よ
く
符
合
し
、
翫
酬
漕
順
の
波
瀾
万
丈
の
｝
生
を
象
徴
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
中
島
が
特
に
筆
を
費
や
し
て
描
い
た
「
翻
鶏
へ
の
耽
溺
｝
と
い
う
場
面
は
こ
の
象
徴
だ
け
で
は
な
く
、
現

実
逃
避
の
別
世
界
で
、
即
ち
現
実
に
対
す
る
非
現
実
と
い
う
象
徴
で
も
あ
る
。
身
が
置
か
れ
る
状
況
が
悪
化
す
る
ほ
ど
、
謝
貼
順
は
も

っ
と
快
楽
を
貧
り
、
翻
鶏
に
耽
溺
し
て
し
ま
う
。
現
実
に
直
面
で
き
な
い
ぬ
側
頭
に
と
っ
て
、
非
現
実
へ
の
逃
避
は
唯
一
の
生
き
る
道

で
あ
る
。
鶏
が
死
骸
に
な
っ
て
地
面
に
落
ち
た
時
、
謝
珊
瑚
へ
の
非
現
実
世
界
も
幻
滅
し
、
死
な
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ぬ
市
単
の
死
は
彼
の
始
め
て
現
実
に
対
面
し
た
時
で
あ
る
。
あ
ま
り
悲
惨
か
つ
滑
稽
な
運
命
で
あ
る
が
、
　
一
切
の
原
因
は
彼
の
「
現
実

逃
避
」
と
い
う
心
理
・
態
度
に
帰
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
彼
は
既
成
現
実
に
対
し
て
認
識
・
反
省
す
る
勇
気
に
欠
け
て
い
る
し
、
放

縦
や
享
楽
に
よ
っ
て
安
定
を
は
か
る
だ
け
」
で
、
再
三
に
わ
た
っ
て
運
命
と
す
れ
違
い
、
個
人
の
上
に
存
在
す
る
超
越
者
に
さ
え
も
気

付
か
な
か
っ
た
。
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齢
諸
ぼ
ゆ
が
ん
だ
性
格
に
よ
っ
て
自
分
を
惨
め
な
運
命
に
導
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
事
件
は
因
果
関
係
で
運
命
の
必
然
や
偶
然
を
お

し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
で
は
結
果
か
ら
見
れ
ば
自
ず
か
ら
「
運
命
」
と
い
う
命
題
と
結
び
付
け
る
。
「
盈
虚
」

に
お
い
て
「
運
命
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
島
は
た
だ
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
像
を
描
く

た
め
に
「
盈
虚
」
を
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
古
俗
」
の
世
界
は
人
間
を
逃
れ
ら
れ
な
い
時
間
と
空
間
の
下
に
置
い
て
、
人
間

と
運
命
と
の
関
係
を
探
究
す
る
。
「
盈
虚
」
に
は
作
者
中
島
の
企
図
が
二
つ
あ
る
。
自
己
の
存
在
悪
（
息
子
を
象
徴
と
す
る
自
分
自

，
身
の
「
悪
」
）
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
と
、
・
現
実
と
協
調
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
盈
虚
』

で
は
運
命
が
最
終
に
「
悪
意
」
に
転
じ
た
の
は
、
人
間
を
弄
ぶ
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
人
間
自
身
に
あ
る
「
悪
」
に
直
面
で

き
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
外
側
に
存
在
す
6
力
と
協
調
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
謝
盛
順

は
わ
け
も
分
か
ら
ず
悲
運
に
踏
み
入
れ
た
の
で
は
く
、
予
言
の
夢
さ
え
無
視
し
て
自
ら
救
い
の
道
を
放
棄
し
た
わ
け
で
あ
る
。
中
島

は
「
盈
虚
」
で
人
問
の
上
に
存
在
す
る
超
越
者
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
こ
の
超
越
者
の
下
で
は
弱
い
人
間
は
一
刻
も
油
断
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
中
島
は
「
盈
虚
」
に
於
い
て
人
間
を
工
学
す
る
一
方
で
、
き
び
し
い
姿
勢
を
以
て
人
間
を
み
つ
め
る
の
で
あ
る
。
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二
、
自
意
識
へ
の
執
着
i
「
牛
人
」

　
「
牛
人
」
も
素
材
を
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
仰
い
で
創
作
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
魯
の
大
夫
・
叔
孫
豹
の
一
生
を
描
い
て
い
る
物
語

で
あ
る
が
、
「
盈
虚
」
と
違
っ
て
、
ほ
か
に
叔
孫
豹
と
係
わ
っ
て
い
る
記
事
が
削
ら
れ
、
主
に
竪
牛
に
ま
つ
わ
る
昭
公
四
年
の
記
事

