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周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
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近
年
来
、
中
国
大
陸
の
周
作
人
文
学
研
究
は
単
な
る
感
情
的
批
判
か
ら
漸
く
科
学
的
分
析
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、

長
い
間
「
王
春
文
芸
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
周
作
人
文
学
の
再
評
価
問
題
が
多
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で

も
周
作
人
研
究
は
い
ま
だ
多
く
の
研
究
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
周
作
人
の
日
本
文
化
の
吸
収
と
彼
の
社
会
的
失
脚
と
に
関

す
る
研
究
は
従
来
意
識
的
に
避
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
で
も
彼
の
江
戸
俗
文
芸
の
受
容
に
関
し
て
は
、
周
作
人
の
日
本

受
容
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
周
作
人
は
晩
年
（
一
九
六
五
年
六
月
九
日
）
香
港
の
友
人
里
謡
明
あ
て
の
手
紙
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
が
日
本
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
の
中
で
、
最
も
顕
著
な
の
は
柄
井
川
柳
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
『
末
摘
花
』
四
篇
か
ら
は
極

　
　
め
て
深
い
影
響
を
受
け
た
。
で
も
私
は
明
確
に
話
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
知
る
人
が
い
な
い
。
私
の
秘
密
に
な
っ
た
。
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飽
耀
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し

　
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
中
日
両
国
の
周
作
人
研
究
で
誰
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
論
及
し
た
も
の
は
な
い
。
　
「
こ
れ
を
知
る
人
が

い
な
い
」
と
彼
自
身
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
こ
れ
は
「
秘
密
」
と
言
え
る
。
彼
の
こ
の
「
秘
密
」
の
開
示
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
は
彼
の
著
作
を
解
読
す
る
一
つ
の
鍵
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
鍵
を
使
っ
て
、
彼
の
作
品
世
界
の
扉
を
開
け
て
み

れ
ば
、
今
ま
で
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
多
く
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
の
文
学
の
大
き
な
特
徴
で

｛皿｝

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）



中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

あ
る
閑
適
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
好
事
家
）

そ
れ
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

趣
味
に
関
し
て
は
そ
の
根
源
を
す
べ
て
川
柳
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
論
は

二

　
川
柳
と
は
十
七
音
を
基
準
と
し
、
人
事
、
風
俗
、
世
相
な
ど
を
、
機
知
に
富
む
表
現
に
よ
っ
て
鋭
く
捉
え
た
生
霊
独
特
の
短
詩
型
文

学
で
あ
る
。
享
保
頃
か
ら
点
者
の
出
題
に
応
じ
た
万
句
合
（
ま
ん
く
あ
わ
せ
）
が
江
戸
で
盛
ん
と
な
り
、
そ
の
代
表
的
な
点
者
柄
井
川

柳
（
一
七
一
八
～
一
七
九
〇
）
か
ら
「
川
柳
」
の
名
称
が
生
ま
れ
た
。
周
作
人
が
手
紙
中
で
触
れ
た
柄
井
川
柳
は
こ
の
江
戸
川
柳
の
著

名
点
者
の
こ
と
で
、
　
『
末
摘
花
』
四
篇
は
先
の
万
句
合
の
中
か
ら
恋
句
、
好
色
句
、
狽
褻
の
句
を
集
め
た
句
集
で
あ
る
。
そ
し
て
周
作

人
自
身
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
日
本
の
文
芸
作
品
の
中
で
も
こ
の
川
柳
の
狽
褻
句
の
影
響
を
も
っ
と
も
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
周
作
人
は
な
ぜ
川
柳
に
興
味
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
関
心
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
彼
の
経
歴
を

追
い
な
が
ら
、
彼
が
川
柳
に
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　
周
作
人
の
川
柳
と
の
関
わ
り
の
発
端
は
彼
の
留
学
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
日
本
語
の
学
習
方
法
は
他
の
留
学
生
と

異
な
り
、
民
間
の
通
俗
文
学
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
自
然
な
口
語
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
当
時
周
作
人
の
住
ん
で
い
た
東
京
の
本
郷
西

片
町
に
は
そ
の
つ
き
あ
た
り
に
落
語
の
「
寄
席
」
鈴
木
亭
が
あ
り
、
暇
な
と
き
に
聞
き
に
行
く
に
は
と
て
も
便
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
通

俗
的
で
、
分
り
や
す
く
、
完
全
に
口
語
化
さ
れ
た
江
戸
俗
文
芸
の
一
つ
で
あ
る
「
落
語
」
は
周
作
人
に
と
っ
て
恰
好
の
日
本
語
の
教
材

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
軽
や
か
な
娯
楽
文
芸
か
ら
、
周
作
人
は
日
本
語
の
口
語
の
表
現
力
を
味
わ
い
、
世
間
人
情
の
中
か
ら
日
本
文

化
の
独
特
の
持
ち
味
を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
主
に
江
戸
市
井
風
俗
を
描
く
浮
世
絵
、
川
柳
に
も
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な

り
、
彼
の
「
関
於
日
本
画
家
」
に
は
、

　
　
私
に
は
給
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
浮
世
給
に
興
味
を
感
じ
た
の
は
理
由
が
以
下
の
い
く
つ
し
か
な
い
。

　
　
…
…
三
、
書
か
れ
た
の
は
市
井
風
俗
で
江
戸
生
活
の
一
部
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
書
本
で
あ
る
。
そ
の
時
私
も
力
を
い
れ
て

　
　
「
川
柳
」
を
護
ん
だ
も
の
だ
が
、
三
つ
目
の
理
由
と
關
係
が
深
い
。
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「
關
於
日
本
董
家
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
四
）

と
あ
る
。
そ
の
時
以
来
、
彼
は
外
国
人
に
と
っ
て
は
理
解
し
に
く
い
川
柳
を
熱
心
に
読
み
始
め
た
。
そ
し
て
川
柳
の
中
に
落
語
よ
り
一

層
濃
縮
し
た
日
本
文
化
特
有
の
持
ち
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
日
本
の
民
情
と
言
語
文

字
と
の
調
和
の
面
白
さ
を
、
彼
は
当
時
の
中
国
の
文
芸
に
は
欠
落
し
た
も
の
だ
と
考
え
、
さ
ら
に
積
極
的
に
江
戸
俗
文
芸
の
中
に
身
を

投
じ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
中
国
の
人
心
を
と
ら
え
て
い
る
に
せ
道
学
と
八
股
か
ら
、
中
国
元
来
の
調
和
し

た
面
白
さ
を
取
り
戻
し
た
い
と
切
実
に
願
う
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
で
の
留
学
を
終
え
た
周
作
人
は
留
学
中
に
得
た
知
識
を
い
か
し
て
、
中
国
文
壇
に
お
い
て
数
多
く
の
業
績
を
残
し
、
後
に
は
中

国
新
文
化
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
に
も
な
っ
た
。
彼
が
兄
魯
迅
と
一
緒
に
最
初
に
試
み
た
の
は
、
外
国
文
学
の
翻
訳
と
紹
介
に
よ
っ

て
、
中
国
伝
統
と
は
異
質
の
新
し
い
思
惟
方
式
と
新
文
法
、
新
語
彙
を
移
入
し
、
中
国
の
思
惟
、
言
語
の
不
精
密
さ
と
い
う
欠
点
を
補

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
周
作
人
ら
は
多
く
の
外
国
作
品
を
中
国
に
翻
訳
紹
介
し
た
。
彼
は
川
柳
に
つ
い
て
も
一
種
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
注
目
し
、
　
「
日
本
的
誠
刺
詩
」
中
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
直
訳
法
で
翻
訳
し
て
、
そ
の
「
趣
味
」
の
半
分
が
川
柳
詩
の
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形
式
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
も
こ
の
目
的
か
ら
来
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
二
五
年
北
京
大
学
に
東
方
文
学
系
が
成
立
し
、
周
作
人

は
日
本
文
学
専
攻
コ
ー
ス
の
指
導
の
中
心
と
な
っ
て
江
戸
時
代
の
小
説
に
つ
い
て
講
義
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
為
江
戸
の
文
芸
作
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品
を
読
む
機
会
は
更
に
増
え
て
い
っ
た
。
一
方
、
当
時
の
中
国
の
文
壇
は
何
と
言
っ
て
も
暗
く
非
常
に
沈
滞
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
周

