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一

は
じ
め
に

高
見
順
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」（
「
日
暦
」
昭
和
十
年

二
月
～
七
月
、
「
人
民
文
庫
」
昭
和
十
一
年
三
月
～
九
月
）
は
、
主
に
学
生
時
代
に

左
翼
運
動
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
小
関
、
篠
原
、
友
成
、
松
下
の
現
在
の

生
活
が
過
去
を
交
え
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
代
表
的
な
転
向
小
説
で
あ
る
こ
と
と
、
饒
舌
体
と
呼
ば
れ

る
文
体
を
は
じ
め
、
特
異
な
形
式
を
持
つ
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察

さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
後
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
作
中
に
頻
繁
に
登
場
す

る
「
筆
者
」
に
関
す
る
言
及
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
野
口

武
彦
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

作
者
は
時
に
「
筆
者
」
と
身
を
や
つ
し
つ
つ
、
視
点
を
等
分
に
配
分

す
る
。
篠
原
か
ら
眺
め
ら
れ
た
小
関
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
作
中
人
物

同
士
の
視
点
の
互
換
条
約
の
ご
と
き
も
の
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

「
読
者
」
か
ら
の
距
離
と
「
筆
者
」

た
ち
の
領
域

―
高
見
順
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
に
お
け
る

「
筆
者
」
の
饒
舌
、
論
評
、
沈
黙
に
つ
い
て

―

安

河

内

敬

太

Y
A

S
U

K
O

C
H

I
K

e
i

t
a

る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』

の
世
界
は
、
た
ん
な
る
描
写
を
越
え
出
た
も
う
一
つ
の
客
観
性
を
獲

得
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
(1)

た
だ
、
従
来
の
「
筆
者
」
へ
の
言
及
は
や
や
も
す
る
と
「
筆
者
」
の
視

点
に
関
す
る
議
論
に
傾
き
、
「
筆
者
」
が
直
接
登
場
す
る
場
面
そ
の
も
の

に
関
し
て
は
軽
視
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
篠
原
秀
征
は
「
筆
者
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
の
名
が
名
乗
ら
れ
て
登
場
す
る
場
合
の
「
筆
者
」
は
、
ひ
た
す
ら

筆
致
の
愚
鈍
さ
を
わ
び
る
場
合
、
あ
る
い
は
か
ぎ
り
な
く
伸
び
て
い

く
回
想
の
筆
を
物
語
の
現
在
に
引
き
戻
す
と
い
っ
た
、
時
間
を
司
る

役
割
を
担
う
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
「
筆
者
」
の
名
の
下
に
物
語

中
に
介
入
し
て
く
る
ケ
ー
ス
の
み
を
ど
こ
ま
で
見
て
い
っ
て
も
、
そ

の
言
動
に
は
小
説
に
お
け
る
装
飾
品
以
上
の
意
義
は
見
ら
れ
ず
、
そ

の
存
在
は
あ
く
ま
で
「
形
式
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。（
中
略
）
「
描

写
の
後
ろ
に
寝
て
い
ら
れ
な
い
」
作
者
は
名
乗
り
を
上
げ
て
作
中
登

場
し
て
く
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
の
文
の
な
か
に
も
登
場
し

て
く
る
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
「
筆
者
」
は
常
に
物
語
に
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
(2)

頻
繁
に
見
ら
れ
る
語
り
手
の
価
値
判
断
や
人
間
観
な
ど
、
「
筆
者
」
と

い
う
個
人
に
由
来
す
る
と
考
え
た
方
が
都
合
が
よ
い
語
り
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
筆
者
」
が
常
に
存
在
す
る
と
い
う
主
張
に
は
頷



か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
「
筆
者
」
の
登
場
そ
の
も
の

を
軽
視
し
て
よ
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
作
品
に
は
直
接
的

な
「
筆
者
」
の
登
場
を
重
視
す
る
に
足
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
筆

者
」
の
介
入
が
、
「
筆
者
」
と
「
読
者
」
の
関
係
性
を
暗
示
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
語
り
の
場
に
お
い
て
誰
が
誰
に
語
っ
て
お
り
、
両
者
の
関
係

は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
の

よ
う
な
姿
勢
で
語
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
決
定
づ
け
、
ひ
い
て
は
物
語

全
体
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
お
け
る

「
筆
者
」
の
登
場
は
、
そ
れ
が
頻
繁
に
「
読
者
」
へ
の
言
及
を
伴
う
が
た

め
に
、
作
品
の
語
り
の
場
に
関
す
る
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
現
に
、

後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
篠
原
秀
征
が
言
及
す
る
「
読
者
」
へ
の
謝
罪

や
回
想
の
筆
の
中
断
な
ど
は
、
「
筆
者
」
と
「
読
者
」
と
の
関
係
を
考
え

る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
主
に
「
筆
者
」
の
名
の
も
と
に
な
さ
れ
る
発
言
や

「
読
者
」
へ
の
呼
び
か
け
を
検
討
し
つ
つ
、
「
筆
者
」
と
、
彼
が
呼
び
か

け
る
架
空
の
読
み
手
「
読
者
」

と
の
関
係
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
、
そ

(3)

れ
が
語
り
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な

お
「
筆
者
」
の
直
接
的
な
登
場
に
言
及
す
る
論
に
つ
い
て
は
、
後
に
関
連

の
あ
る
と
こ
ろ
で
触
れ
た
い
。

二

転
向
者
的
な
語
り

こ
の
作
品
に
お
け
る
「
筆
者
」
と
「
読
者
」
と
の
関
係
は
、
第
一
節
の

以
下
の
箇
所
に
お
い
て
端
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

思
へ
ば
な
ん
と
し
た
愚
か
な
廻
り
道
を
筆
者
は
し
た
こ
と
で
あ
ら

う
。
筆
者
が
饒
舌
を
弄
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
人
公
た

る
小
関
健
児
は
迅
く
に
散
髪
を
お
へ
、
彼
の
所
謂
味
気
な
い
家
庭
へ

既
に
帰
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
読
者
に
は
甚
だ
申
訳
な
い
こ
と
な

が
ら
、こ
れ
と
い
ふ
の
も
ひ
た
す
ら
筆
者
の
魯
鈍
の
せ
ゐ
で
あ
る
が
、

理
髪
店
に
は
い
り
な
や
ん
で
ゐ
る
小
関
の
稍
常
規
を
逸
し
て
ゐ
る
や

う
な
有
様
は
、
こ
れ
は
決
し
て
彼
の
肉
体
的
異
状
に
帰
因
し
た
も
の

で
は
な
い
と
い
ふ
そ
の
一
言
に
、
以
上
の
饒
舌
は
要
約
す
れ
ば
で
き

る
と
こ
ろ
を
、
つ
い
ク
ダ
ク
ダ
と
説
明
の
筆
が
の
び
て
了
つ
た
の
で

あ
る
。
(4)

こ
こ
で
「
筆
者
」
は
「
読
者
」
に
対
し
て
へ
り
く
だ
り
、
自
身
の
語
り

方
を
詫
び
る
。
こ
の
「
読
者
」
に
対
す
る
卑
屈
さ
は
後
の
箇
所
で
も
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
「
筆
者
」
は
登
場
人
物
に
対
し
て
は
多
く

の
場
合
辛
辣
な
批
評
を
行
う
。
即
ち
、
こ
の
作
品
に
は
「
読
者
」
、「
筆
者
」
、

登
場
人
物
と
い
う
、
「
読
者
」
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
る
と

言
え
る
。

そ
し
て
、
登
場
人
物
に
対
し
て
は
辛
辣
で
あ
る
「
筆
者
」
が
、「
読
者
」

の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
不
手
際
を
自
覚
、
あ
る
い

は
謝
罪
す
る
と
い
う
の
は
、
第
三
節
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
似
而

非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」（
あ
る
い
は
篠
原
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
「
実
行
力
の
な

い
反
省
野
郎
」）
に
「
筆
者
」
を
近
づ
け
て
い
る
。



世
に
は
か
う
い
ふ
人
物
が
ゐ
る
。

―
い
つ
だ
つ
て
自
分
は
実
行
力

が
な
い
癖
に
、
他
人
に
対
し
て
は
公
式
的
な
冷
淡
な
左
翼
的
批
判
を

下
す
の
が
常
で
、
あ
い
つ
は
堕
落
し
た
、
な
つ
ち
や
な
い
と
言
ひ
、

で
は
さ
う
い
ふ
御
本
人
は
ど
う
か
と
い
ふ
と
、
口
先
だ
け
の
何
も
し

な
い
似
而
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
（
後
略
）

ま
た
第
七
節
の
、
松
下
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
以
下
の
箇
所
も
、
ほ
ぼ

