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、

私
の
書
く
も
の
が
「
狭
く
」
そ
の
上
「
雑
然
」
と
し
て
い
る
と
は
、

か
つ
て
人
に
一
百
わ
れ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
頷
い
た
こ
と
だ
が
、

今
も
そ
れ
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
雑
然
の
方
は
、
改
め

ら
れ
る
も
の
な
ら
改
め
た
い
と
思
う
が
、
お
そ
ら
く
は
既
に
身
に
つ

い
た
病
で
あ
る
だ
ろ
う
。
狭
さ
は
、
こ
れ
は
も
う
は
や
く
か
ら
諦
め

て
い
る
。
た
だ
少
し
ば
か
り
言
い
訳
を
許
し
て
も
ら
え
ば
、
私
は
む

し
ろ
狭
さ
を
持
っ
た
人
、
自
分
の
狭
さ
を
じ
っ
く
り
と
噛
み
し
め
て

い
る
よ
う
な
人
が
好
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
作
家
論
と
し
て
は

不
備
な
が
ら
、
中
島
敦
の
「
狼
疾
」
を
論
じ
た
「
我
を
求
め
て
」
か

ら
始
ま
る
こ
の
一
冊
の
中
に
も
、
私
の
好
む
と
こ
ろ
、
そ
の
出
発
す

る
と
こ
ろ
も
赴
か
ん
と
す
る
と
こ
ろ
も
結
局
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

「
狼
疾
」
の
使
命

ｌ
勝
又
浩
の
批
評
精
神

は
じ
め
て
の
著
書
と
な
っ
た
『
作
家
論
集
・
我
を
求
め
て
」
の
あ
と
が

き
に
、
か
つ
て
こ
の
批
評
家
は
あ
え
て
こ
ん
な
言
葉
を
置
い
た
。
当
の
表

題
作
に
よ
っ
て
群
像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
て
か
ら
四
年
後
、
一
九
七
八

年
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
氏
の
批
評
に
「
狭
さ
」
や
「
雑
然
」
を
見

（
註
一
）

た
「
あ
る
人
」
と
は
、
受
賞
時
に
同
作
を
い
ち
は
や
く
そ
の
「
文
芸
時
評
」

に
取
り
上
げ
た
江
藤
淳
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
江
藤
は
こ
こ
で
「
我
を
求
め

て
」
に
中
島
敦
の
文
学
「
ス
タ
イ
ル
」
に
関
す
る
言
及
が
な
い
こ
と
、
そ

れ
ゆ
え
勝
又
の
中
島
論
じ
た
い
に
も
ま
た
「
そ
れ
」
が
欠
け
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
今
見
れ
ば
そ
れ
ら
の
指
摘
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
も
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
の
、
同
時
に
江
藤
淳
と
い
う
先
行
者
、
そ
の
批
評

「
資
質
」
及
び
「
ス
タ
イ
ル
」
に
は
、
こ
の
中
島
敦
論
が
抱
え
て
い
る
最

も
大
切
な
モ
チ
ー
フ
も
、
吉
本
、
江
藤
以
降
に
出
発
し
た
批
評
家
た
ち
の

「
私
」
が
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
困
難
の
核
心
も
い
ま
だ
見

え
な
か
っ
た
と
い
う
逆
説
が
む
し
ろ
あ
ら
た
め
て
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

山
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｢狼疾」の使命

言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
最
初
の
一
行
を
書
き
出
す
前
か
ら
勝
又
の
胸
の

う
ち
に
は
、
己
が
囚
わ
れ
た
、
己
が
描
く
べ
き
中
島
の
像
が
強
く
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勝
又
に
と
っ
て
充
実
し
て
論
ず
べ
き
は
、
あ
く
ま

で
も
ま
ず
、
こ
の
と
り
か
え
の
き
か
な
い
「
我
」
に
つ
か
ま
れ
「
我
」
を

記
』
さ
え
も
》

て
い
て
、
そ
（

い
る
こ
と
だ
。

〈
註
二
）

「
中
島
敦
と
私
小
説
」
と
い
う
副
題
の
つ
け
ら
れ
た
「
我
を
求
め
て
」

を
、
勝
又
浩
は
『
悟
浄
出
世
』
の
こ
ん
な
言
葉
を
引
く
こ
と
か
ら
は
じ
め

た
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
中
島
敦
を
論
じ
な
が
ら
、
そ
の
代
表
作
た
る

「
李
陵
」
も
「
名
人
伝
』
も
、
ま
し
て
や
最
も
人
口
に
謄
灸
し
た
「
山
月

記
』
さ
え
も
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
え
て
「
脇
役
」
に
追
い
や
ら
れ

て
い
て
、
そ
の
読
解
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
は
周
到
に
避
け
ら
れ
て

と
も
あ
れ
、
い
ま
こ
こ
で
大
事
な
の
は
む
ろ
ん
江
藤
淳
そ
の
人
で
は
な

い
。
わ
た
し
の
願
い
は
勝
又
浩
と
い
う
批
評
家
が
、
そ
の
出
発
に
あ
た
っ

て
為
し
た
静
か
な
決
意
の
内
実
に
少
し
で
も
近
づ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、

と
り
わ
け
氏
が
噛
み
し
め
耐
え
て
い
た
あ
る
「
狭
さ
」
の
内
訳
を
示
す
こ

と
に
あ
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に
は
氏
の
資
質
と
方
法
が
明
ら
か
に
な
る
ば

か
り
か
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
今
ま
で
何
度
も
語
ら
れ
て
き
た
「
文
学
」

と
い
う
も
の
の
危
機
の
意
味
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
そ
の
つ
ど
克
服
し
得
る

「
文
学
」
の
初
志
も
ま
た
、
必
ず
い
く
ば
く
か
映
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