作
人
も
ま
た
失
望
の
ど
ん
底
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
彼
を
し
て
再
び
日
本
の
川
柳
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
民
國
六
年
、
北
京
に
來
て
か
ら
こ
の
二
十
年
間
漁
っ
た
雑
書
の
中
で
一
部
分
は
日
本
に
正
す
る
も
の
で
、
た
い
て
い
は
墨
譜
、
俳

　
　
文
＼
雑
俳
、
特
に
川
柳
、
狂
歌
、
小
唄
、
俗
曲
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
、
小
話
す
な
わ
ち
落
語
な
ど
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
面
で
は
浮

　
　
世
給
、
大
津
檜
、
及
び
民
藝
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
皆
民
間
の
も
の
に
質
し
て
い
る
。
私
と
し
て
は
た
だ
あ
ま
り
難
し
く
な
い
も
の
と
、

　
　
ま
た
見
た
生
活
と
あ
る
い
は
互
い
に
新
た
な
ヒ
ン
ト
を
與
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
取
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
日
本
之
再
認
識
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
四
）

　
こ
の
間
、
彼
は
ま
た
川
柳
句
集
「
柳
樽
」
、
　
「
古
今
前
句
集
」
　
（
誹
風
柳
拾
遺
）
、
そ
の
ほ
か
「
新
川
柳
六
千
句
」
、
及
び
「
当
世
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
り

柳
樽
」
な
ど
の
川
柳
研
究
雑
誌
に
も
広
く
目
を
通
し
て
い
る
。

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）
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中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

　
一
九
二
五
年
、
周
作
人
は
川
柳
の
常
用
語
彙
「
芳
町
」
を
紹
介
す
る
文
章
を
書
い
て
、
そ
の
中
で
彼
と
同
時
代
の
古
川
柳
研
究
家
中

野
三
允
（
一
八
七
九
～
一
九
五
五
〉
の
古
字
柳
評
訳
『
情
本
意
』
、
阪
井
久
良
伎
（
一
八
六
九
～
一
九
四
五
）
、
宮
武
外
骨
（
一
八
六
七

～
一
九
五
五
）
、
及
び
外
骨
主
編
の
川
柳
研
究
月
刊
『
変
態
知
識
』
な
ど
、
明
治
の
川
柳
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
紹
介
文

を
見
れ
ば
、
周
作
人
は
川
柳
に
対
し
て
単
な
る
一
般
的
な
興
味
で
は
な
く
、
完
全
に
研
究
家
と
し
て
の
態
度
で
の
ぞ
み
、
深
く
日
本
の

川
柳
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
そ
の
川
柳
趣
味
と
同
じ
く
、
周
作
人
は
同
時
代
の
日
本
川
柳
研
究
家
宮
武
外
骨
に
十
二
分
の
愛

好
を
感
じ
て
い
た
。
彼
は
「
浄
観
」
の
中
に

　
　
外
骨
氏
の
著
作
の
中
で
、
例
え
ば
浮
世
維
や
川
柳
及
び
筆
禍
や
賭
博
や
私
刑
な
ど
の
風
俗
研
究
各
種
に
捌
し
て
は
み
ん
な
面
白
い

　
　
と
感
じ
た
。
と
り
わ
け
感
心
し
た
の
は
彼
の
狼
褻
趣
味
、
す
な
わ
ち
禮
教
に
封
ず
る
反
抗
態
度
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
浄
観
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
二
）

と
書
い
て
い
る
。
川
柳
の
中
で
狸
褻
さ
が
顕
著
な
の
は
『
末
摘
花
』
四
篇
で
あ
り
、
そ
の
『
末
摘
花
』
か
ら
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
て

い
た
と
周
作
人
自
身
が
言
っ
て
い
る
の
で
、
外
骨
に
対
す
る
興
味
と
川
柳
に
対
す
る
興
味
は
実
は
同
源
に
端
を
発
し
た
も
の
だ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
宮
武
外
骨
は
明
治
後
期
の
文
人
で
、
彼
の
反
道
学
的
な
狼
褻
趣
味
と
旺
盛
な
批
判
精
神
は
、
当
時
異
色
な
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
封
建
下
の
文
学
に
対
す
る
彼
独
特
の
批
判
方
法
で
あ
り
、
所
謂
輻
晦
の
精
神
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
周
作
人
は
そ
の

外
骨
の
輻
晦
精
神
に
心
を
魅
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
沈
諺
な
気
持
ち
を
慰
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
周
作
人
は
一
九
↓
九
年
に
「
日
本
の
詩
歌
」
、
一
九
二
三
年
に
「
日
本
の
謁
刺
詩
」
を
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
文
の

中
に
は
、
彼
の
川
柳
に
対
す
る
深
い
理
解
が
見
ら
れ
、
川
柳
の
詩
形
と
内
容
の
両
面
に
わ
た
る
非
常
に
要
領
よ
く
纏
め
ら
れ
た
川
柳
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
分
る
よ
う
に
、
周
作
人
は
日
本
留
学
時
代
に
川
柳
に
関
心
を
抱
き
、
そ
の
関
心
を
次
第
に
深
め
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
始
め
は
学
術
研
究
的
な
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
は
彼
の
文
学
全
体
に
深
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼

の
文
学
作
品
の
中
に
は
明
ら
か
に
そ
の
受
容
の
痕
跡
が
窺
え
る
。
特
に
彼
の
晩
年
に
作
ら
れ
た
数
多
く
の
戯
れ
歌
は
こ
の
種
の
川
柳
体

の
影
響
を
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
作
品
群
な
の
で
あ
る
。

｝
0
4

ユ
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三

　
川
柳
体
の
最
大
の
言
語
特
色
は
ユ
：
モ
ア
誠
刺
で
、
　
「
穿
ち
」
と
も
言
う
。
事
物
の
真
実
、
人
情
の
機
微
を
う
が
ち
、
人
間
の
弱
点

を
捉
え
、
人
生
や
社
会
の
欠
陥
、
世
態
の
裏
面
を
巧
妙
に
活
写
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
存
在
価
値
が
あ
る
。
古
川
柳
の
「
穿
ち
」
は
日
常

生
活
の
可
笑
し
み
を
暴
く
に
と
ど
ま
り
、
当
時
に
於
い
て
は
あ
ま
り
政
治
的
な
誠
刺
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
周
作
入
は

当
時
の
中
国
の
状
況
に
合
わ
せ
て
こ
の
川
柳
の
「
穿
ち
」
・
調
刺
法
を
利
用
し
て
、
巧
妙
に
自
分
の
政
治
時
評
文
に
活
か
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
川
柳
の
「
穿
ち
」
の
代
表
諸
寺
晶
を
具
体
的
に
挙
げ
て
周
作
人
の
活
用
し
た
例
と
比
較
し
て
み
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
役
人
の
子
は
に
ぎ
に
ぎ
を
能
く
畳
え
　
　
（
柳
多
留
・
初
）

　
　
役
人
の
ほ
ね
っ
ぽ
い
の
は
猪
牙
に
乗
せ
　
　
（
柳
多
留
・
十
七
）

　
　
な
き
な
き
も
よ
い
方
を
と
る
か
た
み
わ
け
（
柳
多
留
・
十
七
）
苦
苦
余
喘
地
、
還
検
取
好
的
、
一
分
壽
貨
。
　
　
　
（
周
作
人
訳
）

　
　
細
見
を
四
書
文
選
の
間
に
黒
み
　
　
　
　
（
柳
多
留
・
十
）
在
四
書
文
選
的
中
間
挾
著
讃
「
吉
原
」
的
細
見
。
　
　
　
（
黒
黒
）

　
上
掲
作
品
中
、
　
後
に
挙
げ
た
愚
息
は
周
作
人
の
中
国
語
訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
周
作
人
自
身
の
作
品
に
も
明
ら
か
に
こ

の
「
穿
ち
」
を
活
用
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
例
の
一
つ
に
、
一
九
二
七
年
前
後
に
中
国
に
進
出
し
た
日
本
文
化
の

愚
劣
な
一
面
を
顕
著
に
示
す
北
平
（
北
京
）
で
発
行
さ
れ
た
日
本
人
の
漢
字
新
聞
「
順
天
時
報
」
を
相
手
に
書
い
た
一
連
の
戦
闘
的
時

評
文
が
あ
る
。
　
「
裸
体
游
行
考
訂
」
は
そ
の
中
の
一
篇
で
あ
り
、
そ
の
暴
露
趣
味
は
川
柳
の
そ
れ
と
無
縁
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
武