同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

彼
が
今
は
も
う
す
つ
か
り
駄
目
に
な
り
女
房
を
働
か
し
て
取
つ
た
金

で
放
縦
懶
惰
な
日
々
を
送
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
悪
評
を
聞
く
と
、
い
ま

ま
で
の
盲
目
的
な
感
情
を
丁
度
逆
に
し
た
程
度
の
、
独
り
合
点
の
軽

蔑
を
忽
ち
彼
の
上
に
浴
せ
た
。
さ
う
い
ふ
感
情
的
な
好
悪
の
う
ち
に

自
分
自
身
な
ん
に
も
し
な
い
癖
に
、
松
下
は
自
ら
を
左
翼
に
任
じ
て

よ
ろ
し
い
理
由
を
見
出
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
い
て
、
作
者
で
あ
る
高
見
順
が
転
向
者
で
あ
る
と
い
う

伝
記
的
事
実
と
は
別
に
、
語
り
方
に
お
い
て
転
向
者
で
あ
る
登
場
人
物
と

の
接
近
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
石
光
葆
が
登
場
人
物
の
生
活
に
代
表

さ
れ
る
「
く
ず
れ
た
内
容
」
と
、
そ
れ
を
描
く
「
く
ず
れ
」
た
文
体
と
い

う
観
点
か
ら
指
摘
し
て
い
る

。
し
か
し
石
光
の
指
摘
以
外
に
、
他
人
に

(5)

対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
取
る
、
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
た
行
動
を
取
っ
て
い

な
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
作
中
人
物
と
「
筆
者
」
と
の

類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
第
一
節
に
お
い
て
、
小
関
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
種
の
思
考
に
没

頭
す
る
あ
ま
り
目
の
前
の
現
実
を
忘
れ
る
が
、
先
に
引
い
た
第
一
節
の
「
筆

者
」
の
謝
罪
は
、
小
関
の
そ
う
い
っ
た
行
動
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。

も
は
や
立
派
に
神
経
衰
弱
だ
。
小
関
は
さ
う
力
み
返
つ
て
側
の
新
聞

紙
を
横
目
で
睨
ん
で
ゐ
る
と
、
豊
美
が
、
早
く
な
さ
ら
な
い
と
遅
刻

し
て
よ
と
肩
に
手
を
か
け
た
。
彼
は
黙
つ
て
立
ち
上
り
、
俺
は
病
気

だ
と
呟
い
た
が
、
茶
の
間
の
柱
時
計
に
眼
を
や
り
そ
の
長
針
が
す
で

に
十
五
分
過
ぎ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
さ
ア
大
変
と
飛
び
上
つ
て
叫

ん
だ
。

そ
し
て
彼
は
過
ぎ
去
つ
た
日
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
思
ひ
浮
べ
て
ゐ

る
う
ち
に
あ
る
事
を
不
意
に
思
ひ
出
し
眼
が
急
に
輝
い
て
来
て
、
さ

う
だ
、
俺
は
神
経
衰
弱
で
は
な
い
ぞ
と
言
つ
た
。
同
時
に
昼
休
み
の

時
間
が
既
に
過
ぎ
て
ゐ
る
の
に
気
付
き
、
土
手
の
砂
利
道
を
あ
た
ふ

た
と
駈
け
出
し
て
行
つ
た
。

さ
ら
に
以
下
の
記
述
も
「
筆
者
」
が
こ
の
あ
と
の
箇
所
で
脱
線
を
長
々

と
行
い
、
「
読
者
」
に
対
し
「
筆
者
の
魯
鈍
の
せ
ゐ
」
で
あ
る
と
い
う
自

己
卑
下
を
行
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
筆
者
」
の
性
質
を
書
い
た
も
の
と

し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

髪
が
蓬
々
に
な
る
迄
理
髪
店
に
行
か
ぬ
と
い
ふ
の
は
こ
れ
は
決
し
て



吝
嗇
の
為
で
は
な
く
、
何
事
に
よ
れ
不
精
な
性
質
の
ひ
と
つ
の
あ
ら

は
れ
に
過
ぎ
な
い
。
不
精
の
裏
に
、
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
神
経
質
が
く
つ

つ
い
て
ゐ
る
の
が
、
時
々
は
げ
し
い
自
己
嫌
悪
に
陥
ら
せ
る
程
の
始

末
の
悪
い
人
間
に
小
関
を
し
て
ゐ
た
。

以
上
の
よ
う
に
第
一
節
に
お
い
て
は
特
に
、
「
筆
者
」
の
語
り
と
登
場

人
物
の
行
動
と
の
間
に
類
似
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
節
で
「
読
者
」
に
謝
罪
す
る
「
筆
者
」
だ
が
、
同
様

の
脱
線
は
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
筆
者
」
は
そ
れ
ら

の
脱
線
は
意
図
的
に
行
っ
た
も
の
で
な
い
と
述
べ
る
。

扨
て
、
筆
者
は
思
は
ず
脱
線
を
し
て
了
つ
た
が
、
読
者
に
も
う
一
度
、

例
の
寮
生
の
食
堂
に
は
い
つ
て
戴
き
た
い
と
思
ふ
。（
傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

秩
序
立
て
て
と
い
ふ
約
束
に
も
拘
ら
ず
、
支
離
滅
裂
な
回
顧
と
成
つ

た
。
幸
ひ
筆
は
現
在
に
戻
つ
て
ゐ
る
故
、
こ
れ
で
打
切
り
次
節
に
移

ら
う
と
思
ふ
。

筆
者
が
思
は
ぬ
長
話
を
し
て
ゐ
た
間
に
、
新
橋
駅
で
前
田
芙
美
枝
を

待
つ
て
ゐ
た
篠
原
辰
也
は
既
に
彼
女
と
千
疋
屋
で
食
事
を
す
ま
し
、

銀
座
の
通
り
を
歩
い
て
ゐ
る
。
彼
女
は
前
に
も
書
い
た
が
、
そ
の
大

き
な
ク
リ
ッ
と
し
た
眼
を
実
に
活
潑
に
絶
え
間
な
く
動
か
す
割
に

は
、
そ
の
口
の
動
き
が
鈍
か
つ
た
か
ら
、
記
す
に
足
る
べ
き
会
話
が

篠
原
と
の
間
に
別
段
取
り
か
は
さ
れ
な
か
つ
た
の
は
幸
ひ
で
あ
つ

た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
で
は
無
意
識
に
脱
線
し
た
後
で

「
筆
者
」
が
そ
れ
に
気
付
い
て
弁
解
す
る
、
と
い
う
箇
所
が
複
数
見
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
な
脱
線
を
含
め
た
、
作
品
に
見
ら
れ
る
「
筆
者
」
の
饒
舌
に

つ
い
て
は
、
野
口
武
彦
が
転
向
体
験
と
関
連
づ
け
る
形
で
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

書
き
に
く
い
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
現
在
か
く
あ
る

自
己
の
あ
り
か
を
つ
き
と
め
る
た
め
に
も
、
む
し
ろ
書
き
た
い
。
そ

ん
な
主
題
の
内
奥
に
に
じ
り
寄
る
に
際
し
て
、
作
者
が
戦
術
的
に
採

用
し
た
ス
タ
イ
ル
は
饒
舌
体
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
話
が
核
心
に
達

す
る
の
を
避
け
る
か
の
よ
う
に
、
ぺ
ら
ぺ
ら
喋
り
ま
く
っ
て
い
わ
ば

一
種
の
遅
滞
行
動
に
出
る
。（
中
略
）
時
間
も
現
在
と
過
去
を
め
ま
ぐ

る
し
く
往
復
し
、
脱
線
ま
た
脱
線
を
く
り
か
え
す
の
で
あ
る
。
(6)

し
か
し
、
「
筆
者
」
が
無
意
識
の
う
ち
に
没
頭
し
て
し
ま
う
脱
線
が
過

去
の
話
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
現
在
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
を
考
慮
す
る
と
、
こ
こ
に
も
過
去
の
体
験
に
固
執
す
る
登
場
人
物

た
ち
と
の
類
似
性
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
三
節
に
見
ら
れ
る
、