先
生
。
早
速
ぶ
し
つ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
｜
つ
お
伺
ひ
い
た
し

ま
す
。
一
体
「
我
」
と
は
何
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
？

｜’

し
な
や
か
な
平
衡
感
覚
を
保
持
し
た
生
活
者
た
り
え
ず
、
こ
う
し
た
青

臭
い
「
大
そ
れ
た
疑
問
」
に
つ
か
ま
れ
た
ま
ま
で
日
々
を
暮
ら
し
て
い
る

こ
と
こ
そ
が
「
西
遊
記
」
の
中
で
い
つ
け
ん
最
も
人
間
ら
し
く
見
え
る
「
悟

浄
」
が
む
し
ろ
「
妖
怪
」
そ
の
も
の
た
る
ゆ
え
ん
だ
、
と
は
そ
れ
ま
で
誰

患
い
、
「
我
」
を
超
え
る
も
の
に
届
か
ん
と
し
て
、
も
が
き
苦
し
む
精
神

の
働
き
、
す
な
わ
ち
「
狼
疾
」
そ
れ
じ
た
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
昇
華
」

の
仕
方
や
「
出
口
」
の
あ
り
方
を
性
急
に
示
す
こ
と
に
は
な
か
っ
た
の
だ
。

批
評
家
に
よ
っ
て
代
わ
り
に
選
ば
れ
、
ま
ず
呼
び
出
さ
れ
た
作
品
は
、

第
一
に
こ
の
「
悟
浄
出
世
』
で
あ
り
、
他
に
は
た
と
え
ば
初
期
の
習
作
「
北

方
行
」
や
『
過
去
帳
』
二
編
（
「
狼
疾
記
』
『
か
め
れ
お
ん
日
記
」
）
、
そ
し

て
『
和
歌
で
な
い
歌
』
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
選
択
の
底
に
は
中
島

敦
の
「
自
己
懐
疑
」
「
世
界
懐
疑
」
の
あ
り
方
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
な

る
べ
く
來
雑
物
の
少
な
い
と
こ
ろ
か
ら
抽
出
し
、
提
示
し
た
い
と
の
戦
略

が
お
そ
ら
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
勝
又
は
悟
浄
の
「
懐
疑
」
に
対

し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
（
勝
又
流
に
表
現
す
れ
ば
「
ケ
チ
を
つ
け
る
」

「
揚
げ
足
を
取
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
）
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
自
己
、
及
び
世
界
の
究
極
の
意
味
」
な
ど
と
い
う

大
そ
れ
た
疑
問
を
、
人
は
四
六
時
中
懐
き
つ
つ
生
活
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
疑
問
を
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
振
り
ま
い
て
歩

く
の
は
、
む
し
ろ
滑
稽
で
す
ら
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
中
島
敦

も
、
そ
れ
を
い
わ
ば
諸
機
能
の
う
ち
の
あ
る
部
分
ば
か
り
が
肥
大
し

た
か
た
わ
者
、
つ
ま
り
一
人
の
「
妖
怪
」
の
お
も
し
ろ
い
物
語
と
し

て
描
い
た
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
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ざ
っ
と
こ
ん
な
具
合
に
古
今
東
西
の
賢
人
た
ち
の
名
を
次
々
と
あ
ら
わ

し
、
そ
こ
に
こ
と
よ
せ
て
お
の
れ
の
選
ぶ
べ
き
生
の
か
た
ち
を
問
い
続
け

た
の
が
中
島
敦
だ
。
そ
の
数
々
の
知
見
へ
の
「
遍
歴
」
、
「
教
養
」
へ
の
偏

執
に
、
一
人
の
人
間
が
あ
た
り
前
に
生
き
て
い
く
に
は
、
む
し
ろ
異
様
と

も
い
う
べ
き
情
熱
を
見
た
勝
又
浩
は
、
中
島
敦
自
身
が
そ
う
し
た
自
己
の

「
奇
怪
さ
」
に
深
く
気
づ
い
て
い
た
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
末
尾
の
句
「
い

づ
く
に
か
行
く
わ
が
魂
ぞ
は
や
も
三
十
に
近
し
と
い
ふ
を
」
の
中
に
「
教

養
」
が
そ
の
「
生
活
の
現
実
」
に
次
第
に
深
く
復
讐
さ
れ
ず
に
は
お
か
な

い
自
意
識
の
あ
り
方
、
作
家
の
姿
を
見
た
の
だ
。
お
り
し
も
こ
の
時
、
勝

も
言
わ
な
か
っ
た
卓
抜
な
読
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
読
み
」
の
魅
力
、

「
人
間
学
」
こ
そ
が
、
そ
の
出
発
時
か
ら
勝
又
批
評
の
醍
醐
味
で
あ
る
こ

と
は
ま
ず
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
を
い
つ
、
ど
う
し
て
勝
又
が
そ
の
身
に
纏
う
こ

と
に
な
っ
た
か
も
お
の
ず
と
興
味
を
引
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
こ
こ
で

は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
き
た
い
。

じ
つ
は
「
我
を
求
め
て
」
の
主
た
る
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
原
型
が
「
和