漢
で
婦
人
の
裸
体
行
進
が
行
わ
れ
た
と
の
流
言
を
利
用
し
て
中
国
を
機
る
「
順
天
時
報
」
に
対
し
て
、
周
作
人
は
次
の
よ
う
な
反
撃
を

加
え
た
。
す
な
わ
ち
順
天
時
報
の
裸
体
行
進
に
対
す
る
「
実
に
中
国
を
除
い
て
は
世
界
人
類
に
か
つ
て
例
を
見
ざ
る
奇
観
で
あ
る
。
」

と
い
う
誠
刺
を
受
け
て
、
彼
は
即
座
に
日
本
の
そ
う
遠
く
な
い
過
去
に
あ
る
「
似
て
も
似
つ
か
ぬ
ほ
ど
で
は
な
い
一
種
の
特
別
な
る
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

業
ー
ヤ
レ
ッ
ケ
、
ソ
レ
ヅ
ケ
の
故
事
」
“
を
と
り
あ
げ
、
見
事
に
や
り
返
し
た
。
そ
の
文
章
の
末
尾
で
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
俗
に
曰
く
、
人
檬
の
ひ
げ
や
入
れ
歯
を
笑
う
の
は
七
十
八
十
に
な
っ
て
か
ら
に
し
ろ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
私
に
し
て
み
れ

　
　
ば
他
人
の
峡
鮎
を
暴
く
の
は
軍
記
の
と
こ
ろ
た
い
し
て
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
、
南
京
虫
が
い
る
の
は
お
互
い

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）

一
〇
5

ユ

　



中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

　
　
だ
、
だ
か
ら
こ
ち
ら
の
こ
と
は
言
え
ま
い
そ
、
な
ど
と
開
き
直
り
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
た
だ
傲
然
た
る
エ
直
道
學
の
假

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
け

　
　
面
を
め
く
っ
て
、
そ
の
『
論
語
』
の
下
に
『
金
集
梅
』
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
ま
で
だ
。
　
（
劉
三
聖
訳
に
よ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
裸
謹
游
行
考
訂
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
こ

　
相
手
の
逆
手
を
取
っ
て
、
相
手
の
論
法
を
も
っ
て
相
手
を
刺
す
、
甚
だ
辛
辣
な
手
方
で
あ
る
。
周
作
人
の
文
章
と
し
て
は
や
や
異
色

だ
が
、
　
『
論
語
』
と
『
金
早
梅
』
と
の
対
比
は
先
の
「
『
文
選
』
と
吉
原
の
細
見
」
を
思
わ
せ
、
ま
さ
に
「
穿
っ
た
」
表
現
で
あ
っ
た
。

　
川
柳
の
第
一
，
一
の
特
徴
は
人
や
も
の
ご
と
に
対
し
て
一
種
の
傍
観
者
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
「
死
」
や
「
哀
愁
」
と
い

う
感
情
に
対
す
る
平
淡
さ
と
軽
妙
さ
は
川
柳
全
体
に
共
通
し
た
特
徴
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
周
作
人
の
作
品
中
に
そ
の
影

響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
川
柳
の
作
品
が
あ
る
。

　
　
警
者
衆
は
辮
世
を
ほ
め
て
立
た
れ
た
り
　
　
（
柳
多
留
・
二
）
無
柳
頼
地
、
稻
讃
那
首
「
群
言
」
、
磐
生
写
起
身
來
。
　
　
（
周
訳
〉

　
　
だ
い
た
子
に
た
た
か
せ
て
見
る
ほ
れ
た
人
（
柳
多
留
・
初
）

　
　
夕
だ
ち
の
戸
は
い
ろ
い
ろ
に
た
て
て
見
る
く
柳
多
留
・
初
）

　
　
乳
貰
ひ
の
袖
に
つ
っ
ぱ
る
鰹
節
　
　
　
　
　
（
柳
多
留
・
初
）

　
こ
う
し
た
川
柳
は
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
「
哀
愁
」
を
誘
う
べ
き
貧
し
い
庶
民
生
活
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
｝
歩
距
離
を

お
き
、
さ
ら
り
と
詠
ん
で
、
読
者
の
笑
い
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。
一
句
目
は
周
作
人
の
川
柳
の
紹
介
文
か
ら
引
い
た
旬
で
あ
る
が
、
生

死
の
問
題
を
簡
潔
か
つ
軽
妙
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
周
作
人
の
作
品
に
も
こ
の
よ
う
な
作
品
が
多
く
あ
る
。
彼
の
感
情
と
文
字
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

る
処
理
の
上
に
は
、
十
分
な
冷
静
さ
と
機
知
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
若
子
的
病
」
、
　
「
若
子
的
死
」
と
い
っ
た
作
品
に

顕
著
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
ま
な
娘
若
子
の
病
気
と
死
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
子
の
不
幸
に
対
す
る
彼
の
胸
の
中
の
哀
し
み

は
誰
に
で
も
容
易
に
想
像
の
つ
く
こ
と
で
、
そ
れ
が
文
章
全
体
に
濡
れ
る
も
の
と
想
像
し
得
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
描
写
は
意

外
に
淡
泊
で
、
冷
静
で
あ
る
こ
と
に
読
者
は
驚
き
と
戸
惑
い
と
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
い

　
二
句
目
は
恋
愛
の
場
面
を
ち
ら
り
と
垣
間
見
る
態
度
で
描
か
れ
て
い
る
。
周
作
人
の
「
初
恋
」
と
い
う
作
品
に
こ
う
し
た
作
品
か
ら

の
影
響
が
見
え
て
い
る
。
彼
は
「
初
恋
」
の
中
で
彼
自
身
の
初
恋
の
気
持
ち
を
書
い
て
い
る
が
、
最
初
か
ら
終
り
ま
で
淡
々
と
し
た
言

葉
し
か
使
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
熱
烈
な
感
情
描
写
や
恋
人
が
死
ん
だ
後
の
悲
し
い
気
持
ち
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
文
字
に
し
な
か
っ
た
。

「
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ハ
む

　
三
句
目
と
四
句
目
は
貧
し
い
人
の
生
活
を
読
ん
だ
川
柳
句
で
あ
る
。
同
じ
く
周
作
人
の
「
一
個
郷
民
之
死
」
と
言
う
作
品
も
、
貧
し

い
人
の
生
活
を
こ
の
平
淡
な
手
法
で
書
い
て
い
る
。
周
作
人
の
文
章
は
完
全
に
傍
観
者
の
態
度
で
、
平
和
に
、
静
か
に
こ
の
郷
民
の
死

を
描
き
あ
げ
て
い
る
。
表
面
で
は
非
常
に
平
淡
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
に
は
や
は
り
こ
の
郷
民
の
悲
惨
な
不
幸
、
運
命
と

作
者
の
如
何
と
も
し
が
た
い
同
情
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
周
作
人
の
作
品
と
川
柳
句
の
双
方
を
見
比
べ
た
時
、
感
情
と
文
字
に

対
す
る
処
理
が
両
者
に
於
い
て
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
う
な
ず
け
よ
う
。

　
川
柳
の
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
特
徴
は
狼
褻
趣
味
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
中
で
も
っ
と
も
失
笑
を
誘
う
の
は
性
的
な
こ
と
で
、
当
然
川

柳
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
題
材
で
あ
る
。
川
柳
の
狼
皆
勤
は
末
番
組
（
川
柳
内
容
が
品
に
よ
っ
て
上
番
、
中
番
、
末
番
に
分
け
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
）
に
属
し
て
、
　
『
末
摘
花
』
四
篇
に
も
っ
と
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
下
女
の
尻
つ
め
れ
ば
ぬ
か
の
手
で
お
ど
し
（
末
摘
花
・
初
編
）

　
　
初
會
か
ら
中
結
を
解
く
こ
は
い
奴
　
　
　
　
（
末
摘
花
・
二
編
）

　
　
上
下
を
ぬ
ぐ
と
無
常
も
懸
に
な
り
　
　
　
（
末
摘
花
・
三
編
）

　
　
間
男
は
湯
屋
盗
人
の
よ
う
に
逃
げ
　
　
　
（
末
摘
花
・
四
編
）

　
こ
こ
に
挙
げ
た
川
柳
句
は
並
倉
の
句
と
言
え
る
が
、
周
作
人
の
狸
褻
趣
味
も
彼
の
作
品
の
中
に
隠
す
こ
と
な
く
明
ら
か
に
現
わ
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
自
ら
狽
褻
に
す
ぎ
る
『
末
摘
花
』
の
影
響
を
最
も
受
け
た
と
い
う
秘
密
を
友
人
に
話
し
た
こ
と
や
、
宮
武
外
骨
の