以
下
の
よ
う
な
過
去
へ
と
遡
っ
て
い
く
ナ
ン
セ
ン
ス
と
も
言
え
る
語
り

も
、
「
筆
者
」
の
過
去
へ
の
志
向
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



―
飛
ん
で
も
な
い
、
僕
は
酒
に
は
も
て
る
け
ど
女
に
は
君
み
た
い

に
も
て
な
い
か
ら
な
と
い
ふ
声
は
正
し
く
橘
の
で
あ
つ
た
。（
中
略
）

ひ
よ
つ
と
す
る
と
橘
君
は
よ
そ
の
病
院
へ
こ
つ
そ
り
行
つ
て
ゐ
る
ん

ぢ
や
な
い
か
と
言
つ
た
の
に
対
し
、
飛
ん
で
も
な
い
云
々
の
前
述
の

応
答
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
話
に
成
つ
た
の
は
、
橘
の
友

人
で
あ
る
内
科
の
医
局
員
が
篠
原
の
前
に
、
橘
の
治
療
を
受
け
、
あ

れ
は
医
者
な
ん
だ
よ
と
い
ふ
橘
の
言
葉
が
き
つ
か
け
で
（
中
略
）
そ
し

て
前
述
の
会
話
へ
と
や
が
て
導
か
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
が
（
後
略
）

そ
し
て
、
第
一
節
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
過
去
へ
と
向
か
う
記
述
を
修

正
す
る
契
機
と
な
る
の
が
、「
読
者
」
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
構
図
は
今
、

あ
る
い
は
未
来
を
志
向
す
る
「
読
者
」
と
、
過
去
に
拘
泥
す
る
「
筆
者
」

と
い
う
対
比
を
作
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
興
味
深

い
の
は
第
三
節
の
以
下
の
箇
所
で
あ
る
。

扨
て
三
人
は
銀
座
の
不
二
屋
へ
は
い
つ
た
の
だ
が
、
そ
の
場
の
光
景

は
省
略
さ
せ
て
貰
ひ
た
い
。
何
故
な
ら
三
人
は
食
事
が
終
つ
て
そ
こ

を
出
る
と
、彼
等
の
所
謂
ア
の
字
の
ゐ
る
西
銀
座
の
酒
場
へ
行
つ
た
。

筆
者
も
亦
読
者
と
一
緒
に
一
刻
も
早
く
そ
こ
へ
行
き
た
い
衝
動
に
駆

ら
れ
、
メ
シ
を
食
つ
て
ゐ
る
無
風
流
な
場
面
な
ど
に
到
底
停
滞
し
て

ゐ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
読
者
」
の
未
来
へ
の
志
向
と
共
に
、
珍
し
く
「
筆
者
」
の
未

来
へ
の
志
向
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
直
後
、「
筆
者
」

は
不
二
屋
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
、
や
は
り
物
語
が
未
来
に
向
か
う
の

を
遅
延
さ
せ
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
筆
者
」
は
登
場
人
物
た
ち
と
同
じ
く
、
過
去
に
拘

泥
す
る
、
転
向
者
に
類
似
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
「
読
者
」
は
そ
れ

に
対
し
距
離
を
置
く
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
「
筆
者
」
―

登
場
人
物
〉
に
比
べ
、
〈
「
筆
者
」
―
「
読
者
」
〉
の
関
係
に
は
溝
が
あ
る

と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
溝
は
「
筆
者
」
の
語
り
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
。

三

「
筆
者
」
に
よ
る
人
物
へ
の
評
価

こ
の
作
品
で
は
、
登
場
人
物
に
対
す
る
語
り
手
の
評
価
が
露
骨
に
語
ら

れ
る
。
例
え
ば
平
野
謙
は
登
場
人
物
の
描
き
方
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
自
虐
的
過
ぎ
る
と
批
判
す
る
が
、
「
筆
者
」
に
よ
る
辛
辣
な
論
評
も
そ

の
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
の
主
要
な
登
場
人
物
は
、
小
関
に
し
て
も
篠

原
に
し
て
も
、
著
者
の
分
身
た
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
た
め

か
、
著
者
は
あ
ま
り
に
自
虐
的
に
描
き
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、
著
者
は
昭
和
初
年
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

運
動
の
本
流
を
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
ソ
ッ
と
し
て
お
い
て
、
そ
の
プ

ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
み
き
わ
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ど

う
せ
悪
い
の
は
お
れ
た
ち
だ
け
だ
よ
、
と
居
な
お
る
こ
と
で
、
か
え



っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
運
動
そ
の
も
の
を
む
か
し
の
ま
ま
絶
対
視
す
る

結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(7)

ま
た
、
篠
原
秀
征
は
第
三
節
に
お
け
る
小
関
と
篠
原
の
認
識
の
食
い
違

い
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
「
筆
者
」
の
「
読
み
の
方
向
性
を
決

定
づ
け
る
役
割
」
を
指
摘
す
る
。

そ
れ
ま
で
よ
そ
よ
そ
し
く
取
り
つ
く
島
も
な
か
っ
た
小
関
が
、
金
主

で
あ
る
篠
原
に
対
し
て
融
和
な
態
度
を
と
り
だ
し
た
こ
と
に
も
気
付

か
ず
、
篠
原
は
小
関
の
態
度
を
虚
無
感
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
見
方

を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
筆
者
」
は
こ
の
両
者
の
心
持
ち
の
ズ
レ

に
対
し
て
、
小
関
の
貧
乏
人
根
性
に
気
付
か
ず
、
虚
無
の
な
せ
る
技

と
し
て
自
分
に
結
び
付
け
て
考
え
る
の
を
、「
篠
原
の
自
己
合
理
化
」

で
あ
る
と
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
(8)

こ
の
よ
う
に
、
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
に
お
い
て
は
「
筆
者
」
が
積
極

的
に
人
物
に
対
す
る
論
評
を
行
っ
て
い
く
の
だ
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、

そ
の
論
評
は
た
だ
単
に
語
り
手
の
独
断
と
い
う
形
を
と
る
の
で
は
な
く
、

多
く
の
場
合
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
何
ら
か
の
具
体
的
な
事
実
が
伴
っ
て
お

り
、
「
筆
者
」
が
自
身
の
評
価
に
客
観
性
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
形

跡
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
以
下
の
箇
所
な
ど
で
あ
る
。

友
成
は
第
一
節
、
富
士
見
軒
の
く
だ
り
で
見
ら
る
る
ご
と
き
嗜
虐
的

傾
き
の
あ
る
青
年
で
、
他
人
が
左
と
い
へ
ば
自
分
は
右
と
我
を
張
ら

ね
ば
気
の
す
ま
な
い
ひ
ね
く
れ
た
そ
の
性
質
が
、
現
在
は
少
々
直
つ

た
が
（
後
略
）

し
か
し
新
奇
好
み
と
い
ふ
点
で
は
、
友
成
の
方
が
篠
原
よ
り
一
枚
上

手
で
あ
つ
た
。
話
が
前
後
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
、
友
成

が
ド
イ
ツ
女
の
マ
ル
タ
を
携
へ
て
彼
の
所
謂
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
つ

て
来
た
時
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
口
に
し
た
篠
原
に
彼
は
自
信
に

み
ち
た
語
気
で
か
う
言
つ
た
程
で
あ
る
。

母
を
ひ
き
と
る
こ
と
を
か
う
し
て
彼
女
は
な
ん
だ
か
ん
だ
で
い
ひ
そ

び
れ
て
し
ま
つ
た
が
、
そ
れ
に
は
彼
女
の
弱
さ
に
も
増
し
て
、
彼
女

の
夫
の
日
常
に
お
い
て
、
彼
女
の
意
向
な
ど
ち
つ
と
も
頭
に
入
れ
な

い
強
さ
が
大
き
な
理
由
で
あ
つ
た
。
且
彼
は
た
と
へ
彼
女
が
手
を
合

せ
て
頼
ん
だ
と
こ
ろ
で
到
底
う
ん
と
は
言
は
な
か
つ
た
だ
ら
う
。
さ

う
考
へ
る
こ
と
の
正
当
な
証
拠
と
し
て
、
彼
は
彼
女
が
そ
の
話
を
持

ち
か
け
て
き
た
時
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
理
由
を
ち
や
ん
と
胸
の
う
ち

に
用
意
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
（
後
略
）

こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
傍
線
部
が
、
「
筆
者
」
に
よ
る
評
価
の
、
一
種
の