歌
で
な
い
歌
」
を
そ
の
入
り
口
に
し
て
中
島
の
「
狼
疾
」
を
論
じ
た
一
九

〈
肱
三
）

六
九
年
発
表
の
「
戯
れ
歌
の
心
」
の
中
に
す
で
に
充
実
し
て
あ
る
。

あ
る
時
は
へ
－
ゲ
ル
が
如
万
有
を
わ
が
体
系
に
統
べ
ん
と
も
せ
し

あ
る
時
は
ア
ミ
エ
ル
が
如
つ
衝
ま
し
く
息
を
ひ
そ
め
て
生
き
ん
と

思
ひ
し

あ
る
時
は
ゲ
ー
テ
仰
ぎ
て
吐
息
し
ぬ
亭
々
と
し
て
あ
ま
り
に
高
し

あ
る
時
は
淵
明
の
如
疑
は
ず
か
の
天
命
を
信
ぜ
ん
と
せ
し

又
も
ま
た
齢
三
十
を
迎
え
て
い
る
。
以
降
こ
う
し
た
も
の
の
見
方
は
、
対

中
島
敦
の
み
な
ら
ず
、
勝
又
が
「
知
識
人
」
の
文
学
を
吟
味
、
あ
る
い
は

批
判
す
る
と
き
の
基
本
的
構
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
戯
れ
歌
の
心
」

の
文
体
は
、
「
学
術
的
」
と
い
う
よ
り
は
す
で
に
十
分
に
「
批
評
的
」
な

そ
れ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
批
評
家
自
身
も
ま
た
、
お
の
が
身
を
中
島
に

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
資
質
を
よ
り
活
か
す
べ
き
道
の
あ
り
か
を

懸
命
に
探
し
て
い
た
こ
と
が
文
章
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
傑
作

論
文
「
「
李
陵
」
の
構
図
」
ま
で
に
約
二
年
、
さ
ら
に
「
我
を
求
め
て
」

に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
中
島
敦
の
逝
去
し
た
年
齢
を
い
く
ば
く
か
越
え

る
ま
で
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
こ
と
も
併
せ
て
記
し
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、
問
い
を
よ
り
本
筋
に
戻
そ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
様
々

な
知
の
意
匠
を
「
わ
が
体
系
に
統
べ
」
よ
う
と
苦
闘
し
た
中
島
敦
の
「
私
」

に
勝
又
浩
は
何
を
見
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
共
に
見
よ
う
と
す
る
こ
と
が

「
遂
に
決
定
的
な
ス
タ
イ
ル
を
産
み
出
し
得
ず
な
く
な
っ
た
作
家
」
（
三
浦

朱
門
）
を
論
じ
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
「
決
定
的
な
ス
タ
イ
ル
の
不
在
」

の
意
味
と
因
子
に
迫
ろ
う
と
し
た
勝
又
の
方
法
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

俺
は
正
直
な
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
不
正
直
な
の
だ
ら
う
か
。

俺
に
は
よ
く
分
か
ら
ぬ
。
一
体
俺
は
人
と
談
話
す
る
の
に
真
面
目
に

な
っ
て
正
面
か
ら
相
手
に
な
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
親
し
い
人
で
も
、

さ
ほ
ど
親
し
く
な
い
人
で
も
、
い
つ
も
、
そ
の
相
手
の
境
遇
、
地
位
、

教
養
の
程
度
を
考
へ
て
、
口
先
だ
け
で
調
子
を
合
せ
て
行
く
に
過
ぎ

な
い
。
（
中
略
）
口
は
下
手
な
方
な
の
だ
が
、
た
く
人
と
口
を
き

く
こ
と
に
興
味
も
情
熱
も
な
く
、
お
義
理
で
、
お
茶
を
濁
し
て
ゐ
る

だ
け
だ
。
（
中
略
）
内
心
彼
ら
を
軽
蔑
し
な
が
ら
口
先
だ
け
調
子
を
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｢狼疾」の使命

「
北
方
行
」
の
主
人
公
折
毛
伝
吉
の
自
意
識
ば
か
り
が
肥
大
し
た
、
し

か
し
い
か
に
も
青
年
ら
し
い
独
白
だ
。
勝
又
な
ら
ず
と
も
、
こ
こ
に
現
代

に
も
ま
っ
た
く
相
通
ず
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
症
候

を
、
そ
し
て
そ
こ
に
必
然
的
に
意
識
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
不
安
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
自
ら
の
文
学
的
資
質
の
あ
り
か
を

い
ま
だ
探
り
あ
ぐ
ね
て
い
る
作
家
自
身
の
不
安
も
ま
た
色
濃
く
影
を
落
と

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
北
方
行
』
と
い
う
小
説
は
、
そ

の
構
え
と
し
て
は
民
族
や
国
家
の
意
味
、
あ
る
い
は
文
明
の
衝
突
の
意
味

を
問
う
「
ロ
マ
ン
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
企
図
は
、

中
島
敦
と
そ
の
等
身
大
的
主
人
公
た
ち
の
、
誰
を
選
ん
で
も
相
似
形
な
こ

う
し
た
「
自
己
懐
疑
」
に
よ
っ
て
そ
の
骨
格
形
成
を
裏
切
ら
れ
、
破
綻
し

て
い
た
の
だ
。

次
の
よ
う
に
勝
又
は
言
う
。

あ
は
せ
て
恭
し
い
態
度
を
粧
っ
て
行
く
。
（
中
略
）
あ
る
人
の
前
で

は
極
端
な
物
質
主
義
者
に
な
り
、
他
の
人
の
前
で
は
ひ
ど
く
理
想
主

義
を
躯
歌
す
る
。
相
手
に
従
っ
て
、
あ
る
ひ
は
其
男
と
同
意
見
に
な

り
、
或
る
ひ
は
、
逆
の
効
果
を
狙
う
事
が
で
き
る
場
合
に
は
、
其
人

と
反
対
の
意
見
を
唱
え
る
。
が
、
何
れ
に
し
て
も
俺
自
身
の
本
音
で

は
な
い
。
こ
れ
は
、
他
人
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
軽
蔑
か
ら
来
て
ゐ