狼
褻
趣
味
に
も
っ
と
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
み
な
彼
の
正
信
趣
味
を
露
骨
に
表
わ
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
言
葉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
↓
九
一
八
年
二
月
一
日
『
北
京
大
学
日
刊
』
の
歌
謡
募
集
の
際
、
周
作
人
ら
は
「
学
術

の
上
で
は
猴
褻
鄙
俗
的
で
も
関
係
な
し
」
と
言
っ
て
、
狽
褻
歌
謡
の
研
究
価
値
を
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
二
五

年
十
月
十
二
日
『
語
綜
』
四
十
八
号
に
お
い
て
周
作
人
、
銭
玄
同
、
常
恵
ら
は
大
胆
に
も
三
人
署
名
の
「
猴
褻
歌
謡
」
募
集
広
告
を
出

し
た
。
ま
さ
に
北
京
大
学
教
授
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
行
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
際
の
行
動
に
も
そ
の
狼
褻
趣
味
が
見
え
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

周
作
人
自
身
は
こ
の
こ
と
を
封
建
礼
教
に
対
す
る
反
抗
態
度
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
九
四
七
年
に
書
か
れ
た
周
作
人
の
作
品
の
中
に
竹
枝
調
で
書
か
れ
た
「
児
童
雑
事
詩
」
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
竹
枝

詞
と
は
七
言
四
句
で
、
最
初
は
唐
の
劉
禺
錫
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ
の
後
、
お
も
に
風
俗
人
情
を
歌
い
、
少
し
嬉
遊
が
か
っ
た
も
の
へ

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）

一柳［



中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

と
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
枝
詞
に
関
し
て
周
作
人
は
「
北
京
的
風
俗
詩
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
そ
の
三
は
風
俗
人
情
を
主
と
す
る
も
の
。
こ
の
よ
う
な
竹
枝
詞
は
私
の
普
通
も
っ
と
も
好
き
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
多
く

　
　
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
よ
い
も
の
と
な
る
と
さ
ら
に
少
な
い
。
こ
れ
は
風
俗
詩
で
、
悪
習
や
飾
り
氣
な
し
に
平
明
に
す
ら
す

　
　
ら
と
書
き
述
べ
て
も
よ
い
詩
に
は
な
ら
な
い
し
、
無
理
に
典
故
を
持
っ
て
花
を
添
え
て
も
、
特
に
陳
腐
さ
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け

　
　
で
あ
る
。
残
っ
た
方
法
は
た
だ
滑
稽
味
を
加
え
る
こ
と
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
漫
豊
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
故
に
こ
の
類
の
竹
枝
詞

　
　
は
た
い
て
い
誠
刺
羽
だ
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
ば
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
苛
酷
な
儒
者
と
悪
い
本
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　

　
　
け
な
い
、
詣
誰
的
な
趣
を
そ
の
中
に
貫
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
で
こ
そ
辛
辣
に
な
り
、
ま
た
蜜
味
も
加
わ
る
の
で
あ
る
が
、
幾
念

　
　
な
こ
と
に
中
國
で
は
從
來
滑
稽
の
文
字
と
思
想
が
あ
ま
り
襲
達
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
漫
詩
の
成
果
は
漫
書
と
同
じ
よ
う
に
よ

　
　
く
な
い
が
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
北
京
的
風
俗
詩
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
五
）

　
周
作
人
は
川
柳
が
国
本
の
人
事
風
俗
詩
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
竹
枝
詞
は
中
国
の
風
俗
詩
だ
と
言
明
し
て
お
り
、
こ
の
引
用
文
の

後
の
一
段
で
は
明
ら
か
に
日
本
の
川
柳
を
モ
デ
ル
と
し
て
竹
枝
詞
と
比
較
し
、
中
国
の
竹
枝
詞
の
不
足
点
を
批
判
し
た
。
と
す
れ
ば
、

彼
の
書
い
た
児
童
雑
事
詩
は
ま
さ
に
そ
の
竹
枝
詞
の
不
足
点
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
川
柳
か
ら
栄
養
を
吸
収
し
て
書
か
れ
た
作
品
だ
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
具
体
的
な
作
品
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
類
似
点
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
か
み
な
り
を
ま
ね
て
腹
か
け
や
っ
と
さ
せ
　
　
（
柳
多
留
・
初
）
　
　
　
装
成
大
雷
、
好
容
易
給
穿
上
了
肚
兜
。
　
　
（
周
作
人
訳
）

　
　
男
の
子
は
だ
か
に
す
る
と
と
か
ま
ら
ず
　
　
　
（
柳
多
留
・
三
）

　
以
上
は
子
供
の
行
動
を
す
な
お
に
描
い
た
川
柳
の
句
で
あ
る
が
、
周
作
人
の
児
童
雑
事
詩
に
も
類
似
の
作
品
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
新
年

　
　
　
新
年
拝
歳
換
新
衣
　
白
々
花
鮭
様
聡
警
　
　
新
年
歳
を
質
し
て
新
衣
に
換
ふ
　
　
　
白
機
花
塗
様
二
つ
な
が
ら
斉
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
ワ
イ

　
　
　
小
辮
朝
天
紅
綾
紮
　
分
明
一
台
小
華
蕎
　
　
小
回
天
に
朝
げ
て
紅
線
を
紮
り
　
　
　
分
明
な
り
一
つ
小
さ
き
華
齊

　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
、
書
房

　
　
　
帯
得
茶
壷
上
総
堂
　
生
唾
未
熟
水
精
光
　
　
茶
壼
を
帯
得
し
て
学
堂
に
上
り
　
　
　
生
書
未
だ
熟
せ
ず
し
て
水
精
光
な
り

…
0
8
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後
園
往
復
無
停
止
　
底
心
今
朝
小
便
長
　
　
後
園
に
往
復
し
て
停
止
無
く
　
　
　
　
善
事
ぞ
今
朝
の
小
便
の
長
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
児
童
雑
事
詩
・
甲
編
兇
童
生
活
詩
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
五
）

　
両
者
の
作
品
を
見
比
べ
れ
ば
す
ぐ
そ
の
共
通
性
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
両
者
に
現
わ
れ
る
の
は
す
べ
て
児
童
の
天
真
欄
漫
さ
で
あ
る
。

こ
の
天
真
欄
漫
な
子
供
の
心
は
滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
子
供
心
の
可
愛
ら
し
さ
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
周
作
人
の
作
品
と
川
柳
と
の
共
通
点
に
有
名
人
の
戯
画
化
の
詩
も
挙
げ
ら
れ
る
。
有
名
人
を
戯
画
化
し
て
描
く
こ
と
も
川
柳
の

常
套
手
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　
　
孔
明
は
三
回
目
か
ら
帯
を
と
き
　
　
　
　
（
柳
拾
遺
・
一
二
）

　
　
七
人
は
薮
蚊
を
追
ふ
に
か
か
っ
て
居
　
　
（
柳
拾
遺
・
＝
一
）

　
以
上
の
二
句
は
中
国
古
代
の
有
名
人
諸
葛
孔
明
、
竹
林
七
賢
を
戯
画
化
し
て
詠
ん
だ
川
柳
の
句
で
あ
る
が
、
周
作
人
の
児
童
雑
事
詩

に
も
こ
の
手
法
で
書
か
れ
た
詩
が
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
引
い
て
見
比
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
老
子

　
　
　
當
年
魚
耳
老
而
核
　
奇
事
差
堪
薄
書
莱
　
　
当
年
李
耳
老
い
て
核
な
り
　
　
　
　
　
奇
事
堪
へ
差
し
　
老
莱
に
比
す
る
を

　
　
　
想
見
手
持
港
晴
終
　
白
頭
臥
地
実
咳
咳
　
　
手
に
持
つ
揺
長
良
を
見
ん
と
想
ひ
　
　
白
頭
臥
面
し
て
笑
く
こ
と
咳
咳
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
李
太
白

　
　
　
太
白
児
時
不
識
月
　
道
是
一
張
白
玉
盤
　
　
太
白
児
時
月
を
識
ら
ず
　
　
　
　
　
　
道
は
く
是
れ
一
張
の
白
玉
盤
な
り
と