例
証
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
客
観
性
を
成
り
立

た
せ
る
も
の
と
し
て
、
小
説
の
世
界
を
事
実
と
し
て
扱
う
「
筆
者
」
の
態

度
が
あ
る
。
野
口
は
「
筆
者
」
の
登
場
や
「
読
者
」
へ
の
呼
び
か
け
を
含

む
箇
所
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。



描
写
が
描
写
と
し
て
完
結
す
る
た
め
に
は
、
実
際
の
話
、
右
に
傍
線

し
て
示
し
た
文
章
は
不
必
要
な
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
文
学
を
は
じ

め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
が
、
い
か
に
こ
う
し
た
部
分

を
削
ぎ
落
す
こ
と
に
つ
と
め
て
き
た
か
は
、
い
ま
さ
ら
説
明
す
る
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
(9)

だ
が
、
物
語
の
中
で
「
筆
者
」
は
「
小
説
的
作
為
」
を
否
定
し
、
物
語

の
内
容
も
、
「
筆
者
」
と
は
独
立
に
存
在
す
る
世
界
を
「
筆
者
」
が
「
観

察
」
し
て
い
る
、
と
い
う
体
を
取
っ
て
い
る

。
つ
ま
り
、
た
と
え
「
筆

(10)

者
」
の
存
在
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
脅
か
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
「
筆
者
」
自

身
は
あ
く
ま
で
物
語
が
事
実
で
あ
り
、
「
筆
者
」
は
そ
の
世
界
を
観
察
し

て
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

さ
ら
に
観
察
者
と
し
て
の
「
筆
者
」
は
、
語
り
方
に
つ
い
て
「
読
者
」

に
謝
罪
す
る
い
さ
さ
か
頼
り
な
げ
な
態
度
と
は
対
照
的
に
、
登
場
人
物
を

観
察
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
幾
度
も
主
張
す

る
。

さ
う
い
ふ
い
ま
の
彼
女
、
即
ち
こ
の
節
の
初
め
の
部
分
を
読
ん
で
読

者
が
頭
の
中
に
描
か
れ
た
彼
女
と
、
そ
の
後
の
回
想
の
な
か
に
現
れ

た
彼
女
と
は
大
分
違
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
読
者
は
不
審
の
念
を
抱
か
れ

た
で
あ
ら
う
。
が
、
こ
れ
は
筆
者
の
誤
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
（
後
略
）

こ
れ
は
当
時
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
幾
星
霜
を
経
た
今
日
の
篠
原
や
友

成
が
、
往
日
の
俤
を
と
ど
め
ぬ
所
が
あ
つ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
は
筆
者

の
観
察
違
ひ
と
い
ふ
よ
り
、
彼
等
が
受
け
た
幾
多
の
変
転
に
そ
の
責

が
あ
る
だ
ら
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
例
証
と
し
て
の
事
実
と
、
そ
れ
に
対
す
る
誤
り
の
な

い
観
察
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
筆
者
」
は
自
分
の
評
価
に
正
当
性

を
付
与
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
物

語
は
事
実
で
あ
り
、
「
筆
者
」
か
ら
は
独
立
し
て
存
在
す
る
自
律
的
な
世

界
で
あ
る
と
い
う
装
い
が
、
「
筆
者
」
の
正
当
性
の
主
張
に
奉
仕
し
て
い

る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
装
い
は
「
読
者
」
の
納
得
を
得
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
「
筆
者
」
と
「
読
者
」
と
の
間
に
は
先
述
の
よ
う
に
溝
が

あ
り
、
そ
の
た
め
「
筆
者
」
と
の
無
条
件
の
共
感
を
期
待
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
故
に
「
筆
者
」
は
事
実
に
よ
っ
て
、
論
評
が
客
観
的
で
公
正
で

あ
る
こ
と
を
装
う

。
(11)

た
だ
、
両
者
の
溝
は
、
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
装
い
に
よ
っ
て
「
読
者
」

を
説
得
し
よ
う
と
い
う
「
筆
者
」
の
語
り
の
傾
向
の
み
な
ら
ず
、
論
評
か

ら
「
読
者
」
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
傾
向
を
も
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
が
、

次
に
そ
れ
を
見
て
み
た
い
。

四

排
除
さ
れ
る
「
読
者
」

関
谷
一
郎
は
「
筆
者
」
の
役
割
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
高
見

が
登
場
人
物
に
同
一
化
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る

。
(12)



「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
に
お
い
て
作
者
が
「
筆
者
」
と
い
う
視
座
を

登
場
人
物
の
葛
藤
か
ら
外
化
し
て
行
っ
た
の
は
、
高
見
自
身
ど
こ
ま

で
意
図
的
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
虚
構
意
識
を
自
由
に

解
き
放
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
「
筆
者
」
と
い
う
媒
介
物
が
作
品
に
顔

を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
高
見
順
の
「
私
」
は
制
御
さ
れ
、
「
私
」
の

経
験
は
外
在
化
さ
れ
た
「
筆
者
」
の
眼
に
よ
っ
て
戯
画
化
さ
れ
つ
つ
、

あ
く
ま
で
作
品
内
の
事
象
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
観
点
か
ら
第
五
節
の
「
君
の
そ
の
惨
め
な
後
姿
に
筆
者

の
胸
は
痛
み
、
君
の
姿
を
書
き
追
つ
て
行
く
こ
と
の
能
は
ぬ
程
で
あ
る
」

と
い
う
箇
所
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

小
関
の
苦
し
さ
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
客
観
化
し
つ
つ
戯
画
化
に
よ

っ
て
救
済
す
る
方
法
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
読
者
」
の
側
も
小
関
の
苦
痛
を
共
有
す
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
、
救
わ
れ
な
い
思
い
を
抱
か
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
作
品
と
し

て
望
ま
し
く
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
(13)

関
谷
の
批
判
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
と
し
て
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
寧
ろ
、
登
場
人
物
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
評
価

で
あ
れ
、
そ
れ
を
行
う
の
が
「
筆
者
」
で
あ
り
、
作
品
で
「
筆
者
」
が
想

定
し
何
度
も
呼
び
掛
け
る
「
読
者
」
は
、
そ
の
種
の
行
為
か
ら
は
排
除
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
程
も
引
用
し
た
「
筆
者
」
の
観
察
が
語
ら
れ
る
箇
所
で
あ

る
。

さ
う
い
ふ
い
ま
の
彼
女
、
即
ち
こ
の
節
の
初
め
の
部
分
を
読
ん
で
読

者
が
頭
の
中
に
描
か
れ
た
彼
女
と
、
そ
の
後
の
回
想
の
な
か
に
現
れ

た
彼
女
と
は
大
分
違
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
読
者
は
不
審
の
念
を
抱
か
れ

た
で
あ
ら
う
。
が
、
こ
れ
は
筆
者
の
誤
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
（
後
略
）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
読
者
」
は
「
筆
者
」

の
上
に
立
つ
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
箇
所
の
よ
う
に

「
読
者
」
の
目
が
「
筆
者
」
か
ら
登
場
人
物
に
向
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
は

登
場
人
物
の
人
格
へ
と
は
向
か
わ
ず
、
人
物
を
観
察
し
て
書
き
記
す
「
筆

者
」
の
領
分
へ
と
即
座
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
お
り
、
「
読
者
」
が
登
場
人
物

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
筆
者
」
に
対
す
る
規
範
と
し
て
し
か
機
能
し
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
読
者
」
が
登
場
人
物
の
評
価
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
箇

所
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
「
読
者
」
は
以
下
の
よ
う
に
「
筆
者
」
を

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
辛
う
じ
て
参
加
を
許
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
彼
か
ら
感
動
の
言
葉
を
矢
継
早
に
浴
び
せ
ら
れ
て
ヘ
ン
に
拗
ね

た
や
う
な
顔
を
小
関
が
見
せ
て
ゐ
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
場
合
の
多
く

の
他
の
友
人
の
や
う
に
、
チ
ェ
ッ
、
そ
ら
ぞ
ら
し
い
と
小
関
も
亦
反

撥
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
小
関
に
さ
う
し
た



強
気
の
欠
け
て
ゐ
る
事
は
読
者
の
既
に
知
ら
る
る
通
り
で
あ
る
。

さ
う
言
つ
て
来
る
と
、
篠
原
の
荒
ん
だ
生
活
だ
つ
て
、
虚
無
の
致
せ

る
業
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
な
ん
で
も
自
分
を
い
い
児
に
し
た
が
る
我