に
集
約
．
し
て
、
ま
た
大
幅
に
加
筆
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
あ
ら
す
じ
を
見
て
み
よ
う
。
稲
孫
豹
が
若
か
っ
た
頃
」
乱
を

避
け
て
一
時
斉
に
逃
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
途
中
に
一
美
婦
と
出
会
っ
て
一
夜
を
共
に
し
て
か
ら
翌
朝
斉
に
入
っ
た
。
「
斉
で
大
夫
国
氏



の
娘
を
婆
っ
て
二
人
の
息
子
を
挙
げ
た
。
あ
る
夜
、
天
井
が
下
降
し
て
き
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
真
黒
な
牛
に
よ
く

似
た
男
が
手
を
さ
し
の
べ
て
支
え
て
く
れ
る
と
い
う
夢
を
見
た
。
数
年
後
、
先
に
帰
国
し
た
。
落
ち
着
い
て
大
夫
と
し
て
魯
の
朝
に

立
つ
に
及
ん
で
妻
子
を
呼
ぼ
う
と
し
た
が
、
妻
は
す
で
に
他
人
と
通
じ
て
い
た
。
結
局
、
二
人
の
息
．
子
だ
け
が
父
の
と
こ
ろ
へ
来
た
。

あ
る
朝
、
昔
、
契
っ
た
壷
焼
が
そ
の
時
に
で
き
た
息
子
を
連
れ
て
き
た
。
そ
の
息
子
（
後
、
竪
縞
と
呼
ば
れ
る
）
は
下
官
豹
が
ず
っ

と
探
し
て
い
た
夢
の
中
の
恩
人
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
で
、
叔
孫
豹
に
ひ
ど
く
可
愛
が
ら
れ
、
成
長
し
て
か
ら
は
家
政
…
切
を
切
り

回
す
よ
う
に
な
っ
た
。
魯
の
富
盛
が
死
ん
で
若
い
昭
公
の
代
と
な
る
頃
か
ら
、
叔
高
直
の
健
康
が
衰
え
は
じ
め
た
。
病
中
の
身
の
廻
．

り
の
世
話
か
ら
、
病
床
よ
り
の
命
令
の
伝
達
に
至
る
ま
で
、
　
一
切
が
竪
牛
［
人
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
頃
か

ら
竪
牛
は
だ
ん
だ
ん
下
心
を
表
し
て
、
加
齢
豹
の
長
子
孟
丙
を
殺
し
、
次
子
仲
任
を
斉
に
出
奔
さ
せ
た
。
福
船
豹
も
食
事
を
与
え
ら

れ
な
．
く
な
り
、
そ
し
て
前
と
同
様
な
夢
を
見
た
。
し
か
し
、
今
度
は
そ
の
益
男
は
黙
っ
て
立
ρ
た
ま
ま
に
や
り
と
笑
う
だ
け
で
あ
っ

た
。
三
日
の
後
、
叔
孫
豹
は
飢
え
て
死
ん
だ
。

　
「
為
人
」
の
構
成
は
簡
単
明
瞭
で
、
叔
孫
豹
の
前
後
二
つ
の
夢
の
問
に
物
語
の
筋
を
埋
め
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
夢

は
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
「
二
人
」
を
論
じ
る
際
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
叔
孫
豹
の
運
命
は
夢
か

ら
始
ま
り
、
ま
た
夢
に
終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
初
の
夢
で
は
、
原
典
の
「
夢
に
天
、
己
を
験
し
て
勝
へ
ず
。
顧
み
て
人
を
見
れ
ば
、

黒
く
し
て
上
呂
、
深
目
に
し
て
鍛
味
、
之
れ
を
亡
び
て
、
『
牛
、
余
を
助
け
よ
』
と
日
へ
ば
、
乃
ち
之
に
勝
つ
と
み
る
。
」
（
注
8
＞

と
い
う
簡
単
な
叙
述
を
、
中
島
敦
は
か
な
り
周
辺
の
雰
囲
気
を
広
げ
て
加
筆
し
た
。
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山
夜
、
夢
を
見
た
。
四
辺
の
空
気
が
重
苦
し
く
立
軍
め
不
吉
な
予
感
が
静
か
な
部
屋
の
中
を
領
し
て
い
る
。
突
然
、
音
も
無

く
室
の
天
井
が
下
降
し
始
め
る
。
極
め
て
徐
々
に
、
し
か
し
極
め
て
確
実
に
、
そ
れ
は
少
し
ず
つ
降
り
て
来
る
。
　
刻
毎
に



部
屋
の
空
気
が
濃
く
淀
み
、
呼
吸
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
逃
げ
よ
う
と
も
が
く
の
だ
が
、
身
体
は
寝
床
の
上
に
仰
向
い
た