る
の
か
、
意
見
の
交
換
と
い
ふ
こ
と
に
対
す
る
不
信
か
ら
来
た
も
の

か
、
そ
れ
は
俺
に
も
分
ら
ぬ
。
（
中
略
）
人
と
話
を
す
る
の
に
定
見

の
な
い
の
は
い
い
が
、
談
話
に
於
て
ば
か
り
で
な
く
、
ど
う
や
ら
、

自
分
自
身
に
も
一
つ
の
も
の
に
対
す
る
定
見
が
も
て
な
く
な
っ
て
き

た
や
う
だ
。
含
北
方
行
』
）

「
自
我
な
き
自
我
意
識
の
文
学
」
。
こ
れ
こ
そ
が
、
勝
又
浩
が
中
島
敦
の

文
学
か
ら
採
り
出
し
た
、
い
ち
ば
ん
最
初
の
結
論
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
勝
又
は
同
時
に
、
こ
こ
で
芥
川
の
死
以
後
の
事
情
を
、
特
に
昭
和
十

年
代
の
「
暗
い
谷
間
」
に
あ
っ
て
作
家
た
ち
が
自
我
の
崩
壊
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
内
実
に
つ
い
て
丁
寧
に
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
わ
た
し
に
は
勝
又

が
語
り
残
し
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
時
代
状
況
の
方
も
ま
た
気
に
な
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
批
評
家
の
眼
に
、
当
然
同
時
代
の
文
学

的
状
況
が
迎
え
て
い
る
新
し
い
困
難
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

先
述
し
た
「
戯
れ
歌
の
心
」
か
ら
「
我
を
求
め
て
」
の
間
の
時
間
、
そ

こ
に
は
た
と
え
ば
三
島
の
死
が
あ
り
、
ま
た
古
井
由
吉
の
よ
う
な
作
家
が

「
自
我
と
い
う
も
の
を
個
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
個
の
ま
わ
り
に
影
の

よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
た
え
ず
群
れ
に
横
切
ら
れ
る
部
分
ま
で
含
め
て
、

捉
え
な
お
し
て
」
み
る
べ
く
『
先
導
獣
の
話
』
や
「
杏
子
』
の
よ
う
な
実

験
的
な
作
品
で
出
発
を
遂
げ
た
時
期
に
も
あ
た
っ
て
い
る
。
先
験
的
な
「
主

体
」
を
疑
い
、
「
他
者
」
に
照
ら
さ
れ
て
こ
そ
む
し
ろ
そ
こ
に
浮
か
ぴ
あ

が
、
彼
が
「
関
心
」
し
た
そ
の
「
自
己
」
と
は
、
実
は
な
ん
と
も

取
り
出
し
よ
う
の
な
い
、
実
体
の
な
い
「
自
分
」
で
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
（
略
）
と
こ
ろ
が
、
そ
の
自
我
が
な
い
と
い
う
自
己
に
、

こ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
続
け
た
作
家
も
、
実
は
他
に
類
が
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
自
我
不
在
と
い
う
こ
と
を
強
烈
に
意
識
す
る
自
我
、

そ
れ
が
こ
の
作
家
の
「
一
貫
し
た
一
つ
の
テ
ー
マ
」
に
他
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
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が
っ
て
く
る
個
性
、
「
私
」
を
考
察
し
直
す
こ
と
か
ら
も
う
一
度
出
発
す

る
こ
と
を
宣
言
し
た
作
家
た
ち
の
こ
と
が
勝
又
の
念
頭
に
な
か
っ
た
は
ず

は
な
い
の
だ
。

こ
う
し
た
作
家
た
ち
登
場
の
状
況
を
ま
さ
に
「
昭
和
十
年
代
」
の
様
相

に
な
ぞ
ら
え
、
そ
れ
を
「
脱
政
治
」
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
る
「
内

面
」
へ
の
傾
斜
と
し
て
、
よ
り
危
倶
を
こ
め
て
語
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば

勝
又
の
師
で
あ
る
小
田
切
秀
雄
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
勝
又

浩
と
い
う
、
「
戦
後
」
に
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
新
し
い
批
評
家
に
は
、
世

代
的
に
も
、
ま
た
そ
の
文
学
的
資
質
と
し
て
も
「
内
向
の
世
代
」
の
問
題

意
識
を
こ
の
よ
う
に
不
可
避
的
に
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
勝
又
に
と
っ
て
、
生
涯
を
誇
り
あ
る
「
社
会

主
義
者
」
と
し
て
送
り
、
ま
た
常
に
「
状
況
に
抗
す
る
人
」
で
も
あ
っ
た

小
田
切
秀
雄
を
い
つ
も
ご
く
身
近
に
感
じ
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

大
学
紛
争
た
だ
な
か
の
一
九
七
○
年
前
後
の
季
節
を
文
学
部
の
助
手
と
し

て
過
ご
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
胸
中
や
立
場
を
当
時
、
微
妙
に
複

雑
な
も
の
に
し
た
場
面
も
間
々
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
い
ま
こ
れ

以
上
小
田
切
と
勝
又
の
「
資
質
」
や
「
世
代
」
を
対
立
項
と
し
て
扱
う
こ

と
は
、
問
題
を
む
し
ろ
単
純
に
し
す
ぎ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

小
田
切
没
後
に
そ
の
弟
子
た
ち
や
ゆ
か
り
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
ま
と
め

（
註
四
）

ら
れ
た
「
小
田
切
秀
雄
研
究
」
の
中
に
お
け
る
勝
又
の
理
解
は
、
既
に
あ

る
深
ま
り
を
見
せ
た
後
の
も
の
だ
。

曰
く
、
考
え
て
み
れ
ば
小
田
切
も
ま
た
、
か
っ
て
国
民
が
皆
酔
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
に
独
り
目
覚
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
の
困
難
と
重
要
さ
を
守
ろ
う
と
し
た
人
だ
っ
た
の
だ
、
と
。
彼
の
批