儘
な
篠
原
の
自
己
合
理
化
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
後
節
に
展
開
さ
れ

る
彼
の
情
痴
生
活
を
見
た
ら
、
読
者
も
さ
う
い
ふ
筆
者
に
賛
意
を
表

し
て
く
れ
る
に
相
違
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
登
場
人
物
に
対
す
る
「
筆
者
」
の
評
価
は
自
明
の
こ

と
で
あ
り
、
「
読
者
」
は
そ
れ
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
書
か

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
読
者
」
と
「
筆
者
」
の
見
解
が
相
違
す
る
以
下
の
よ
う
な

場
面
も
、
第
五
節
に
一
応
は
存
在
す
る
の
だ
が
、
幾
分
か
冗
談
め
か
し
た

物
言
い
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
筆
者
」
の
文
語
的
な
命
令
に
よ
っ
て
「
読

者
」
の
反
応
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
人
物
の
評
価
に
お
け
る

「
読
者
」
の
位
置
を
考
え
れ
ば
象
徴
的
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

僕
の
気
持
は
寧
ろ
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
近
い
。
読
者
よ
、
年
少
稚
気
の

言
葉
と
笑
ふ
勿
れ
。
す
な
は
ち
、
当
時
の
幼
い
風
潮
が
生
ん
だ
次
の

や
う
な
挿
話
も
笑
つ
て
了
へ
な
い
事
実
で
あ
つ
た
の
だ
。

こ
う
い
っ
た
人
物
に
対
す
る
評
価
を
、
「
筆
者
」
が
自
分
の
義
務
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
第
九
節
の
以
下
の
箇
所
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

読
者
よ
。
二
人
の
会
話
を
こ
こ
で
中
断
す
る
不
躾
を
筆
者
に
ゆ
る
さ

れ
度
い
。
筆
者
は
な
ん
と
も
胸
糞
が
わ
る
く
な
つ
て
、
も
は
や
こ
ん

な
忌
は
し
い
会
話
を
忠
実
に
書
き
と
め
る
苦
痛
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な

つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
脆
弱
な
筆
者
は
、
こ
の
男
女
の
い
づ
れ
か
を

正
し
い
と
し
、
ど
ち
ら
か
に
筆
誅
を
加
へ
よ
う
と
思
つ
て
も
、
哀
し

い
哉
、
そ
の
力
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
さ
れ
ば
徒
ら
に
息
苦
し
い
の
み

で
、
そ
れ
か
ら
の
が
れ
る
為
に
は
た
だ
筆
を
転
ず
る
以
外
に
せ
ん
す

べ
を
弁
へ
ぬ
の
で
あ
る
。
左
様
、
篠
原
に
是
非
を
き
い
て
見
よ
う
と

も
思
つ
た
が
、
篠
原
も
亦
苦
痛
に
噛
ま
れ
た
表
情
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
判
断
を
下
せ
な
い
「
筆
者
」
の
か
わ
り
が
篠
原
と

な
っ
て
お
り
、
評
価
を
下
す
と
い
う
要
請
が
「
読
者
」
へ
と
向
か
う
こ
と

は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、「
筆
者
」
や
登
場
人
物
か
ら
距
離
を
置
く
「
読

者
」
を
、
「
筆
者
」
は
登
場
人
物
へ
の
評
価
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
そ
れ

は
即
ち
、
そ
こ
に
「
筆
者
」
と
登
場
人
物
に
よ
る
排
他
的
な
集
団
が
構
築

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
た
だ
単
に
「
読
者
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
み
が
「
筆

者
」
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
作
中
で
「
読
者
」
に
対
す
る
呼

び
か
け
を
繰
り
返
す
必
要
が
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
「
筆
者
」
は
転
向

者
た
ち
の
物
語
を
「
読
者
」
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。
結
局

の
所
、
転
向
者
た
ち
の
物
語
は
読
ま
れ
た
い
、
し
か
し
転
向
者
た
ち
に
対

す
る
批
判
は
し
て
ほ
し
く
な
い
（
そ
れ
は
自
分
の
領
分
で
あ
る
）
、
と
い
う
の

が
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
筆
者
」
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
と
言



え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
「
筆
者
」
は
既
に
見
た
よ
う
に
、「
読
者
」
に
対
し
て
自

身
の
語
り
方
を
卑
下
し
て
見
せ
る
が
、
こ
れ
は
「
筆
者
」
を
転
向
者
に
接

近
さ
せ
る
と
い
う
先
述
の
効
果
以
外
に
、
登
場
人
物
の
批
判
に
加
わ
れ
な

い
「
読
者
」
を
、
作
品
に
引
き
込
む
た
め
の
補
償
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
筆
者
」
は
排
他
的
な
集
団
の
た
め
に
、
積
極
的

に
身
代
わ
り
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
そ
の
自
己

卑
下
は
、
「
読
者
」
を
巻
き
込
む
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
な
っ
て
い

る
。し

か
し
、
「
読
者
」
に
知
ら
せ
た
い
は
ず
の
転
向
者
た
ち
の
物
語
の
中

で
、
「
筆
者
」
は
転
向
体
験
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
最
後
ま
で
沈
黙
を
保

っ
て
い
る
。
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

五

転
向
の
メ
タ
フ
ァ
ー

た
だ
、
そ
の
前
に
転
向
小
説
に
転
向
体
験
が
描
か
れ
て
お
ら
ず

、
思

(14)

想
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
批
判
に
対
す
る
、
安
藤
宏
の
反
論
を
見
て

み
た
い
。
安
藤
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
私
小
説
的
な
転
向
小
説
の
中

に
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
転
向
体
験
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を

行
っ
て
い
る
。

「
転
向
」
と
い
う
の
は
そ
れ
が
明
快
な
説
明
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

結
局
は
後
か
ら
作
っ
た
結
果
論
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
結
果
論
、
明
快
さ
と
い
か
に
戦
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

お
そ
ら
く
「
文
学
」
の
問
題
が
始
ま
る
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
が
試
み

た
の
が
、
た
と
え
ば
夫
婦
関
係
の
亀
裂
を
メ
タ
フ
ァ
に
、
自
己
と
世

界
と
の
つ
な
が
り
の
危
機
を
表
現
し
て
い
く
迂
回
戦
術
な
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
、
妻
と
の
日
常
的
な
生
活
を
再
発
見
し
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
そ
の
も
の
が
、
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ぬ
運
動
自
体
の

偏
向
性
の
発
見
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
き
な
問

題
を
あ
え
て
小
さ
く
語
っ
て
い
く
戦
略
、
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

高
見
順
も
ま
た
、
こ
の
時
期
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』（
「
日
暦
」「
人

民
文
庫
」
昭

・

～
昭

・

）
と
い
う
転
向
小
説
を
書
い
て
い

10

2

11

9

る
。
冒
頭
は
ま
ず
、
主
人
公
が
散
髪
に
行
こ
う
と
す
る
が
恥
ず
か
し

く
て
行
け
な
い
、
と
い
う
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
長
い
間
髪
を

切
っ
て
い
な
い
こ
と
が
店
に
ば
れ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
散
髪
し
た

あ
と
周
囲
か
ら
冷
や
か
さ
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
、
と
い
っ
た
、
あ

ら
た
め
て
口
に
す
る
の
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う
な
卑
近
な
「
恥
」
の

感
覚
に
、
転
向
に
伴
う
内
面
の
苦
悩
、
同
志
を
裏
切
っ
た
罪
の
意
識

を
メ
タ
フ
ァ
と
し
て
託
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
(15)

こ
の
よ
う
に
、
安
藤
は
小
関
の
感
情
に
転
向
時
の
心
情
の
メ
タ
フ
ァ
ー

を
読
み
取
る
。

安
藤
の
こ
の
指
摘
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
の
感
覚
が
も
つ

役
割
を
考
え
れ
ば
、
納
得
で
き
る
部
分
は
あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
登

場
人
物
が
過
去
を
回
想
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
、
あ
る
言
葉
で
あ
っ

た
り
、
同
窓
生
と
の
邂
逅
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
そ
の
中
で
登
場
人
物
の



感
覚
も
ま
た
、
過
去
を
回
想
す
る
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
感
覚
が
過
去
と

現
在
を
つ
な
い
で
い
る
。

さ
き
に
あ
る
事
と
書
い
た
の
は
こ
の
い
や
な
追
憶
に
他
な
ら
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。
自
分
は
う
ま
い
と
食
べ
、
他
人
は
食
へ
な
い
と
言
ふ
。