儘
ど
う
し
て
も
動
け
な
い
。
見
え
る
筈
は
な
い
の
に
、
天
井
の
上
を
真
黒
な
天
が
磐
石
の
重
さ
で
押
し
つ
け
て
い
る
の
が
、

は
っ
き
り
判
る
。
愈
々
天
井
が
近
づ
き
、
堪
え
難
い
重
み
が
胸
を
圧
し
た
時
、
ふ
と
横
を
見
る
と
、
　
【
人
の
男
が
立
っ
て
い

る
。
恐
ろ
し
く
色
の
黒
い
値
倭
で
、
眼
が
深
く
凹
み
、
獣
の
様
に
突
出
た
口
を
し
て
い
る
。
全
体
が
、
真
黒
な
牛
に
良
く
似

た
感
じ
で
あ
る
。
牛
！
　
余
を
助
け
よ
、
と
思
わ
ず
救
を
求
め
る
と
其
の
黒
い
男
が
手
を
差
伸
べ
て
、
上
か
ら
の
し
掛
か
る

無
限
の
重
み
を
支
え
て
呉
れ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
方
の
手
で
胸
の
上
を
軽
く
撫
で
て
呉
れ
る
と
、
急
に
今
迄
の
圧
迫
感
が

失
っ
て
了
つ
た
。
あ
あ
、
良
か
っ
た
、
と
思
わ
ず
口
に
出
し
た
時
、
目
が
醒
め
た
。

の
し
か
か
っ
て
く
る
天
井
は
胸
を
圧
し
て
呼
吸
を
困
難
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
．
は
生
存
に
危
機
を
与
え
る
象
徴
と
い
っ
て
よ

い
。
命
に
係
わ
る
危
機
に
襲
わ
れ
る
も
の
が
思
わ
ず
誰
か
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
人
間
の
本
能
で
あ
ろ
う
。
「
宮
人
」
の
叔
回
心

は
横
に
立
っ
て
い
る
男
が
「
恐
ろ
し
く
色
の
黒
い
値
倭
で
、
眼
が
深
く
凹
み
、
獣
の
様
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
助
け
を
求
め

た
。
手
を
差
し
伸
べ
て
無
限
の
重
み
を
支
え
て
く
れ
る
「
恐
ろ
し
く
」
て
「
獣
の
様
」
な
人
は
正
に
救
済
者
で
あ
る
と
叔
孫
弟
は
思

い
込
む
。
そ
し
て
こ
の
夢
を
き
っ
か
け
と
し
て
面
素
豹
は
「
救
済
者
」
を
捜
し
求
め
ば
じ
め
る
。
次
に
牛
乳
と
会
っ
て
、
進
ん
で
無

限
の
信
頼
を
与
え
る
の
も
こ
の
夢
に
因
む
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
は
叔
孫
豹
に
と
っ
て
明
ら
か
に
一
種
の
予
言
で
あ
っ
た
。

　
物
語
の
結
末
部
に
第
一
の
夢
と
似
て
い
る
夢
が
現
れ
た
が
、
今
度
黒
い
泣
男
が
手
を
伸
べ
て
く
れ
ず
、
「
見
下
す
」
だ
け
で
あ
る
。
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寝
て
い
る
真
上
に
天
井
が
、
何
時
か
の
夢
の
時
と
同
じ
様
に
、
徐
々
に
下
降
を
始
め
る
。
ゆ
っ
く
り
と
、
併
し
確
実
に
、
上

か
ら
の
圧
迫
は
加
わ
る
。
逃
れ
よ
う
に
も
足
一
つ
動
か
せ
な
い
。
傍
を
見
る
と
黒
い
牛
額
が
立
っ
て
い
る
。
救
を
求
め
て
も
、



今
度
手
を
伸
べ
て
呉
れ
な
い
。
黙
っ
て
つ
ッ
立
っ
た
儘
に
や
り
と
笑
う
。
絶
望
的
な
哀
願
を
も
う
一
度
繰
返
す
と
、
急
に
、

撃
つ
た
よ
う
な
固
い
表
情
に
変
り
、
眉
一
つ
動
か
さ
ず
に
凝
乎
と
見
下
す
。
今
や
胸
の
真
上
に
蔽
い
か
ぶ
さ
っ
て
来
る
真
黒

な
重
み
に
、
最
後
の
悲
鳴
を
挙
げ
た
途
端
に
、
正
気
に
返
っ
た
。

　
第
二
の
夢
は
原
典
に
見
ら
れ
な
い
中
島
の
独
創
で
あ
る
。
同
じ
天
井
か
ら
加
わ
る
恐
ろ
し
い
圧
迫
と
い
う
夢
の
設
定
で
あ
る
が
、