評
的
キ
ー
ワ
ー
ド
「
近
代
的
自
我
」
も
「
知
識
人
の
責
務
」
も
そ
う
し
た

考
え
て
み
れ
ば
中
島
敦
に
し
て
も
古
井
由
吉
に
し
て
も
、
ぺ
っ
に
そ
の

「
内
面
」
が
た
と
え
ば
「
社
会
派
」
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
よ
り
「
豊
穣
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
向
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば

彼
ら
は
む
し
ろ
「
他
者
」
や
「
外
部
」
と
向
き
合
う
際
に
「
自
己
」
な
る

も
の
の
貧
し
さ
、
あ
る
い
は
「
う
つ
る
い
や
す
さ
」
に
、
よ
り
敏
感
な
表

現
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
、
そ
の
時
代

を
覆
う
仮
そ
め
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
や
こ
の
世
の
「
現
実
」
と
や
ら
に

対
し
て
も
ま
た
、
深
く
懐
疑
し
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
精
神
だ
。

「
昭
和
十
年
代
」
と
は
、
「
昭
和
初
年
代
」
に
得
た
思
想
の
輝
き
が
次
第

に
圧
殺
さ
れ
て
い
く
が
ゆ
え
に
、
と
も
す
れ
ば
「
左
翼
思
想
」
か
「
風
俗
」

に
た
て
こ
も
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
語
」
を
紡
ぐ
し
か
な
か
っ
た

文
脈
で
理
解
し
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
に
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
、
と
。
そ
し

て
小
田
切
の
「
た
た
か
う
こ
と
は
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
や
勝
敗
を
通
し
て
自

分
を
も
敵
を
も
確
実
な
姿
に
お
い
て
照
ら
し
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
」

と
い
う
言
葉
を
「
小
田
切
秀
雄
の
書
い
た
文
章
の
な
か
で
最
も
美
し
い
も

の
の
一
つ
」
だ
と
言
う
。
だ
が
、
次
の
よ
う
に
も
つ
け
加
え
る
こ
と
を
忘

れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
や
は
り
「
勝
又
浩
」
は
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
。

「
自
我
と
個
人
的
状
況
の
な
か
に
だ
け
」
閉
じ
龍
る
、
小
田
切
秀

雄
の
言
う
須
磨
の
光
源
氏
の
よ
う
な
在
り
方
を
彼
は
許
容
で
き
な
い

の
だ
。
だ
が
、
人
は
と
き
に
徹
底
し
て
己
の
内
部
に
閉
じ
こ
も
り
、

向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
悪
し
き
陶
酔
に
背
を
向
け
る
と

い
う
生
き
方
も
あ
る
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
世
界
を
の
み

込
む
と
い
う
精
神
の
運
動
も
あ
る
。
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｢狼疾」の使命

勝
又
浩
と
い
う
批
評
精
神
は
、
そ
れ
が
中
島
敦
と
い
う
作
家
の
不
幸
に

見
え
て
、
か
え
っ
て
僥
倖
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
う
し
た
「
狼
疾
」
こ
そ
が

む
し
ろ
作
家
の
「
私
」
を
し
て
鍛
錬
せ
し
め
、
同
時
代
の
他
の
そ
れ
よ
り

も
、
よ
り
本
質
的
、
本
格
的
な
「
文
学
」
の
あ
り
か
を
再
探
索
さ
せ
た
こ

と
を
見
抜
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
努
力
の
歩
み
が
あ
の
「
山
月
記
』
や
『
光

と
風
と
夢
』
を
経
て
「
李
陵
』
に
至
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
諒
解
し
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
結
果
的
に
絶
縁
寸
前
の
「
日
本
近
代
文
学
」
の
導
線
を

も
う
一
度
つ
な
ぎ
直
す
よ
う
な
偉
大
な
営
為
と
な
っ
た
こ
と
を
納
得
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
勝
又
浩
は
静
か
に
、
だ
が
決
然
と
自
ら
の
「
文
学
的

立
場
」
を
「
告
白
」
、
明
瞭
に
す
る
。

時
期
に
あ
た
る
。
中
島
敦
と
い
う
作
家
に
は
、
そ
う
し
た
で
き
あ
い
の
「
物

語
」
に
依
拠
し
て
性
急
に
「
私
」
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
彼
自
身
の
資
質
の
「
狭
さ
」
を
凝
視
す
る
眼
、
「
狼
疾
」

が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
為
し
う
る
こ
と
は
、
た
だ
「
告

白
に
耐
え
な
い
自
己
を
告
白
す
る
」
工
夫
を
重
ね
て
い
く
こ
と
だ
け
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
私
」
を
め
ぐ
る
「
方
法
的
懐
疑
」
の
作
業
に

不
断
に
挑
み
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

文
学
は
、
む
ろ
ん
風
俗
で
も
な
け
れ
ば
思
想
で
も
な
い
、
現
実
で

も
な
け
れ
ば
観
念
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、

無
限
に
観
念
た
ろ
う
と
す
る
現
実
な
の
で
あ
り
、
現
実
た
ろ
う
と
す

る
観
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
極
を
意
識
し
、
計
量
し
、

埋
め
て
行
こ
う
と
す
る
、
人
間
の
生
存
感
覚
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

人
は
、
作
家
が
風
俗
を
描
く
と
き
、
そ
の
向
う
に
見
え
る
思
想
を
観

そ
れ
は
「
私
小
説
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
擁
護
と
い
う
よ
り
は
、
い
わ

ば
「
私
小
説
的
精
神
」
の
擁
護
者
た
ら
ん
と
す
る
最
初
の
力
強
い
宣
言
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
結
局
は
「
文
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
の
根
幹
を
そ
の
底
で
支
え
て
い
る
も
の
、
基
本
の
精
神
運
動
で
あ
る