し
か
し
そ
れ
が
な
ん
だ
ら
う
。
他
人
は
他
人
、
我
は
我
で
は
な
い
か
、

だ
の
に
、
そ
れ
に
対
し
て
ム
カ
ム
カ
す
る
と
い
ふ
の
は
、

―
こ
れ

は
神
経
衰
弱
の
た
め
だ
ら
う
か
。
も
し
さ
う
と
す
れ
ば
、
己
れ
は
八

年
ほ
ど
も
前
か
ら
神
経
衰
弱
で
あ
つ
た
訳
だ
が
、

―
ち
が
う
。
性

質
だ
。

今
ふ
と
小
学
生
の
彼
が
、
金
光
さ
ま
、
お
願
ひ
で
す
と
祈
つ
た
物
哀

れ
な
情
景
が
彼
の
頭
を
か
す
め
た
の
は
、
現
在
こ
そ
金
光
教
な
ど
信

じ
て
は
ゐ
な
い
け
れ
ど
矢
張
り
な
に
か
に
縋
り
祈
り
た
い
気
持
の
相

似
た
も
の
が
、
追
憶
の
断
片
を
呼
ん
だ
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

彼
が
わ
ざ
わ
ざ
橘
を
尋
ね
て
来
た
の
は
、
治
療
を
た
だ
で
し
て
も
ら

ふ
下
心
か
ら
で
あ
つ
た
故
に
、
彼
の
や
う
な
弱
気
の
若
者
に
は
、
さ

し
て
親
し
か
つ
た
仲
と
は
い
へ
ぬ
友
人
に
さ
う
し
た
申
出
を
敢
へ
て

す
る
事
は
、
神
よ
あ
あ
神
よ
と
い
つ
た
切
な
さ
で
あ
つ
た
。

ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
、
感
覚
は
異
な
る
場
所
に
い
る
異
な
る
人
物
を

結
び
つ
け
る
機
能
も
時
に
果
た
し
て
い
る
。

轟
轟
の
拍
手
が
捲
き
起
こ
す
昂
奮
の
渦
、
眼
に
は
見
え
な
い
そ
の
渦

が
、
小
関
の
眼
に
は
濛
々
た
る
砂
塵
の
や
う
な
、
形
を
取
つ
て
見
る

こ
と
が
で
き
、彼
は
ど
う
と
も
勝
手
に
し
ろ
と
酔
つ
た
如
き
感
覚
で
、

思
ひ
な
し
か
そ
の
足
も
蹣
跚
と
、
先
輩
の
待
つ
て
ゐ
る
入
口
の
方
へ

と
歩
ん
で
行
つ
た
。

酔
つ
て
ゐ
る
と
い
へ
ば

―
丁
度
そ
の
頃
、
篠
原
と
友
成
は
富
士

見
軒
で
ウ
オ
ッ
カ
を
飲
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。

故
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
感
覚
と
は
、
異
な
る
時
空
を
つ
な
ぐ
契
機
と

な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
で
あ
れ
ば
登
場
人
物
の

感
覚
を
、
過
去
に
あ
っ
た
は
ず
の
転
向
体
験
に
結
び
付
け
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
結
局
の
所
、
転

向
体
験
は
誰
も
が
わ
か
る
形
で
直
接
的
に
は
描
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の

た
め
、
転
向
体
験
に
つ
い
て
何
故
「
筆
者
」
は
沈
黙
し
て
い
る
の
か
、
と

い
う
作
品
内
レ
ベ
ル
で
の
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。

も
と
よ
り
、
「
筆
者
」
は
先
程
取
り
上
げ
た
脱
線
や
以
下
の
例
の
よ
う

に
、
語
り
す
ぎ
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

い
や
、
待
て
、
篠
原
と
こ
の
場
所
と
の
交
渉
は
ま
だ
ま
だ
伏
せ
て
置

く
の
が
、
小
説
の
作
法
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
ち
よ
つ
と
附
言
し
た
い

誘
惑
に
負
け
た
筆
者
を
ゆ
る
さ
れ
度
い
。

ま
た
、
「
筆
者
」
は
登
場
人
物
が
知
る
由
も
な
い
事
実
や
、
複
数
の
人
物

の
内
面
や
、
そ
の
人
物
の
意
識
さ
れ
な
い
内
面
な
ど
を
も
観
察
で
き
、
そ



れ
ら
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
「
筆
者
」
が
作
中
の
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
少
な
く
と
も
知
ら
な
い
と
主
張
す
る

こ
と
が
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
関
谷
が
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。

第
九
節
に
な
る
と
小
関
の
夢
の
中
ま
で
「
目
撃
」
し
て
し
ま
う
「
筆

者
」
が
、
第
五
節
の
場
面
で
は
見
て
い
な
か
っ
た
か
ら
書
け
な
い
、

と
自
己
を
限
定
付
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
神
出
か
つ
鬼
没

の
自
在
さ
で
あ
る
。
(16)

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
い
っ
た
「
筆
者
」
が
知
ら
な

い
と
主
張
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
筆
者
」
が
語
る
こ
と
が
出
来
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
語
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う

な
例
が
あ
る
。

便
所
の
隣
り
に
位
置
す
る
為
の
不
愉
快
さ
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
つ

て
ゐ
な
か
つ
た
。
よ
る
夜
中
、
ス
リ
ッ
パ
を
パ
タ
パ
タ
い
は
せ
て
駈

け
込
む
音
、
水
洗
便
所
の
ジ
ャ
ー
、
そ
れ
か
ら

―
（
余
り
尾
籠
に

わ
た
る
故
、
以
下
省
略
す
。
）

何
の
た
め
の
オ
リ
ー
ヴ
油
で
あ
る
か
は
、
今
は
既
に
妻
子
の
あ
る
松

下
の
名
誉
の
為
に
も
流
石
に
他
言
を
憚
ら
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
、

当
時
紅
顔
の
美
青
年
で
あ
つ
た
Ｓ

―
の
寝
室
で
、
そ
の
小
瓶
は
何

か
の
機
勢
で
わ
れ
た
ら
し
い
。

は

ず

み

筆
者
も
ど
う
や
ら
語
る
の
を
躊
躇
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
破
廉
恥
極
ま
る
こ

と
を
、
小
関
は
秋
子
に
対
し
て
行
つ
た
夢
を
見
た
の
で
あ
つ
て
（
後
略
）

そ
し
て
、
も
し
も
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
を
読
む
読
者
が
転
向
体
験
を

重
視
し
、
そ
の
結
果
そ
れ
が
敢
え
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
の

で
あ
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
は
、
敢
え
て
語
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点

で
転
向
体
験
と
の
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
転
向
体
験
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
扱
う

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
筆
者
」
に
と
っ
て
転
向
体
験
と
は
余
り
に

「
尾
籠
」
で
あ
り
、
「
他
言
を
憚
」
る
こ
と
で
あ
り
、
「
破
廉
恥
極
ま
る
」

出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
以
下
の
箇
所
は
、
「
筆
者
」
に
と
っ
て

転
向
体
験
が
あ
ま
り
に
も
「
惨
め
」
な
た
め
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

小
関
君
、
君
は
何
故
拒
ま
な
か
っ
た
の
だ
。
否
！

の
強
い
一
言
で
、

恐
ら
く
は
同
室
の
若
者
の
無
茶
を
充
分
封
ず
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ら
う
に
。
君
の
そ
の
惨
め
な
後
姿
に
筆
者
の
胸
は
痛
み
、
君
の
姿
を

書
き
追
つ
て
行
く
こ
と
の
能
は
ぬ
程
で
あ
る
の
に
、
自
然
は
恰
も
弱

肉
強
食
の
歌
で
も
こ
の
時
歌
ひ
は
じ
め
た
か
の
や
う
に
、
骨
を
刺
す

如
き
寒
風
で
廊
下
の
硝
子
窓
を
鳴
ら
し
出
し
、
そ
の
窓
の
硝
子
は
所

々
方
々
こ
は
れ
て
ゐ
る
の
が
多
い
か
ら
、
寒
風
は
遠
慮
な
く
君
の
皮

膚
に
噛
み
つ
く
始
末
で
あ
る
。



故
に
先
程
も
引
用
し
た
、
関
谷
が
「
小
関
の
苦
し
さ
を
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
客
観
化
し
つ
つ
戯
画
化
に
よ
っ
て
救
済
す
る
方
法
が
取
れ
な
く
な
っ