「
救
済
者
」
で
あ
っ
た
輪
宝
は
一
変
し
て
「
加
害
者
」
に
な
る
。
前
の
夢
と
呼
応
す
る
こ
の
夢
は
，
謎
を
解
く
役
割
を
果
た
し
、
予
言

の
真
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
だ
が
、
や
っ
と
牛
男
の
真
相
を
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
叔
孫
豹
は
、
死
に
臨
ん
で
い
て
も
は
や

取
り
返
し
が
っ
か
な
い
。
夢
か
ら
覚
め
た
叔
孫
豹
は
恐
怖
に
陥
っ
た
。

…
（
中
略
）
傍
を
見
上
げ
る
と
、
．
こ
れ
は
夢
の
中
と
そ
っ
く
り
な
竪
牛
の
顔
が
、
人
間
離
れ
の
し
た
冷
酷
さ
を
湛
え
て
、
静

か
に
見
下
し
て
い
る
。
其
の
貌
は
最
早
人
間
で
は
な
く
、
真
黒
な
原
始
の
混
沌
に
根
を
生
や
し
た
　
個
の
物
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
四
二
は
骨
の
髄
ま
で
凍
る
思
い
が
し
た
。
己
を
殺
そ
う
と
す
る
一
人
の
男
に
対
す
る
恐
怖
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
世
界

の
き
び
し
い
悪
意
と
い
っ
た
様
な
も
の
へ
の
、
遜
っ
た
催
れ
に
近
い
。
最
早
先
刻
迄
の
怒
は
運
命
的
な
畏
怖
感
に
圧
倒
さ
れ

て
薫
っ
た
。
今
は
此
の
男
に
刃
向
お
う
と
す
る
気
力
も
失
せ
た
の
で
あ
る
。
／
／
三
日
の
後
、
魯
の
名
大
夫
、
叔
孫
豹
は
飢

え
て
死
ん
だ
。
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極
度
の
恐
れ
の
中
で
の
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
と
い
．
う
嘆
き
の
は
、
瓦
之
豹
が
自
分
に
は
い
っ
た
い
何
の
誤
り
が
あ
る
の
か
、

な
ぜ
そ
ル
な
目
に
遭
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
．
、
と
い
う
悟
る
こ
と
・
の
で
き
な
い
嘆
き
で
あ
る
。
　
一
人
の
人
間
で
あ
る
牛
男
は
こ
こ
に



解
体
さ
れ
て
、
叔
孫
豹
に
と
っ
て
抽
象
的
な
運
命
に
変
じ
て
、
し
か
も
．
「
悪
意
」
の
運
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。

よ
う
な
死
に
方
で
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
秋
元
誠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
9
）
。

な
ぜ
叔
孫
豹
は
そ
の

人
間
離
れ
た
、
黒
い
半
漁
は
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
「
悪
意
」
の
化
身
だ
っ
た
で
あ
り
、
第
一
の
夢
で
救
済
者
の
如
く
現
れ

た
の
は
、
実
は
叔
孫
に
し
ば
ら
く
の
猶
予
期
間
を
与
え
た
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
現
実
の
叔
孫
の
前
に
い

ず
れ
黒
い
牛
男
が
現
れ
る
と
い
う
予
言
で
あ
っ
た
。
昏
怠
と
し
て
は
、
黒
い
牛
男
を
「
己
の
運
命
の
す
べ
て
を
掌
中
に
し
て

い
る
恐
る
べ
き
存
在
」
と
し
て
夢
を
解
釈
す
べ
き
だ
っ
た
で
あ
る
。

　
叔
二
黒
の
誤
り
は
第
一
の
夢
を
受
け
取
り
間
違
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
盈
虚
」
に
現
れ
た

夢
は
明
ら
か
に
細
革
謄
へ
の
暗
い
結
末
を
予
言
し
て
く
れ
る
が
、
「
二
人
」
に
現
れ
た
夢
は
か
え
っ
て
救
済
者
の
出
現
を
予
告
し
た
か
の

如
く
、
叔
孫
豹
に
誤
っ
た
判
断
を
さ
せ
る
。
か
と
い
っ
て
も
、
土
蛮
を
救
済
者
と
思
．
い
込
ん
で
頼
り
に
す
る
決
定
．
は
無
難
豹
自
身
に

よ
る
の
で
あ
る
。
叔
孫
豹
は
自
分
の
運
命
へ
の
選
択
を
初
め
か
ら
誤
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
直
孫
豹
の
自
分
自
身
に
対
す
る
自

信
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
叔
孫
弟
の
誤
り
は
自
分
を
自
分
の
運
命
の
主
宰
者
だ
と
信
じ
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、

「
牛
人
」
の
夢
は
単
な
る
予
言
（
し
か
も
叔
孫
豹
を
誤
解
さ
せ
る
予
言
）
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
過
大
な
自
信
に
対
す
る
警
告
の