と
い
う
確
信
が
、
勝
又
の
な
か
で
こ
れ
よ
り
動
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
「
私
小
説
制
作
の
意
図
が
ど
う
い
ふ
風
に
し
て
客
観
小
説
制
作
の
意

（
駐
五
）

図
と
触
れ
合
ふ
か
」
と
一
一
一
口
う
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
」
論
議
に
響
い
て
い

た
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
う
し
て
「
我
を
求
め
て
」
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
。

勝
又
浩
は
、
「
無
限
に
観
念
た
ろ
う
と
す
る
現
実
、
現
実
た
ろ
う
と
す

る
観
念
の
両
極
を
意
識
し
、
計
量
し
、
埋
め
て
行
こ
う
と
す
る
、
人
間
の

生
存
感
覚
」
こ
そ
を
「
文
学
」
の
本
質
と
し
て
採
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
批
評
家
も
ま
た
中
島
敦
と
い
う
精
神
を
手

が
か
り
に
し
た
「
方
法
的
懐
疑
」
の
試
み
、
「
我
を
求
め
て
」
を
通
し
て

「
疑
い
得
ぬ
も
の
」
を
自
他
の
う
ち
に
見
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ま
ず
と
り
か
え
の
き
か
な
い
「
こ

の
私
」
の
「
狭
さ
」
に
耐
え
る
こ
と
、
そ
の
肉
眼
に
映
じ
た
「
自
己
」
と

「
世
界
」
を
懐
疑
的
Ｔ
批
評
的
）
に
語
る
こ
と
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す

じ
、
作
家
が
観
念
を
描
く
と
き
、
そ
の
裏
に
透
け
て
く
る
現
実
を
思

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
小
説
は
一
向
に
滅
び
も
せ
ず
、
そ
の
論
議
は

い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
小

説
と
は
、
観
念
で
も
現
実
で
も
な
い
そ
の
現
存
在
を
、
思
想
で
も
風

俗
で
も
な
い
、
し
か
し
ま
た
確
実
に
そ
の
交
点
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
挙
に
き
り
こ
も
う
と
す
る
、
そ
の
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
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だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
ら
で
「
批
評
と
は
寛
に
己
の
夢
を
懐
疑
的
に
語
る

こ
と
で
は
な
い
の
か
」
と
語
っ
た
あ
の
小
林
秀
雄
を
、
と
り
わ
け
勝
又
浩

に
と
っ
て
の
「
小
林
秀
雄
」
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
中
島

敦
と
私
小
説
」
と
い
う
「
我
を
求
め
て
」
の
副
題
は
、
勝
又
の
そ
の
後
の

批
評
的
道
の
り
や
射
程
と
す
る
と
こ
ろ
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
が
、

彼
は
そ
の
道
の
過
程
を
ま
さ
に
小
林
秀
雄
が
確
立
し
た
「
近
代
批
評
」
の

恩
寵
と
限
界
と
を
同
時
に
味
わ
い
感
じ
な
が
ら
歩
い
て
き
た
の
に
ち
が
い

な
い
か
ら
だ
。

そ
の
逝
去
と
い
う
事
実
に
応
答
す
る
よ
う
に
相
次
い
で
書
か
れ
た
二
つ

（
肱
六
）

の
小
林
秀
雄
論
は
、
勝
又
が
自
身
の
新
し
い
「
私
小
説
」
論
を
展
開
す
る

た
め
の
重
要
な
準
備
、
転
機
と
な
っ
た
仕
事
で
あ
る
。
勝
又
は
こ
れ
ら
の

論
で
、
小
林
の
『
私
小
説
論
』
が
抱
え
て
い
る
「
ね
じ
れ
」
の
意
味
に
迫

り
、
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
作
業
の
性
質
上
、
ま
た
勝
又
自

身
の
小
林
秀
雄
と
「
近
代
批
評
」
へ
の
信
頼
の
か
た
ち
も
相
俟
っ
て
、
二

つ
の
論
文
に
共
通
に
流
れ
る
問
い
を
簡
明
に
見
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
難

し
い
。
だ
が
、
要
す
る
に
勝
又
は
こ
こ
で
「
社
会
化
し
た
私
」
と
い
う
小

林
秀
雄
の
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
、
そ
の
幻
惑
の
謎
に
は
じ
め
て
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
に
肉
迫
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。

る
態
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
だ
。
「
私
小
説
的

精
神
」
と
は
言
う
な
れ
ば
す
な
わ
ち
、
か
く
ま
で
に
「
現
象
学
Ⅱ
実
存
論
」

的
態
度
な
の
で
あ
る
。

■■■■■■■■

■■■■■■■■

￣

小
林
秀
雄
も
ま
た
、
志
賀
直
哉
の
よ
う
な
「
自
我
」
を
持
て
な
い
「
自

意
識
」
か
ら
自
分
の
文
学
を
は
じ
め
た
一
人
で
あ
り
、
彼
の
「
私
小
説
論
』

と
は
、
つ
ま
り
は
志
賀
直
哉
に
な
り
得
ぬ
時
代
の
文
学
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う
問
い
を
そ
の
内
側
に
抱
え
て
い
る
。
そ
の
超
克
と
し
て
、
あ
る

い
は
処
方
菱
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
「
社
会
化
し
た
私
」
と
い
う
概

念
だ
っ
た
。
こ
れ
は
作
家
の
自
己
没
却
、
い
わ
ゆ
る
「
無
私
の
精
神
」
を

言
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
芸
術
作
品
制
作
上
の
心
得
を
越
え
て
「
人

間
的
無
私
の
精
神
」
ま
で
を
同
時
に
強
く
要
求
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
こ
こ
に
は
実
は
む
し
ろ
小
林
秀
雄
が
揚
棄
し
た
は
ず
の
志
賀
直
哉
的