て
い
る
」
と
批
判
す
る
「
筆
者
」
の
高
見
へ
の
接
近
、
そ
し
て
小
関
へ
の

接
近
に
は
、
単
純
に
「
作
者
の
最
も
近
い
分
身
で
あ
る
小
関
に
対
す
る
「
苛

め
」
に
、
生
身
の
作
者
が
憤
り
気
持
を
動
揺
さ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
」
(17)

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
お
い
て
小
関
の
惨
め
さ
が
、
転
向
体
験
へ

と
つ
な
が
る
要
素
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
想
定
で
き
る

。
(18)

以
上
は
い
ず
れ
も
「
筆
者
」
の
沈
黙
に
説
明
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
「
筆
者
」
と
「
読
者
」
の
関
係
か
ら
そ
の

沈
黙
を
考
え
る
場
合
、
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
こ
れ
も
先
程
引
い
た

ア
パ
ー
ト
で
の
諍
い
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

読
者
よ
。
二
人
の
会
話
を
こ
こ
で
中
断
す
る
不
躾
を
筆
者
に
ゆ
る
さ

れ
度
い
。
筆
者
は
な
ん
と
も
胸
糞
が
わ
る
く
な
つ
て
、
も
は
や
こ
ん

な
忌
は
し
い
会
話
を
忠
実
に
書
き
と
め
る
苦
痛
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な

つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
脆
弱
な
筆
者
は
、
こ
の
男
女
の
い
づ
れ
か
を

正
し
い
と
し
、
ど
ち
ら
か
に
筆
誅
を
加
へ
よ
う
と
思
つ
て
も
、
哀
し

い
哉
、
そ
の
力
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。

す
な
わ
ち
「
筆
者
」
に
と
っ
て
、
転
向
と
は
「
な
ん
と
も
胸
糞
が
わ
る

く
な
」
る
よ
う
な
「
忌
は
し
い
」
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
い
づ
れ
か

を
正
し
い
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
理
非
の
判
断
を
つ
け
か
ね
る
出

来
事
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
自
身
で
そ
の
判
断
が
下
せ
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
読
者
」
を
人
物

へ
の
論
評
か
ら
排
除
し
、
自
身
で
独
占
す
る
「
筆
者
」
に
は
、
転
向
体
験

を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

六

終
わ
り
に

以
上
、「
筆
者
」
の
発
言
か
ら
「
読
者
」
と
の
関
係
を
探
っ
て
き
た
。「
筆

者
」
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
過
去
へ
の
拘
泥
に
よ
り
、
登
場
人
物
に
近
し
い

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
「
読
者
」
と
「
筆
者
」
と
の
間

に
は
あ
る
種
の
溝
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
「
筆
者
」
は
登
場
人
物
に
関
す

る
論
評
に
客
観
的
な
装
い
を
付
与
し
て
「
読
者
」
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
、

さ
ら
に
「
読
者
」
を
登
場
人
物
へ
の
論
評
か
ら
締
め
出
す
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
傾
向
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
筆
者
」
に
は
転
向
体
験
を
語
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、登
場
人
物
へ
の
論
評
に
加
わ
れ
な
い
「
読

者
」
へ
の
補
償
と
し
て
、
「
読
者
」
は
「
筆
者
」
の
語
り
方
に
対
す
る
規

範
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
語
り
方
に
お
い
て
は

意
図
せ
ざ
る
語
り
方
を
す
る
一
方
で
、
物
語
世
界
の
観
察
に
お
い
て
は
正

確
で
あ
る
（
と
主
張
す
る
）
「
筆
者
」
の
二
つ
の
面
が
出
来
上
が
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、「
読
者
」
に
対
す
る
「
筆
者
」

の
隔
意
が
、
転
向
体
験
の
沈
黙
と
「
筆
者
」
の
二
面
性
と
い
う
特
徴
の
要

因
と
な
っ
て
い
る
。
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
の
「
筆
者
」
は
「
読
者
」
を

強
く
意
識
し
、
そ
の
た
め
に
、
た
だ
単
に
「
筆
者
」
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ

た
に
過
ぎ
な
い
存
在
が
そ
の
語
り
方
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
言
え
る
。



勿
論
、
「
筆
者
」
に
お
け
る
登
場
人
物
に
対
す
る
あ
る
種
の
親
密
さ
も

「
読
者
」
へ
の
意
識
同
様
に
、
そ
の
語
り
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
こ
の
要
素
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
厳
密
に
言
え

ば
、
登
場
人
物
と
の
親
密
さ
と
「
読
者
」
と
の
疎
遠
さ
と
い
う
「
筆
者
」

の
立
ち
位
置
が
、
語
り
方
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
勿
論
、
は
っ
き
り
と
観
察
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
理

屈
の
上
で
は
こ
う
い
っ
た
、
書
き
手
と
読
み
手
と
登
場
人
物
の
三
者
が
取

り
結
ぶ
関
係
に
は
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
パ
タ
ー
ン
が
有
り
得
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ら
の
関
係
も
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
と
同
様
に
、
書
き
手
が
何

を
書
く
の
か
を
決
定
づ
け
、
そ
し
て
（
た
と
え
読
み
手
に
対
す
る
親
密
さ
が
見
ら

れ
る
場
合
に
お
い
て
も
）
そ
の
関
係
に
起
因
す
る
固
有
の
秘
密
を
作
り
上
げ

る
こ
と
に
な
る
。

※

旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

※

本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
春
季
大
会
（
平
成
二
十
六
年

七
月
六
日

於
山
口
大
学
）
に
お
け
る
発
表
に
加
筆
、
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
意
見
を
下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

【
注
記
】

野
口
武
彦
「
現
代
文
章
講
義
（
十
二
）
饒
舌
と
い
う
思
想

―
高
見
順
『
故
旧
忘

1
れ
得
べ
き
』

―
」（
「
日
本
語
学
」
四
―
八
号

昭
和
六
十
年
八
月
）

篠
原
秀
征
「
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
ノ
ー
ト
」（
「
中
央
大
学
大
学
院
論
究
（
文
学
研

2
究
科
篇
）」
三
一
―
一
号

平
成
十
一
年
三
月
）

本
稿
に
お
い
て
は
「
筆
者
」
を
作
中
に
登
場
す
る
虚
構
の
存
在
と
し
て
扱
う
が
、

3

鉤
括
弧
付
き
の
「
読
者
」
も
ま
た
、
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
の
「
筆
者
」
の
呼
び
か
け

の
中
に
の
み
存
在
す
る
架
空
の
読
み
手
で
あ
る
と
み
な
す
。
高
見
が
（
恐
ら
く
）
意

識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
日
暦
」
の
同
人
達
を
は
じ
め
と
す
る
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」

の
実
際
の
読
者
を
、
こ
の
「
読
者
」
に
代
入
す
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ

な
く
は
な
い
の
だ
が
、
高
見
の
「
処
女
作
と
出
世
作
」
（
「
月
刊
文
章
」
昭
和
十
三
年

二
月
）
の
以
下
箇
所
を
見
る
と
、
高
見
が
実
際
に
意
識
す
る
、
連
載
当
時
の
「
故
旧

忘
れ
得
べ
き
」
の
読
者
と
、
作
品
中
の
「
読
者
」
と
の
間
に
は
差
違
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
れ
（
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」

―
引
用
者
注
）
が
連
載
の
中
途
で
、
は
し
な

く
も
芥
川
賞
の
候
補
に
の
ぼ
り
、
私
の
出
世
作
と
い
ふ
こ
と
に
成
つ
た
。

―

候
補
に
な
つ
た
と
き
は
連
載
中
の
未
完
で
あ
つ
た
が
、
人
々
に
と
や
か
う
言
は

れ
出
す
と
、
何
か
照
れ
恥
か
し
く
な
つ
て
、
筆
が
続
か
な
く
な
つ
た
。
誰
も
見

て
な
い
と
こ
ろ
で
、
自
分
ひ
と
り
の
気
持
を
紛
ら
す
た
め
に
ヤ
ケ
な
声
を
出
し

て
コ
リ
ャ
コ
リ
ャ
と
ス
テ
テ
コ
踊
り
を
や
つ
て
ゐ
る
に
似
た
作
品
で
あ
つ
た
。

見
物
が
ま
は
り
を
取
巻
い
て
は
、
ち
よ
つ
と
ス
テ
テ
コ
踊
り
の
当
人
は
恰
好
が

つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
（
『
高
見
順
全
集

第
十
七
巻
』

勁
草
書
房

昭
和
四

十
八
年
五
月
）

こ
こ
で
高
見
は
連
載
中
の
、
読
者
へ
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
実