役
割
で
も
あ
る
。

　
次
は
叔
画
面
と
竪
牛
と
の
親
子
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
竪
牛
が
叔
孫
豹
を
餓
死
さ
せ
る
と
い
う
話
は
、
そ
の
出
典
は
『
韓
非
子
』

（
内
儲
落
馬
・
七
術
第
．
三
十
）
と
『
春
秋
左
封
伝
』
（
昭
公
四
年
）
と
と
も
に
見
ら
れ
る
。
『
韓
非
子
』
の
方
は
竪
牛
が
た
だ
の
家

臣
と
い
う
主
従
関
係
で
あ
る
が
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
方
は
親
子
関
係
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
中
島
敦
が
親
し
ん
で
い
た
『
韓
非
子
』
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を
排
し
て
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
準
じ
て
親
子
関
係
を
採
用
す
る
の
は
「
父
親
殺
し
」
と
い
う
点
に
中
島
な
り
の
意
図
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
違
っ
て
、
子
側
か
ら
の
叙
述
で
は
な
く
、
親

側
か
ら
物
語
を
発
展
す
る
ほ
か
に
、
母
親
に
近
づ
く
と
い
う
気
配
も
見
え
な
い
（
注
1
0
）
。

　
「
盈
虚
」
で
は
、
山
創
艶
麗
と
疾
と
の
親
子
関
係
は
緊
密
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
息
子
の
不
遜
と
父
の
譲
歩
は
消
長
を
呈
し
て
い
る
こ

れ
に
対
し
て
、
「
牛
人
」
で
は
竪
牛
は
息
子
と
し
て
深
く
信
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
夢
に
よ
っ
て
救
済
者
と
し
て
信
用
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
竪
牛
の
性
格
に
つ
い
て
の
描
写
も
伏
線
を
帯
び
た
述
べ
方
に
な
っ
て
い
る
。
竪
牛
は
「
何
時
も
陰
欝
な
顔
を
し
て
少
年
仲

間
の
戯
れ
に
も
加
わ
ら
ぬ
。
主
人
以
外
の
者
に
は
笑
顔
一
つ
見
せ
な
い
。
」

眼
の
凹
ん
だ
・
口
の
突
出
た
・
黒
い
顔
は
、
極
く
偶
に
笑
う
と
ひ
ど
く
滑
稽
な
愛
嬌
に
富
ん
だ
も
の
に
見
え
る
。
こ
ん
な
劇

軽
な
顔
付
の
男
に
悪
血
な
ど
出
来
そ
う
も
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
目
上
の
者
に
見
せ
る
の
は
此
の
顔
だ
。
仏
頂
面
を

し
て
考
え
込
む
時
の
顔
は
、
　
一
寸
人
間
離
れ
の
し
た
奇
怪
な
残
忍
さ
を
呈
す
る
。
傍
輩
の
誰
彼
が
恐
れ
る
の
は
此
の
顔
だ
。

意
識
し
な
い
で
も
自
然
に
此
の
二
つ
の
顔
の
使
い
分
け
が
出
来
る
ら
し
い
。
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面
孫
の
息
子
の
孟
丙
・
仲
壬
に
対
し
て
は
「
常
に
盤
惣
を
極
め
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
」
叔
孫
が
病
気
で
寝
つ
い
て
か
ら
、
　
一
切

を
竪
牛
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
後
、
竪
牛
の
孟
丙
・
仲
壬
に
対
す
る
態
度
は
「
愈
々
遜
っ
て
く
る
一
方
で
あ
る
。
」
こ
う
い
う
ふ

う
に
、
竪
牛
は
性
格
を
裏
に
潜
ま
せ
て
い
る
と
同
時
に
、
何
を
考
え
て
い
る
か
を
す
べ
て
表
に
出
さ
な
い
。
原
典
で
は
竪
牛
は
早
く

お
家
乗
っ
取
り
の
野
心
を
現
し
て
い
る
が
（
注
1
1
）
、
「
良
人
」
で
は
何
を
企
て
よ
う
と
す
る
か
が
分
か
ら
な
い
。
　
叔
孫
か
ら
の
信

任
を
得
る
に
及
ん
だ
後
、
曾
孫
が
病
床
に
寝
つ
い
て
動
け
な
い
時
を
利
用
し
て
、
竪
牛
は
悪
巧
み
を
振
る
い
は
じ
め
た
σ
二
．
人
の
息



子
を
離
反
さ
せ
る
こ
と
、
孟
丙
を
陥
れ
て
殺
す
こ
と
、
仲
壬
を
斉
に
出
奔
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
叔
孫
を
餓
死
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で