　
　
　
無
怪
世
人
疑
胡
種
　
葡
萄
美
酒
喫
麹
菌
　
　
息
む
無
し
世
人
の
胡
種
を
疑
ふ
を
　
　
葡
萄
美
酒
西
餐
を
喫
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
見
童
雑
・
事
詩
・
乙
編
見
童
故
事
詩
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
五
）

　
川
柳
句
の
諸
葛
孔
明
、
竹
林
七
賢
と
、
周
作
人
の
児
童
雑
事
詩
の
老
子
、
李
白
は
と
も
に
戯
画
化
し
て
滑
稽
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ

の
共
通
性
は
容
易
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
周
作
人
の
作
品
が
川
柳
と
共
通
し
て
い
る
の
は
た
だ
の
偶
然
と
は
考
え
難
い
。
周
作
人
の
こ
の
よ
う
な
創
作
特
徴
は
明

ら
か
に
日
本
の
川
柳
句
か
ら
来
た
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
周
作
人
が
五
十
歳
以
後
多
く
の
戯
れ
歌
を
作
っ
た
の
も
こ
の
川
柳
と
の
関
係

が
大
き
い
と
言
い
得
る
。
す
な
わ
ち
周
作
人
は
川
柳
味
を
彼
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
活
か
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
戯

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）
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中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

れ
歌
と
い
う
独
特
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
も
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

四

　
周
作
人
は
そ
の
文
学
生
涯
に
於
い
て
中
国
文
壇
を
驚
か
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
　
「
五
四
」
前
後
の
文
学
理
論
を
表
明
し
た
作

品
で
あ
る
「
人
的
文
学
」
、
　
「
平
民
文
学
」
、
　
「
新
文
学
的
要
求
」
、
　
「
児
童
的
文
学
」
や
、
そ
し
て
日
本
文
化
店
の
開
店
と
閉
店
、
新

詩
「
小
河
」
の
試
作
、
ま
た
一
九
三
四
年
の
五
十
歳
戯
れ
歌
な
ど
は
み
な
並
々
な
ら
ぬ
反
響
を
呼
ん
だ
文
壇
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。
特

に
こ
の
戯
れ
歌
を
書
い
た
こ
と
は
周
作
人
の
一
生
涯
の
中
で
は
最
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
戯
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

歌
を
書
い
た
後
の
周
作
人
は
、
更
に
閑
適
の
道
或
い
は
隠
遁
の
道
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
四
年
、
齢
五
十
歳
に
さ
し
か
か
っ
た
周
作
人
は
、
今
ま
で
の
五
十
年
の
人
生
を
、
特
に
「
五
四
」
以
後
の
快
調
な
上
り
調
子

の
激
し
い
勢
い
か
ら
消
沈
へ
と
急
激
に
変
わ
っ
た
人
生
の
出
来
事
な
ど
を
振
り
返
り
、
様
々
な
感
情
が
押
し
寄
せ
交
錯
す
る
中
に
た
だ

為
す
す
べ
も
な
く
身
を
委
ね
る
し
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
一
笑
に
任
せ
て
彼
は
二
首
の
戯
れ
歌
を
作
っ
た
。

　
　
二
十
三
年
一
月
十
三
日
偶
作
牛
山
髄
（
五
秩
自
壽
詩
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
一

　
　
　
前
世
出
家
今
在
家
　
不
聖
職
子
換
袈
裟
　
前
世
は
出
家
　
　
今
は
在
家
　
　
　
　
　
粟
子
を
も
っ
て
袈
裟
に
換
へ
ず

　
　
　
街
頭
終
日
密
談
鬼
　
宙
下
通
年
群
書
蛇
　
街
頭
に
終
日
　
　
鬼
を
談
ず
る
を
聴
き
　
窓
下
に
通
年
　
蛇
を
画
く
を
学
ぶ

　
　
　
老
來
無
端
玩
骨
董
　
閑
來
随
分
種
胡
麻
　
老
来
な
り
て
端
な
く
も
骨
董
を
玩
び
　
　
閑
来
れ
ば
随
分
胡
麻
を
種
う

　
　
　
労
人
吉
問
其
中
意
　
且
到
理
窟
重
苦
茶
　
労
人
若
し
其
の
中
の
意
を
問
わ
ば
　
　
　
且
く
悪
留
に
到
り
て
苦
茶
を
喫
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
二

　
　
　
半
是
儒
家
半
繹
家
　
光
頭
更
不
霊
袈
裟
　
半
は
是
れ
儒
家
　
半
は
釈
家
　
　
　
　
　
光
頭
更
に
袈
裟
を
空
け
ず

　
　
　
中
年
意
趣
窟
前
草
　
外
道
生
涯
洞
岩
畳
　
中
年
の
意
趣
　
窓
前
の
草
　
　
　
　
　
　
外
道
の
生
涯
　
洞
裏
の
蛇

　
　
　
黒
蓋
低
頭
咬
大
蒜
　
未
妨
宇
宙
拾
世
尊
　
徒
に
羨
む
頭
を
低
れ
て
大
蒜
を
咬
む
を
　
未
だ
妨
げ
ず
巣
を
拍
ち
て
芝
麻
を
拾
ふ
を

一

m
　



　
　
　
談
旧
説
鬼
尋
常
事
　
只
欠
工
夫
謡
講
茶
　
狐
を
去
り
鬼
を
説
く
は
尋
常
の
事
　
　
　
只
だ
講
茶
を
喫
す
る
工
夫
を
欠
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ジ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
知
堂
回
想
録
・
一
七
三
・
打
油
詩
」
　
（
『
周
作
人
散
文
』
四
）

　
こ
の
戯
れ
歌
に
表
れ
た
世
に
対
す
る
誠
刺
と
暗
喩
は
、
沈
痛
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
川
柳
式
の
「
や
む
を
得
な
い
諦
め
」
と
い
っ
た

ほ
う
が
適
当
な
心
理
を
帯
び
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
「
さ
と
り
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
周
作
人
の
西
之
に
は
真
実
が
含
ま
れ
、

閑
適
の
中
に
も
表
現
し
難
い
苦
さ
が
ほ
の
見
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
周
作
人
の
こ
の
翰
晦
は
彼
固
有
の
創
作
態
度
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
古
く
は
道
家
の
説
く
処
世
術
に
ま
で
通
ず
る
傍
観
者
的
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
理
想
と
し
て
き
た
中
国

人
達
の
こ
こ
ろ
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
戯
れ
歌
に
対
す
る
批
判
と
攻
撃
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
周
作
人
は
そ
れ
ら
の
批
判
と
攻
撃
に
強
く
反

駁
す
る
こ
と
も
な
く
、
一
九
四
四
年
、
周
作
人
は
ま
た
「
苦
茶
庵
打
黙
殺
」
二
十
四
首
を
世
に
出
し
た
。
以
下
に
二
首
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
十
七

　
　
　
生
小
東
南
法
権
牛
　
水
邊
林
下
任
嬉
游
　
生
小
の
と
き
　
東
南
に
早
牛
を
学
ぶ
　
　
水
辺
林
下
に
嬉
游
す
る
に
任
す

　
　
　
廿
年
關
在
書
房
里
　
欲
勢
至
光
不
自
由
　
廿
年
書
房
の
里
に
関
し
て
在
り
　
　
　
　
高
光
を
看
ん
と
欲
し
て
自
由
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
二
二

　
　
　
山
居
亦
自
多
佳
趣
　
山
色
蒼
上
山
雲
高
　
山
居
も
亦
自
ら
佳
麗
多
し
　
　
　
　
　
　
山
色
見
世
と
し
て
山
月
高
し

　
　
　
掩
巻
閉
門
無
一
事
　
支
頭
煙
寺
聴
狼
嗅
　
巻
を
掩
っ
て
門
を
閉
ざ
し
て
一
事
無
く
　
願
を
支
へ
て
独
り
自
ら
狼
の
喋
く
を
聴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
立
春
以
前
・
苦
茶
庵
打
油
詩
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
四
）

　
苦
茶
庵
と
は
周
作
人
の
書
斎
の
名
だ
が
、
こ
の
「
苦
」
と
言
う
文
字
が
彼
の
戯
れ
歌
を
書
く
本
心
を
打
ち
明
け
て
い
る
こ
と
は
自
明

で
あ
ろ
う
。
た
だ
詩
に
は
直
接
苦
を
訴
え
ず
、
別
の
ユ
ー
モ
ア
の
手
法
で
本
心
を
巧
み
に
隠
し
た
。
こ
れ
も
川
柳
体
の
表
現
特
徴
と
共