な
人
格
主
義
文
学
観
、
倫
理
主
義
的
な
「
尻
尾
」
が
あ
る
の
だ
。
小
林
の

言
う
「
社
会
化
し
た
私
」
と
は
い
つ
け
ん
誰
に
も
「
西
洋
的
」
「
近
代
的
」

な
概
念
に
見
え
る
が
ダ
マ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
第
一

期
の
「
私
小
説
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
同
じ
、
き
わ
め
て
「
日
本
的
」
「
求

道
的
」
精
神
に
よ
っ
て
、
「
私
小
説
」
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
あ

た
り
に
「
私
小
説
論
」
の
複
雑
さ
、
良
さ
も
厄
介
さ
も
あ
る
の
だ
、
と
。

こ
う
し
た
認
識
を
核
に
し
て
、
勝
又
の
新
し
い
「
私
小
説
」
論
展
開
は

〈
駐
七
）

さ
ら
に
深
ま
り
を
見
せ
て
い
く
。
一
九
九
○
年
、
「
私
小
説
論
ノ
ー
ト
」

で
は
第
一
期
「
私
小
説
」
は
志
賀
直
哉
と
小
林
多
喜
二
と
い
う
「
奇
蹟
的

な
自
我
」
の
完
成
、
も
し
く
は
虐
殺
に
よ
っ
て
終
わ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、

そ
こ
か
ら
新
た
に
「
第
二
期
の
私
小
説
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
も
は

や
志
賀
直
哉
や
小
林
多
喜
二
に
は
な
れ
な
い
」
人
々
の
「
私
」
、
及
び
「
私

小
説
」
の
格
闘
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
告
げ
る
。
こ
う
し
た
理
解
が
こ
れ
ま

で
見
た
よ
う
な
中
島
敦
読
解
の
仕
事
と
深
く
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
勝
又
浩
は
、
藤
枝
静
男
か
ら
、
大
庭
み
な
子
ま
で
を
引
き
な
が

5６

Hosei University Repository



｢狼疾」の使命

そ
し
て
今
も
な
お
勝
又
浩
の
「
新
し
い
私
小
説
論
」
検
討
は
精
力
的
に

続
い
て
い
る
。
そ
の
頼
も
し
い
協
力
者
、
継
承
者
が
梅
澤
亜
由
美
氏
ら
「
法

政
大
学
大
学
院
私
小
説
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
二
○
○
○
年
か
ら
は
研
究
誌
『
私
小
説
研
究
』
と
い
う
活
動
の

舞
台
も
整
い
、
い
ま
や
そ
の
発
行
も
十
号
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
「
研

究
会
」
の
大
き
な
達
成
の
一
つ
が
「
ア
ジ
ア
文
化
と
の
比
較
に
見
る
日
本

の
「
私
小
説
」
ｌ
ア
ジ
ア
諸
言
語
、
英
語
と
の
翻
訳
比
較
を
契
機
に
」
で
あ
る
。

（
駐
八
）

そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
「
ア
ジ
ア
の
な
か
の
私
小
説
」
で
勝
又
は
、
中
国
や

韓
国
で
今
ま
さ
に
産
声
を
あ
げ
て
い
る
「
私
小
説
」
た
ち
に
も
具
体
的
に

ら
「
日
本
の
社
会
化
さ
れ
た
私
」
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
と
そ
の
可
能
性

に
向
け
て
、
大
き
く
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
「
私

小
説
」
が
「
自
我
が
常
に
他
者
と
対
時
す
る
よ
う
な
西
欧
近
代
小
説
」
か

ら
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
常
に
「
世
界
モ
デ
ル
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
「
本

格
小
説
」
か
ら
見
れ
ば
「
ム
ダ
話
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
も
無
理
は
な
い
。

「
私
小
説
」
は
「
い
つ
も
何
か
を
つ
く
る
と
見
せ
て
は
壊
し
、
壊
し
た
か

と
見
え
て
は
雲
に
隠
れ
て
ち
ゃ
ん
と
あ
る
と
い
う
、
ま
る
で
絵
巻
物
の
よ

う
に
横
す
べ
り
し
た
展
開
ば
か
り
」
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
「
自
我
な
ど

は
関
係
性
の
中
で
た
え
ず
揺
ら
ぎ
変
容
す
る
の
だ
と
皆
が
体
感
し
て
い
る

よ
う
な
伝
統
の
文
学
」
の
「
究
寛
」
は
や
は
り
「
構
築
」
に
は
な
く
、
む

し
ろ
「
空
無
」
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

思
え
ば
「
反
動
的
」
と
の
あ
り
う
べ
き
批
判
を
も
覚
悟
し
た
、
ま
さ
に

果
敢
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
こ
の
論
で
は
じ
め
て
「
私
小
説
」

を
成
り
立
た
し
め
る
「
日
本
語
表
現
」
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と

も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

勝
又
浩
の
こ
れ
ま
で
の
「
遍
歴
」
、
そ
の
重
層
的
な
仕
事
に
流
れ
て
い

る
も
の
の
「
本
流
」
だ
け
を
な
る
べ
く
簡
潔
に
呼
び
当
て
て
み
た
い
、
そ

う
願
い
な
が
ら
、
わ
た
し
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
こ
と
を
語
り
残
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
お
新
し
い
展
開
を
見
せ
続
け
て
く
れ

て
い
る
氏
を
信
じ
て
、
今
は
も
う
お
と
な
し
く
引
き
下
が
ろ
う
。

た
だ
最
後
に
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
あ
え
て
ひ
と
こ
と
一
一
一
一
口
え
ば
、