あ
る
。
好
計
を
実
現
す
る
に
つ
れ
て
、
竪
牛
は
「
唇
の
端
が
、
其
の
時
嘲
る
よ
う
に
歪
ん
だ
」
、
「
黙
っ
て
冷
笑
す
る
ば
か
り
」
、
「
会

体
の
知
れ
ぬ
笑
が
微
か
に
浮
か
ぶ
」
、
「
に
や
り
と
笑
う
」
と
い
ρ
た
無
気
味
を
感
じ
さ
せ
る
表
情
を
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中

島
は
竪
町
の
性
格
に
つ
い
て
、
直
接
に
言
葉
で
或
い
は
心
理
の
起
伏
を
描
く
の
で
は
な
く
、
表
情
や
行
動
を
通
し
て
描
く
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
叔
孫
の
性
格
に
つ
い
て
の
描
写
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
原
典
で
は
愛
孫
は
善
を
好
み
礼
を
尊
び
、
常
に
「
詩
経
」

の
一
節
を
利
用
し
て
応
答
し
た
り
、
仁
や
義
を
根
拠
と
し
て
も
の
ご
と
を
判
断
．
す
る
。
し
か
し
、
叔
孫
に
は
家
来
を
選
ぶ
こ
と
が
不

得
意
で
あ
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
と
も
な
死
に
方
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
予
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
生
ま
れ
た

時
に
、
将
来
飢
え
死
に
す
る
と
す
で
に
占
い
師
か
ら
告
げ
ら
れ
た
（
注
1
2
）
。
正
義
を
守
る
早
撃
の
死
に
方
は
政
治
上
の
因
果
関
係

が
あ
り
、
定
め
ら
れ
た
宿
命
も
あ
る
よ
う
に
原
典
に
は
見
え
る
。
「
牛
人
」
で
は
叔
孫
の
性
格
は
は
っ
き
り
表
さ
れ
て
い
な
い
。
中

島
は
原
典
に
あ
る
叔
孫
の
性
格
に
つ
い
て
の
描
写
を
特
に
書
き
換
え
る
こ
と
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。
無
性
格
の

叔
孫
を
「
牛
神
」
に
表
そ
う
と
す
る
創
作
意
図
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
叔
孫
の
よ
う
な
存
在
は
決
し
て
特
別
な
人
間

で
は
な
く
、
我
々
と
同
様
に
運
命
の
下
に
生
き
ざ
ま
を
見
せ
る
一
般
の
人
問
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
普
遍
化
さ
れ
た
叔
孫
と
謎
め
い
た
竪
牛
と
の
関
係
は
た
だ
美
婦
と
の
一
夜
の
契
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
叔

孫
は
「
す
っ
か
り
忘
れ
果
て
て
曇
っ
た
」
。
何
と
い
う
軽
い
過
去
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
四
十
が
悲
惨
な
運
命
に
達
す
る
顛

末
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
名
大
夫
叔
孫
と
一
美
婦
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
供
が
、
な
ぜ
「
獣
の
様
に
」
醜
い
の
か
。
秋
元
誠
が
指
摘

し
た
よ
う
に
「
そ
れ
は
、
叔
孫
の
血
の
中
の
最
も
悪
し
き
も
の
の
す
べ
て
が
竪
牛
に
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
注

13

ь
≠
ﾍ
野
牛
を
〔
そ
も
そ
も
天
の
悪
’
意
の
申
し
子
」
と
見
な
し
て
、
ま
さ
し
く
「
真
黒
な
原
始
の
混
沌
に
根
を
生
や
し
た
【
個
の

物
」
で
あ
り
、
「
世
．
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
「
叔
孫
の
存
在
そ
の
も
の
を
す
べ
て
滅
し
去
ろ
う
と
し
た
」
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の
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
「
盈
虚
」
に
お
け
る
謝
誼
順
と
疾
と
の
親
子
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
竪
牛
も
叔
孫
の
分
身
で
あ
り
、
「
雪

田
の
血
の
中
の
最
も
悪
し
き
も
の
の
す
べ
て
」
で
あ
る
。
「
盈
虚
」
で
は
明
ら
か
に
出
三
密
馬
は
自
ら
の
ひ
ね
く
れ
た
性
格
の
た
め
、
疾

の
横
暴
も
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
た
め
、
自
分
を
悲
運
に
導
い
た
。
「
盲
人
」
で
は
叔
孫
の
運
は
彼
自
身
の
性
格
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
直
接
に
叔
孫
か
ら
生
ま
れ
た
悪
を
代
表
す
る
竪
牛
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
分
自
身
に
起
因
す
る
悪
は
つ
と
に
生
み