際
の
作
品
を
見
て
も
そ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
作
中
の
「
読
者
」
に
目
立
っ
た
影

響
を
与
え
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
寧
ろ
「
筆
者
」
が
「
読
者
」
を
強
く
意
識
す
る
と

い
う
点
で
は
、
作
品
の
方
が
、
芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
後
に
高
見
が
抱
く
こ
と
に
な

る
読
者
へ
の
意
識
を
先
取
り
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
読
者
」

の
虚
構
の
存
在
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
。

本
稿
に
お
け
る
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
の
引
用
は
『
高
見
順
全
集

第
一
巻
』
（
勁

4



草
書
房

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
に
よ
る
。

石
光
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

5

時
代
の
先
兵
た
る
べ
く
理
想
と
希
望
に
も
え
て
い
た
敏
感
な
若
者
た
ち
が
、
思

想
と
実
践
に
敗
れ
て
生
き
る
目
標
を
失
っ
て
か
ら
は
、
闇
の
中
に
低
迷
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
苦
し
ま
ぎ
れ
に
酒
や
女
に
親
し
ん
で
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
活
を

お
く
る

―
敗
北
、
頽
廃
の
く
ず
れ
た
内
容
を
、
小
説
形
式
か
ら
い
え
ば
く
ず

れ
た
饒
舌
体
で
支
離
滅
裂
に
描
き
あ
げ
た
こ
と
は
、
偶
然
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、

最
も
ふ
さ
わ
し
い
表
現
方
法
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
石
光
葆
『
高
見
順

人
と
作
品

』

清
水
書
院

昭
和
四
十
四
年
六
月
）

31

野
口
武
彦
「
現
代
文
章
講
義
（
十
三
）
饒
舌
と
い
う
思
想
（
続
）

―
高
見
順
『
故

6
旧
忘
れ
得
べ
き
』

―
」（
「
日
本
語
学
」
四
―
一
〇
号

昭
和
六
十
年
十
月
）

平
野
謙
「
解
説
」
（
『
高
見
順
文
学
全
集

第
一
巻
』

講
談
社

昭
和
三
十
九
年

7
十
二
月
）

同
前
掲
注

8

2

同
前
掲
注

9

1

こ
の
こ
と
に
関
し
、
篠
原
秀
征
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

10

『
故
旧
』
の
物
語
の
現
実
は
、
「
筆
者
」
が
眺
め
る
現
実
と
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
筆
者
」
は
物
語
の
現
実
を
司
る
「
神
」
と

し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。（
同
前
掲
注

）
2

付
け
加
え
れ
ば
こ
れ
は
第
十
節
に
お
け
る
沢
村
の
回
想
に
お
い
て
、
立
場
が
異
な
る

11
人
間
が
い
る
中
で
、
登
場
人
物
が
沢
村
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
的
な
印
象
を
具

体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
語
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

高
見
が
自
己
の
経
験
を
語
る
に
あ
た
り
、
「
筆
者
」
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い

12
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
磯
貝
英
夫
の
論
が
あ
る
。

あ
き
ら
か
に
、
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
は
、
近
代
小
説
以
前
の
戯
作
の
伝
統
の

上
に
立
っ
た
作
品
で
あ
る
。
作
者
が
直
接
顔
を
出
し
て
物
語
を
補
完
す
る
よ
う

な
形
式
も
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
の
普
遍
的
な
形
式
で
あ
る
。

磯
貝
は
こ
の
よ
う
な
指
摘
の
後
、
高
見
が
「
鬱
屈
し
、
分
裂
し
た
自
己
を
全
面
的

に
吐
き
だ
そ
う
と
」
す
る
上
で
の
「
心
理
的
抵
抗
」
を
和
ら
げ
る
た
め
に
導
入
し
た

方
法
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
う
。

だ
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
抵
抗
を
や
わ
ら
げ
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
設
け
ら
れ
た

の
が
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
、
戯
作
的
設
定
と
多
角
的
な
饒
舌
体
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
羞
恥
の
感
情
を
触
発
す
る
心
的
抑
圧
を
、
戯
画
化
と
自

己
分
裂
に
よ
っ
て
そ
ら
し
つ
つ
、
内
部
の
モ
ダ
モ
ダ
を
開
放
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。
（
磯
貝
英
夫
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
四

号

昭
和
四
十
一
年
五
月
））

関
谷
一
郎
「
高
見
順
素
稿
」（
「
現
代
文
学
」
三
三
号

昭
和
六
十
一
年
六
月
）

13

高
見
自
身
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
年
「
昭
和
文
学
盛
衰
史
」
（
「
文
学
界
」

14
昭
和
二
十
七
年
八
月
～
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
～
昭
和
三
十

二
年
十
二
月
）
の
「
転
向
に
つ
い
て
」
の
章
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ

と
に
な
る
。

転
向
文
学
が
転
向
の
過
程
や
転
向
後
の
思
想
傾
向
を
曖
昧
に
し
か
書
い
て
な
い

の
は
、
転
向
文
学
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
文
学
そ
の
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ

は
重
大
な
弱
点
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
、
そ
れ
で
は
駄
目
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
書
け
な
か
つ
た
の
だ
。
そ
れ
を
書
け
と
い
ふ
の
は
、
転
向
作
家
に
と
つ
て

単
な
る
文
学
批
評
と
い
ふ
以
上
に
拷
問
者
の
怒
声
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
つ
た
。

（『
高
見
順
全
集

第
十
五
巻
』

勁
草
書
房

昭
和
四
十
七
年
十
月
）

安
藤
宏
「
「
私
小
説
」
と
は
何
か
」
（
『
近
代
小
説
の
表
現
機
構
』

岩
波
書
店

平

15



成
二
十
四
年
三
月
）

同
前
掲
注

16

13

同
前
掲
注

17

13

つ
い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
場
面
は
小
関
が
篠
原
の
吐
瀉
物
を
片
付
け
る
よ
う
に
強

18
制
さ
れ
る
場
面
で
あ
り
、
嘔
吐
と
転
向
体
験
の
（
密
か
な
）
提
示
が
一
つ
の
場
面
で

行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
人
民
文
庫
」
に
連
載
が
再
開
さ
れ

た
際
、
高
見
が
ま
え
が
き
で
述
べ
た
以
下
の
箇
所
と
奇
妙
な
符
号
を
な
し
て
い
る
。

当
時
、
私
は
こ
れ
又
各
種
の
事
情
か
ら
も
の
ご
と
の
暗
い
方
に
ば
か
り
鼻
を
突

き
込
み
眼
を
注
ぐ
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
も
ぬ
け
ら
れ
な
か
つ
た
。
私
の
五
臓

六
腑
に
は
そ
の
為
、
汚
い
臭
い
奴
が
い
つ
ぱ
い
つ
ま
り
、
そ
の
ド
ロ
ド
ロ
し
た

眼
も
あ
て
ら
れ
な
い
奴
を
小
説
的
な
形
式
の
う
ち
に
思
ひ
き
り
吐
き
だ
し
て
く

れ
や
う
と
考
へ
た
。
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」
は
さ
う
し
た
な
ん
と
も
い
へ
な
い

ゲ
ロ
で
あ
つ
て
、
も
し
か
す
る
と
小
説
で
は
な
か
つ
た
。
（
「
解
題
」
（
『
高
見
順

全
集

第
一
巻
』
））

な
お
、
篠
原
の
嘔
吐
と
高
見
の
「
ゲ
ロ
」
と
い
う
言
葉
の
関
連
に
つ
い
て
は
既
に

百
瀬
久
が
指
摘
し
て
お
り
、
「
高
見
順
に
と
っ
て
転
向
と
は
「
吐
き
気
ば
か
り
で
出
る

も
の
の
な
い
苦
し
さ
」
と
し
て
消
化
器
系
の
生
理
的
感
覚
と
し
て
し
か
表
現
し
よ
う

が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
百
瀬
久
「
高
見
順
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
論

―

消
化
器
系
生
理
の
方
法

―
」
（
「
東
洋
」
四
三
―
二
号

平
成
十
八
年
五
月
））
と
述

べ
て
い
る
。

（
九
州
大
学
地
球
社
会
統
合
科
学
府
博
士
後
期
課
程
三
年
）