通
し
て
い
る
。

　
日
本
と
の
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
周
作
人
は
耳
当
罪
で
国
民
党
政
府
に
逮
捕
さ
れ
、
一
九
四
六
年
五
月
、
南
京
の
老
虎
橋
監
獄
に
投
獄

さ
れ
た
。
普
通
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
生
活
環
境
で
戯
れ
歌
を
書
く
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
周
作
人
は
そ
の
情
況
の
下
で
も

「
優
雅
な
趣
向
」
を
失
わ
ず
、
多
く
の
雑
詩
を
作
っ
た
。
周
作
人
の
雑
詩
は
実
は
戯
れ
歌
と
同
じ
精
神
を
持
つ
詩
で
あ
り
、
批
判
を
避

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）
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け
る
た
め
に
雑
詩
と
し
た
の
で
あ
る
。
次
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
讃
書

　
　
讃
書
五
十
年

　
　
偶
得
陶
然
趣

　
　
終
年
不
快
意

　
　
久
久
亦
有
得

　
　
冥
想
架
上
書

　
　
酸
甜
留
舌
本

　
　
世
有
好
事
人

　
　
夫
存
不
可
惜

こ
の
題
詩
に
は
、

如
飲
鉱
水
酒

水
味
還
在
密

旨
令
下
腹
負

一
轍
識
量
丑

累
累
如
瓦
争

訟
願
望
良
否

名
門
乞
講
授

封
客
徒
掻
頭

『
老
虎
橋
雑
詩
』
の
一
つ

　
　
ハ
ま

「
読
書
」

読
書
　
五
十
年

偶
陶
然
た
る
趣
を
得
る
も

終
年
快
意
な
ら
ず

久
久
に
ま
た
得
る
有
り
て

架
上
の
書
を
瞑
想
す
れ
ば

酸
甜
　
舌
本
に
留
ま
り

世
に
好
事
の
人
あ
ら
ば

夫
存
は
惜
し
む
べ
か
ら
ず

で
あ
る
。

惨
水
の
酒
を
飲
む
が
如
し

水
の
味
還
た
口
に
在
り

長
く
吾
が
腹
を
し
て
負
か
し
む

一
岬
し
　
好
誼
を
認
る

累
累
と
し
て
瓦
缶
の
如
し

指
願
す
　
良
否
を
辮
ぜ
ん
こ
と
を

門
を
拍
き
て
伝
授
を
乞
は
ん

客
に
対
し
て
徒
だ
頭
を
掻
く
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ー
モ
ア
の
中
に
一
種
の
辛
酸
が
含
ま
れ
て
い
る
。
周
作
人
は
自
ら
の
被
っ
た
す
べ
て
の
損
害
と
侮
辱
を
、
あ
た

か
も
浮
雲
の
よ
う
に
見
な
し
、
そ
こ
に
自
分
な
り
の
楽
し
さ
を
見
出
し
て
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ま
さ
に
川
柳
味
が
あ
る

と
言
え
よ
う
。

　
一
九
六
五
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
辛
酸
苦
楽
を
味
わ
っ
て
き
た
周
作
人
が
「
試
写
多
辱
」
と
悲
嘆
し
な
が
ら
も
、
彼
の
八
十
自
寿

詩
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八
十
自
壽
詩

　
　
　
可
笑
老
翁
垂
八
十
　
行
爲
端
的
似
童
擬
　
　
笑
ふ
べ
し
老
翁
八
十
に
垂
ん
と
し
　
　
　
行
為
端
的
に
童
痴
に
似
る

　
　
　
劇
怜
猫
脚
思
山
父
　
幻
作
青
甕
羨
野
狸
　
　
卑
し
く
独
脚
を
乱
し
ん
で
山
父
を
思
い
　
青
甕
を
幻
標
し
て
野
狸
を
羨
む

　
　
　
封
話
有
時
事
鬼
瞼
　
譜
談
猶
喜
撒
胡
要
　
　
対
話
時
有
り
て
鬼
瞼
を
装
い
　
　
　
　
　
熟
談
猶
ほ
胡
妻
を
撒
く
を
喜
ぶ

　
　
　
低
頭
只
多
謝
游
戯
　
忘
却
斜
陽
上
土
堆
　
　
頭
を
低
げ
て
只
だ
遊
戯
を
食
る
を
顧
る
　
斜
陽
志
願
に
上
が
る
を
忘
却
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
『
八
十
自
壽
詩
』
説
明
」
　
（
『
周
作
人
散
文
』
二
）

　
一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
川
柳
味
た
っ
ぷ
り
の
戯
れ
歌
で
あ
る
。
こ
の
八
十
聖
寿
詩
は
先
の
一
連
の
戯
れ
歌
と
は
少
し
違
っ
て
い
た

｝㎎｛



が
、
そ
の
ユ
：
モ
ア
の
手
法
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
特
に
周
作
人
の
八
十
前
後
に
書
か
れ
た
散
文
随
筆
に
は
同
様
の
手
法
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
ユ
ー
モ
ア
の
中
に
彼
の
人
聞
万
物
、
生
命
に
対
す
る
暖
か
い
愛
情
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
周
作
人
は
五
十
歳
か
ら
八
十
歳
に
至
る
ま
で
を
通
し
て
戯
れ
歌
を
書
き
つ
づ
け
た
。
こ
れ
ら
の
戯
れ
歌
は
彼
の
人
生

観
を
代
弁
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
髄
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
戯
れ
歌
の
起
源
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
家
た
ち
の
認
識
は
甚
だ
不

備
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
周
作
人
の
研
究
家
た
ち
は
、
彼
の
日
本
川
柳
の
影
響
を
見
落
と
し
て
、
こ

れ
を
不
問
に
付
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
戯
れ
歌
が
中
国
古
来
の
打
油
詩
（
戯
れ
歌
）
か
ら
来
て
い
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
古

典
文
学
を
好
ん
だ
周
作
人
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
川
柳
の
よ
う
な
外
来
の
影
響
も
軽
視
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
周
作
人
は
、
日
本
留
学
中
、
川
柳
の
よ
う
な
江
戸
俗
文
芸
に
出
会
い
、
そ
の
啓
発
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
中
国
古
典
の
面
白
さ
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
戯
れ
歌
に
つ
．
い
て
の
説
明
は
周
作
人
自
身
の
文
章
の
中
に
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
二
十
三
年
一
月
十
三
日
偶
牛
山
髄
を
作
る
］
こ
れ
は
當
時
差
の
作
っ
た
戯
れ
歌
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
牛
山
膣
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
す
な
わ
ち
志
明
和
尚
の
「
牛
山
髄
四
十
屍
」
を
指
し
て
い
る
。
彼
が
作
っ
た
の
は
七
言
絶
句
で
、
寒
山
の
五
古
（
五
言
古
詩
）
と

　
　
は
違
う
。
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
七
言
律
詩
（
戯
れ
歌
）
は
実
は
牛
山
の
原
作
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
と

　
　
に
か
く
戯
れ
歌
の
別
名
と
す
る
こ
と
に
す
る
。
…
…

　
　
ど
ん
な
に
説
明
し
て
も
、
世
間
の
戯
れ
歌
に
対
す
る
誤
解
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
（
周
作
人
の
戯
れ
歌
）
が
冗
談
話
だ

　
　
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
過
去
の
歴
史
が
あ
ま
り
に
も
長
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
封
ず
る
観
念
は
一
時
的
に
は
攣
え
る
こ
と
が

　
　
出
來
な
い
が
、
こ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
『
老
虎
橋
雑
詩
』
題
記
」
　
（
『
周
作
人
散
文
』
二
）

こ
こ
に
は
自
分
の
戯
れ
歌
が
中
国
本
来
の
戯
れ
歌
と
同
じ
様
な
冗
談
話
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
更
に
「
苦
茶
苗
打
油
画
」

に
は

　
　
私
の
戯
れ
歌
は
艶
味
と
て
も
下
手
で
率
直
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
第
一
そ
れ
を
遊
戯
の
話
と
み
な
け
れ
ば
、
意
味
は
極
め
て
理
解

　
　
し
ゃ
す
い
も
の
で
、
だ
い
た
い
た
だ
憂
と
慨
し
か
な
い
。

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）
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茶
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と
述
べ
て
い
る
。
以
上
を
見
て
分
る
と
お
り
、
形
式
上
で
は
牛
山
体
を
借
り
て
き
た
が
、
内
容
的
に
は
自
分
（
周
作
人
）
の
戯
れ
歌
は