出
さ
れ
、
常
に
我
々
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
襲
っ
て
く
る
。
要
す
る
に
、
叔
孫
は
自
己
の
悪
に
よ
っ
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
叔
孫
は
死
に
瀕
し
た
時
、
「
遜
っ
た
櫻
れ
」
を
持
っ
て
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
を
嘆
い
た
の

か
。
竪
牛
に
よ
っ
て
人
間
以
上
の
存
在
を
発
見
し
た
叔
孫
は
「
運
命
的
な
畏
怖
感
」
を
覚
え
な
が
ら
も
、
自
己
の
内
な
る
悪
に
視
線

を
向
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は
叔
孫
が
、
い
ま
だ
自
己
へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
竪
牛
は
叔
孫
の
存
在
悪
を
代
表
す
る
役
割
を
担
当
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
叔
孫
が
恐

れ
る
対
象
で
あ
る
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
を
代
表
す
る
役
割
が
竪
牛
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
盈
虚
」
と
同
じ
よ
う

に
、
「
牛
人
」
で
も
人
間
自
身
に
内
包
す
る
悪
を
描
く
と
同
時
に
、
人
間
の
上
に
存
在
す
る
も
の
を
も
提
出
し
た
。
即
ち
、
人
間
に

起
因
す
る
悪
は
常
に
人
間
自
身
で
も
掌
握
で
き
な
い
ほ
ど
拡
大
し
、
結
局
、
人
間
を
翻
弄
す
る
運
命
と
つ
な
が
る
よ
う
に
な
る
。
「

牛
人
」
で
は
さ
ら
に
こ
の
二
つ
命
題
は
野
牛
と
い
う
具
体
的
な
役
に
凝
縮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
叔
孫
は
人
間
の
上
に
存
在
す
る
も
の

を
気
付
い
た
け
れ
ど
も
、
自
己
の
悪
を
認
め
ず
に
死
ん
で
し
ま
う
。
叔
孫
に
と
っ
て
我
が
息
子
は
「
真
黒
な
原
始
の
混
沌
に
根
を
生

や
し
た
一
個
の
物
」
と
化
し
て
、
正
に
我
が
身
の
上
に
存
す
る
も
の
の
悪
い
意
志
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
叔
孫
の
認
識
の

局
限
で
あ
る
。
語
り
手
の
中
島
は
叔
孫
を
一
測
興
亡
よ
り
も
も
っ
と
き
び
し
い
状
況
に
置
い
た
が
、
叔
孫
の
認
識
を
越
え
て
人
間
と
運

命
の
関
係
を
見
通
す
。

　
常
に
外
界
と
の
協
調
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
あ
ま
り
に
も
き
び
し
い
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
人
間
の
最
大
の
弱
点
は
自
分
自
身
を
信
用
し
す
ぎ
る
点
で
あ
る
。
運
命
の
不
条
理
は
人
間
を
翻
弄
し
て
悪
境
地
に
陥
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
閉
的
な
人
間
が
行
か
ざ
る
を
え
な
い
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
を
越
え
る

も
の
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
れ
は
「
き
び
し
い
悪
意
」
に
止
ま
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
中
島
に
と
っ
て
「
古
俗
」

は
正
に
「
超
越
者
」
を
求
め
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
解
答
は
「
古
俗
」
で
は
ま
だ
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
中
島
の
運
命
に
対
す

る
認
識
が
早
く
も
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

【
注
】
．

　
（
注
1
）

　
（
注
2
）

木
村
瑞
夫
、
「
『
三
十
』
六
篇
説
再
考
」
、
「
日
本
近
代
文
学
」
第
三
十
九
集
、
昭
和
六
十
三
年
十
月

南
洋
か
ら
帰
っ
た
中
島
敦
の
ノ
ー
ト
（
昭
和
十
七
年
六
月
頃
）
に
は
小
説
「
盈
虚
」
の
題
目
を
考
慮
す
る
メ
モ
と
考
え

ら
れ
る
幾
つ
か
の
題
名
が
あ
っ
た
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
『
中
島
敦
全
集
』
筑
摩
書
房
、
細
砂
五
十
一
年
三
月
／

第
三
巻
三
六
五
頁
）

栄
辱
録

パ
ラ
オ
風
俗
抄

南
海
風
俗
抄

盈
虚

通
窟
記

村
田
秀
明
（
「
中
島
敦
『
盈
虚
』
成
立
考
」
）
に
よ
る
と
、
「
通
勢
至
」
の
出
典
と
し
て
は
、
『
春
秋
胃
管
伝
』
二
汲
公
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（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

十
六
年
」
の
謝
臆
n
関
係
の
記
事
が
考
え
ら
れ
る
。
哀
公
十
五
年
置
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
即
位
し
た
止
測
▲
環
が
牛
王
へ
使
者