勝
又
浩
の
批
評
精
神
、
そ
の
批
評
的
「
私
」
の
形
成
過
程
に
は
今
ま
で
見

た
よ
う
な
多
く
の
も
う
ひ
と
つ
の
精
神
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
思
う
。
中
島
敦
や
小
林
秀
雄
を
は
じ
め
多
く
の
作
家
、
批
評
家
、

編
集
者
た
ち
。
小
田
切
秀
雄
、
久
保
田
正
文
を
は
じ
め
と
す
る
「
先
生
」

た
ち
、
友
人
た
ち
。
「
私
小
説
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

「
弟
子
」
た
ち
。
あ
る
い
は
勝
又
が
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
評
者
と
し
て

の
任
を
負
い
続
け
て
い
る
同
人
雑
誌
の
書
き
手
た
ち
。
そ
し
て
今
や
ア
ジ

ア
に
も
世
界
に
も
広
が
る
「
私
小
説
」
の
書
き
手
と
そ
の
理
解
者
た
ち
。

勝
又
の
批
評
的
「
私
」
は
そ
の
「
狭
さ
」
に
耐
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、

む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
う
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
「
私
」
、
「
精
神
」
の
深
奥

に
出
会
う
言
葉
で
読
み
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
書
く
も
の
の
責
任
」
。
韓
国
の
「
私
小
説
」
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
近

目
を
配
り
な
が
ら
、
「
近
代
市
民
社
会
成
熟
」
の
過
程
で
「
私
小
説
」
と

「
私
小
説
」
の
精
神
と
が
必
要
と
さ
れ
て
行
く
意
味
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
」

が
書
か
れ
る
「
必
然
」
に
つ
い
て
、
よ
り
広
く
新
し
い
視
野
を
獲
得
し
な

が
ら
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

四
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註註註
一一

＝－￣

「
芭
蕉
は
ひ
と
り
で
芭
蕉
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
」

勝
又
が
た
と
え
ば
そ
ん
な
言
葉
を
愛
す
る
の
も
、
同
人
雑
誌
批
評
を
大

切
に
し
て
い
る
の
も
、
き
っ
と
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い

の
だ
。
そ
こ
に
は
若
き
日
の
勝
又
浩
が
『
李
陵
』
に
見
た
よ
う
な
、
い
く

つ
も
の
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
世
界
構
図
」
へ
の

夢
が
、
今
は
よ
り
成
熟
し
た
実
感
を
も
っ
て
願
わ
れ
て
い
る
、
そ
う
言
っ

た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

年
の
勝
又
は
そ
う
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ひ
と
つ
の
精
神
が
か
た
ち

づ
く
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
「
無
名
性
」
の
そ
れ
を
も
含
め
て
、
こ
う
し
た

多
く
の
出
会
い
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、
た
と
え
ば

「
引
用
す
る
精
神
』
の
大
切
な
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
思

い
出
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
小
田
切
秀
雄
の
あ
の
「
知
識
人
の
責
務
」
と
い

う
呼
び
声
も
、
ま
た
遠
く
重
な
り
、
聴
こ
え
て
く
る
。

た
と
え
ば
作
家
も
批
評
家
も
、
何
の
理
由
に
よ
っ
て
か
「
文
学
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
を
か
つ
て
読
み
、
そ
こ
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
「
文
学
に
似
た

も
の
」
を
書
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
。
そ
し
て
そ
の
資
質
や
能
力
の
及
ぶ

範
囲
で
あ
り
う
べ
き
「
文
学
」
を
探
し
て
、
「
文
学
そ
の
も
の
」
へ
と
近

づ
い
て
行
こ
う
と
努
力
を
重
ね
て
行
く
。
し
か
し
そ
う
し
た
た
ゆ
む
こ
と

の
な
い
努
力
の
継
承
だ
け
が
「
文
学
」
と
い
う
概
念
を
同
時
に
、
し
か
も

唯
一
支
え
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

「
毎
日
新
聞
』
「
文
芸
時
評
」
一
九

発
表
時
副
題
は
、
「
中
島
敦
に
よ
っ

「
日
本
文
学
』
一
九
六
九
年
五
月
。

芸
時
評
」
一
九
七
四
年
五
月
二
四
日
付
。

「
中
島
敦
に
よ
る
私
小
説
論
の
試
み
」
。

註
四
「
た
た
か
う
教
養
ｌ
追
想
・
小
田
切
秀
雄
」
ｓ
小
田
切
秀
雄
研
究
」
二

○
○
一
年
一
○
月
所
収
）

三
人
の
先
生
小
田
切
秀
雄
・
久
保
田
正
文
」
に
も
再
録
。

註
五
こ
の
「
私
小
説
」
論
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
論
」
で
は
な
く
、
「
私

小
説
に
つ
い
て
』
（
一
九
三
四
年
）
。

註
六
「
小
林
秀
雄
ｌ
自
意
識
の
方
法
」
（
「
群
像
」
一
九
八
三
年
五
月
）
及
び

「
小
林
秀
雄
『
私
小
説
論
」
の
問
題
」
（
『
昭
和
文
学
研
究
」
第
八
集

後
に
「
自
意
識
の
行
方
ｌ
小
林
秀
雄
」
と
改
題
さ
れ
て
「
求
道
と
風
狂
』

所
収
。

註
七
も
と
も
と
は
一
九
九
○
年
五
月
、
日
本
近
代
文
学
会
春
季
大
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
の
基
調
報
告
を
『
日
本
近
代
文
学
」
第
四
三
集
、
一
九
九

○
年
一
○
月
に
発
表
。

註
八
『
私
小
説
研
究
」
第
九
号
、
二
○
○
八
年
四
月
に
も
掲
載
。

（
や
ま
う
ち
よ
う
・
通
信
教
育
部
講
師
）
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