牛
山
体
の
よ
う
な
従
来
の
戯
れ
歌
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
遊
戯
の
話
で
は
な
い
と
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
い
る
。

　
周
作
人
の
戯
れ
歌
は
俗
語
、
口
語
を
多
用
し
、
内
容
と
文
句
は
通
俗
増
置
で
、
平
灰
音
律
に
拘
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
中
国
の

俵
統
的
な
戯
れ
歌
と
同
じ
だ
が
、
内
容
の
上
で
は
よ
り
日
本
の
川
柳
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
周
作
人
は
近
代
川
柳
の
社
会

や
人
生
に
対
す
る
真
実
率
直
な
態
度
に
感
銘
を
受
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
た
ち
は
川
柳
の
中
に
た
く
さ
ん
粗
鄙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
飲
顯
で
は

　
　
な
い
。
川
柳
の
人
事
す
べ
て
に
鍬
す
る
真
實
率
直
の
態
度
は
川
柳
の
良
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
日
本
的
詩
歌
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
三
）

　
周
作
人
の
戯
れ
歌
を
見
る
と
、
ま
さ
に
真
実
率
直
の
態
度
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
は
周
作
人
自
身
の
戯
れ
歌
に
対
す
る

自
己
評
価
で
あ
る
。

　
　
戯
れ
歌
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
あ
な
が
ち
遊
戯
で
は
な
い
。
文
字
は
譜
認
の
よ
う
だ
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
は
實
直
な
も

　
　
の
で
あ
る
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
苦
茶
庵
打
油
詩
」
　
（
『
周
作
人
全
集
』
四
）

　
周
作
人
の
川
柳
に
対
す
る
評
価
と
自
分
の
戯
れ
歌
に
対
す
る
評
価
と
の
両
方
を
読
め
ば
、
周
作
人
の
本
心
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
周
作
人
は
真
実
の
作
品
な
ど
を
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
当
時
の
中
国
の
文
壇
に
於
い
て
、
川
柳
の
よ
う
に
真
実
率
直
に
発
言
で
き

る
文
学
形
式
、
す
な
わ
ち
こ
の
戯
れ
歌
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
が
こ
の
戯
れ
歌
を
書
い
た
の
は
真
実
率
直
の
態
度
で
、
心

の
中
に
貯
め
て
い
た
憂
催
を
晴
ら
し
た
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
川
柳
に
啓
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
戯
れ
歌
は
、
言
う
な
ら
ば
周
作
人
自
身
が
創
り
出
し
た
「
近
代
的
な
戯
れ
歌
」
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
彼
の
戯
れ
歌
に
は
、
苦
悶
心
理
の
自
己
調
節
か
ら
き
た
中
国
式
の
閑
適
と
日
本
式
の
苦
み
の
両
方
が
実
に
見
事
に
ミ
ッ
ク
ス

さ
れ
て
、
し
か
も
す
で
に
独
特
な
風
格
を
も
備
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
の
作
品
に
於
い
て
は
文
人
の
憂
擢
の
心
情
も
ユ
ー
モ
ア

の
手
法
で
譜
諺
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
周
作
人
の
憂
欝
の
心
情
は
従
来
の
伝
統
的
な
中
国
文
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
分
自
身
の

一撫一



事
後
の
憂
い
と
は
違
っ
て
、
中
国
の
将
来
に
対
す
る
憂
催
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
井
風
俗
を
描
く
川
柳
と
も
異
な
り
、
そ
し
て
伝
統
的
な

戯
れ
歌
の
遊
戯
文
字
と
も
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
周
作
人
は
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
庶
民
言
語
を
も
っ
て
周
作
人
の
世
代
の
知
識
人
の
革
命

後
の
中
国
の
前
途
に
対
す
る
憂
愁
苦
悶
を
真
摯
に
戯
れ
歌
に
託
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
完
全
に
彼
の
独
創
で
あ
り
、
彼
の
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

し
た
「
平
民
文
学
の
貴
族
化
、
崇
高
化
」
の
境
界
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、
周
作
人
が
自
分
の
戯
れ
歌
は
遊
び
で
は

な
い
と
繰
り
返
し
強
調
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
世
紀
の
末
に
到
っ
た
今
日
に
於
い
て
さ
え
、
ま
だ
な
お
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

は
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
周
作
人
が
川
柳
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
の
作
品
中
に
は
明
ら
か
に
川
柳
受
容
の
痕
跡
が
あ

り
、
中
国
の
沈
滞
期
に
そ
の
蕃
書
を
破
る
努
力
と
し
て
多
く
の
戯
れ
歌
を
つ
く
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
川
柳
受
容
と
実
に
深
い
関
係
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

【
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以
上
、
周
作
人
と
川
柳
の
関
係
、
周
作
人
の
文
学
に
於
け
る
川
柳
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
川
柳
の
影
響
は
周
作
人
の
創
作
、

人
生
、
日
本
理
解
な
ど
広
い
範
囲
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。

　
最
後
に
こ
の
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
周
作
人
が
日
本
か

ら
受
け
た
影
響
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
川
柳
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
俗
文
学
と
の
関
係
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
抜

き
に
周
作
人
作
品
に
つ
い
て
の
比
較
文
学
的
研
究
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
川
柳
と
の
深
い
影
響
関
係
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
な
ぜ

周
作
人
が
川
柳
的
と
も
言
え
る
諦
め
の
閑
適
の
境
地
で
苦
い
お
茶
を
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
滑
稽
文
学
を
提
唱
し
た
の

か
、
な
ぜ
「
低
回
趣
味
、
日
本
趣
味
」
を
好
ん
だ
か
、
ま
た
、
な
ぜ
同
文
同
種
の
中
日
文
化
か
ら
東
洋
人
の
悲
哀
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
、
そ
う
し
た
様
々
な
謎
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
あ
の
中
日
戦
争
が
な
け
れ
ば
、
周
作
人
は
日
本
研
究
に

お
い
て
更
に
素
晴
ら
し
い
成
果
を
挙
げ
、
よ
り
多
く
の
資
料
を
残
し
て
く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
周
作
人
の
日

本
研
究
が
当
時
の
中
国
の
高
い
レ
ベ
ル
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
よ
っ
て
、
周
作
人
の
日
本
研
究
を
、
そ
し
て
彼

周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）



　
　
　
　
　
中
国
文
学
論
集
　
第
二
十
四
号

の
研
究
が
そ
の
実
作
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
日
本
文
学
が
中
国
文
学
に
影
響
を
与
え
て
い
た
近
代
を
考
え
る
上
で
は

言
う
ま
で
も
な
く
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

注

※
本
稿
執
筆
に
当
た
っ
て
、
周
作
人
の
原
文
は
左
の
諸
本
を
参
照
し
、
注
の
（
8
）
以
外
は
筆
者
の
拙
訳
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

　
　
『
周
作
人
全
集
』
　
五
冊
　
　
（
藍
燈
文
化
事
業
股
扮
有
限
公
司
　
一
九
九
二
年
六
月
）
。

　
　
『
周
作
人
散
文
』
　
四
冊
　
　
（
中
国
廣
播
電
視
出
版
社
　
一
九
九
二
年
四
月
）
。

（
1
）
周
作
人
（
一
八
八
五
、
一
、
十
六
～
一
九
六
七
、
五
、
六
）
は
一
九
四
一
年
一
月
、
日
本
の
偲
偏
政
権
1
「
華
北
政
務
委
員
会
」
の
教
育

　
　
　
総
翠
蓋
弁
に
就
任
し
た
こ
と
で
、
一
九
四
五
年
八
月
、
国
民
党
政
府
に
逮
捕
さ
れ
る
と
な
り
、
毛
沢
東
の
「
在
延
安
文
芸
座
談
言
上
的
講

　
　
　
話
」
に
よ
っ
て
彼
の
文
芸
は
「
漢
妊
文
芸
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
失
脚
は
中
国
国
家
の
政
治
思
想
や
国
民
感
情
な
ど
に
抵
触
し

　
　
　
た
た
め
、
周
作
人
文
学
の
研
究
は
意
識
的
に
避
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
代
中
国
文
壇
に
於
け
る
日
本
文
学
の
影
響
を
研
究
す
る
に
は