を
送
り
君
位
継
承
を
報
告
さ
せ
た
内
容
に
、
遠
国
に
亡
命
し
た
こ
と
を
指
し
て
「
通
窟
」
と
呼
ん
で
い
る
語
が
見
え
る
。

（
こ
の
記
事
は
「
盈
虚
」
で
は
素
材
と
し
て
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
記
事
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
）
「
浦
窟
」

と
は
「
逃
れ
隠
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
暗
殺
に
失
敗
し
晋
に
逃
れ
た
三
年
間
、
新
衛
候
に
阻
止
さ
れ
て
戚
に
撤
退

し
た
十
三
年
間
の
亡
命
時
代
の
跳
測
』
盾
…
の
姿
を
指
し
て
い
る
。
原
題
は
最
後
に
悲
劇
的
な
生
涯
を
終
え
た
ぬ
側
一
熔
へ
の
後
半

生
を
含
め
な
い
題
名
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
「
盈
虚
」
と
な
っ
た
。

木
村
瑞
夫
、
「
中
島
敦
『
古
諌
・
古
俗
』
論
i
I
統
一
性
と
分
割
性
に
関
す
る
考
察
ー
ー
」
「
國
語
國
文
」
第
五
十

八
巻
第
九
号
（
六
六
一
号
）
（
京
都
大
学
文
学
部
）
、
平
成
元
年
九
月

村
田
秀
明
、
「
中
島
敦
『
盈
虚
』
成
立
考
」
、
「
国
語
国
文
学
研
究
」
第
三
十
号
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
）

平
成
六
年
一
二
月

中
島
敦
蔵
書
に
は
四
部
叢
刊
本
『
孔
子
家
鳴
』
三
冊
十
巻
が
あ
る
。
村
田
秀
明
は
四
部
叢
刊
本
を
底
本
と
し
た
岩
波
文

庫
『
孔
子
家
語
』
（
藤
原
正
校
注
　
昭
人
・
十
）
に
よ
っ
て
訓
読
文
を
引
用
し
た
。
こ
こ
で
は
こ
れ
に
準
じ
て
再
び
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

濱
川
勝
彦
、
「
『
古
画
』
か
ら
『
古
俗
』
へ
」
、
初
出
「
文
林
」
第
九
号
、
昭
和
五
十
年
三
月
、
単
行
本
『
中
島
敦
の
作

品
研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
一
年
九
月

『
荘
子
』
や
『
鱈
子
』
『
史
記
』
『
戦
国
策
』
な
ど
に
当
時
王
が
翻
鶏
用
の
鶏
を
飼
わ
し
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

濱
川
勝
彦
（
「
『
古
諄
』
か
ら
『
古
俗
』
へ
」
）
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
魯
の
季
氏
と
評
氏
と

の
執
念
、
怨
念
に
み
ち
た
翻
鶏
と
い
う
例
を
あ
げ
て
、
当
時
の
王
や
貴
族
の
生
活
を
み
れ
ば
、
「
盈
虚
」
に
出
て
い
る
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（
注
7
）

（
注
8
）

（
注
9
）

（
注
1
0
）

（
注
1
1
）

（
注
1
2
）

（
注
1
3
）

闘
鶏
の
場
面
が
あ
り
得
た
こ
と
と
言
っ
た
。
藤
原
恒
男
（
「
『
盈
虚
』
考
」
、
「
仁
愛
国
文
」
第
5
号
　
昭
和
六
十
二
年
、

一
二
月
）
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
見
ら
れ
な
い
二
二
へ
の
耽
溺
と
い
う
像
の
設
定
は
こ
の
物
語
の
テ
ー
マ
と
係
わ
っ
て

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。

張
梛
麗
、
「
中
島
敦
の
歴
史
小
説
ー
ー
『
盈
虚
』
I
i
」
、
「
學
苑
」
六
六
五
号
、
平
成
七
年
五
月

竹
内
照
夫
、
、
全
釈
漢
文
大
系
第
六
巻
『
春
秋
左
氏
伝
』
下
、
九
十
二
頁
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
三
十
日

秋
元
誠
、
「
『
古
俗
』
考
l
I
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
一
－
」
、
「
富
山
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
」
第
二
十
九
巻

平
成
九
年
三
月

越
智
良
二
の
指
摘
．
（
「
『
牛
人
』
の
基
底
」
、
「
国
語
国
文
論
集
」
第
九
号
　
昭
和
五
十
五
年
三
月
）

西
谷
博
之
の
指
摘
。
（
「
中
島
敦
『
盈
虚
』
と
『
牛
人
』
の
世
界
」
、
「
比
較
文
学
」
第
二
十
号
、
昭
和
五
十
二
年
）

西
谷
博
之
の
指
摘
。
同
注
1
1
。

同
注
9
。
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