　
　
　
彼
の
日
本
理
解
を
研
究
せ
ず
に
は
全
貌
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
感
情
的
で
な
く
科
学
的
な
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
る
。

（
2
）
『
周
作
人
晩
年
手
札
一
百
封
』
　
（
香
港
太
平
洋
圖
書
公
司
　
一
九
七
三
年
）
。

（
3
）
　
「
知
堂
回
想
録
・
一
五
一
・
東
方
文
學
系
」
　
（
『
周
作
人
散
文
』
四
　
中
国
廣
窮
苦
視
出
版
社
　
一
九
九
二
年
）
。

（
4
）
魯
迅
の
作
品
「
髪
の
話
」
、
　
「
波
紋
」
な
ど
を
読
ん
で
も
分
る
よ
う
に
、
二
、
三
十
年
代
の
中
国
の
文
壇
は
辛
亥
革
命
以
後
の
沈
滞
期
に

　
　
　
あ
っ
て
、
多
く
の
人
は
彷
復
、
失
望
し
て
い
た
。
周
氏
兄
弟
も
同
じ
く
失
望
の
ど
ん
底
に
い
た
。

（
5
）
周
作
人
の
川
柳
紹
介
文
」
「
日
本
的
誠
刺
詩
」
に
よ
る
。

（
6
）
『
誹
風
柳
多
留
』
　
五
冊
　
　
（
山
澤
英
雄
校
訂
　
岩
波
書
店
　
昭
和
四
十
八
年
　
第
十
二
刷
襲
行
）
。

（
7
）
　
「
ヤ
レ
ッ
ケ
ソ
レ
ッ
ケ
」
は
「
そ
れ
突
け
や
れ
突
け
」
の
故
事
で
、
　
「
そ
れ
吹
け
や
れ
吹
け
」
と
同
じ
よ
う
に
江
戸
時
代
に
存
在
し
た
見

　
　
　
世
物
の
一
種
。
婦
人
が
局
部
を
露
出
し
、
見
物
人
に
丸
の
つ
い
た
棒
で
突
か
せ
た
も
の
。
傘
或
い
は
反
物
な
ど
の
景
物
が
つ
く
興
行
物
で

　
　
　
あ
る
。
宮
武
外
骨
の
『
狽
褻
磨
語
辞
彙
』
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
の
箇
所
が
あ
る
の
で
、
周
作
人
は
恐
ら
く
外
骨
の
本
か
ら
知
っ
た
の

…
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（
8
）

（
9
）

（
1
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）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

で
あ
ろ
う
。
　
『
宮
武
外
骨
著
作
集
』
　
（
第
五
、
七
巻
　
河
出
書
房
新
社
　
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

『
東
洋
人
の
悲
哀
』
　
（
劉
岸
偉
　
河
出
書
房
新
社
　
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

「
若
子
的
病
」
に
お
い
て
周
作
人
は
た
だ
淡
々
と
し
た
論
調
で
娘
若
子
の
重
病
を
描
い
た
。
父
親
と
し
て
の
自
分
の
心
情
を
描
い
た
の
は

以
下
の
三
か
所
の
み
で
あ
る
。

「
…
…
却
不
能
禁
止
我
背
梁
上
不
畿
生
泳
涼
的
奇
感
。
」

「
…
…
路
上
時
時
爲
不
祥
的
幻
想
所
侵
襲
，
直
到
回
家
看
軍
士
無
動
静
這
才
略
略
放
心
。
」

「
…
…
我
椚
今
年
幸
而
能
鯵
留
住
了
別
介
一
丁
不
惑
来
的
春
光
，
我
椚
也
養
護
満
足
了
。
…
…
」

「
若
子
的
死
」
も
同
様
に

「
…
…
然
而
終
干
死
了
。
時
，
可
傷
也
。

…
…
但
是
賭
物
思
人
，
人
情
隠
顕
免
，
況
臨
終
時
神
志
清
明
，
一
切
言
動
，
歴
在
心
頭
，
偶
｝
念
及
，
如
触
腫
瘍
，
有
時
深
豊
不
可
思
議
，

如
此
景
情
，
不
堪
回
首
，
誠
不
知
当
時
之
何
以
能
担
負
過
去
也
。
」
と
書
い
て
い
た
。

「
初
恋
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
年
忘
那
時
侯
當
然
是
丑
小
鴨
，
自
己
也
是
知
道
的
，
但
是
終
不
以
此
半
減
滅
我
的
熱
情
。
毎
更
始
抱
詠
嘆
来
肴
我
写
字
，
我
便
不
語
例

的
振
作
起
来
，
用
了
平
常
所
無
的
努
力
去
映
写
，
薄
着
一
種
無
所
希
求
的
迷
蒙
的
喜
樂
。

我
那
時
也
根
冤
得
不
快
，
想
籐
勉
的
悲
惨
的
死
相
，
但
同
時
却
給
水
乎
根
是
安
静
，
彷
彿
心
里
有
一
塊
大
石
頭
註
経
書
下
翼
。
」

「
一
介
郷
民
之
死
」
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
忽
様
的
一
個
人
呪
？
或
者
我
曾
経
見
過
也
未
可
知
，
心
墨
現
在
不
能
知
道
了
。

他
是
個
猫
身
，
似
乎
没
有
什
麿
親
戚
。
由
寺
里
給
他
牧
田
印
，
便
下
上
午
在
山
門
外
題
路
労
的
田
里
製
麺
完
事
。

在
各
種
的
店
回
，
留
下
了
好
些
的
車
屋
，
面
国
里
便
有
一
元
絵
，
油
醤
店
一
庭
大
約
煙
毒
四
型
。
店
里
的
人
聰
見
他
死
了
，
立
刻
從
帳
簿

上
把
這
一
頁
蜥
下
焼
了
，
而
且
又
掌
了
紙
銭
來
，
焼
給
死
人
。
」

『
川
柳
末
摘
花
詳
繹
』
　
上
、
下
　
（
岡
田
甫
校
訂
　
有
光
書
店
　
一
九
五
六
年
）
。

周
作
人
の
「
談
狽
褻
的
歌
謡
」
　
『
周
作
人
全
集
』
一
に
よ
る
。

　
　
周
作
人
文
学
に
於
け
る
「
川
柳
味
」
　
（
呉
）
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周
作
人
の
川
柳
紹
介
文
『
日
本
的
誠
刺
詩
』
で
は
川
柳
を
日
本
の
人
事
風
俗
詩
だ
と
し
、
川
柳
の
内
容
は
「
人
惰
の
機
微
を
暴
き
出
し
、

根
本
的
に
は
何
の
悪
意
も
な
い
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
世
相
を
見
た
ら
、
頷
い
て
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
し
ま
う
の
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
も

こ
れ
ら
の
人
情
弱
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
人
間
が
更
に
可
愛
く
思
わ
れ
る
。
」
と
書
い
て
い
る
。

『
柳
樽
拾
遺
詳
解
』
歴
史
の
部
（
監
井
敦
　
建
設
社
　
一
九
四
〇
年
）
。

当
時
の
周
作
人
の
打
製
詩
に
和
し
た
詩
に
見
え
る
多
く
の
批
判
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
確
か
に
一
九
三
四
年
か
ら
の
周
作
人
文
学
が
閑
適

の
道
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
◎

こ
の
「
五
秩
自
壽
詩
」
が
一
九
三
四
年
四
月
五
日
、
世
語
堂
主
編
の
雑
誌
『
人
間
世
』
の
創
刊
号
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
『V
虎
橋
雑
詩
』
題
記
」
　
『
周
作
人
散
文
』
に
そ
の
説
明
が
あ
る
。

『
周
作
人
傳
』
　
（
銭
理
群
　
北
京
十
月
文
藝
出
版
社
　
一
九
九
〇
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

牛
山
体
は
、
周
作
人
の
「
牛
山
詩
」
の
説
明
に
よ
る
と

「
志
明
和
尚
繋
累
油
詩
一
巻
，
題
日
牛
山
四
十
厩
，
這
青
帽
早
就
知
道
的
，
但
貴
書
上
総
未
有
見
到
，
只
在
紫
白
叢
書
話
巻
二
十
一
早
着
・

見
所
録
一
首
：

　
　
　
春
叫
猫
兀
猫
叫
春
　
聴
他
越
叫
越
精
神

　
　
　
老
僧
亦
有
猫
几
意
　
不
敢
人
前
叫
一
聲
」

「
平
民
文
学
」
　
『
周
作
人
散
文
』
二
を
参
照
。
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