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沖
縄
の
近
代
文
学

岡

本

恵

'iilii 
l，じ、

「
沖
縄
学
市
民
講
座
」
で
、
寸
沖
縄
の
近
代
文
学
」
と
い
う
題
名
で
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

の

「
沖
縄

の
近
代
文
学
」
と
い
う
題
名
を
設
定
す
る
こ
と
に
、
最
初
、
多
少
の
迷
い
が
あ
っ
た
u

そ
の
迷
い
と
い
う
の

は
、
実
は
、

こ
の
「
沖
縄
の
近
代
文
学
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
以
前
質
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ

っ
て
、
そ
の
質
問
の
内
容
は
、

日
本
の
近
代
文
学
の
中
に
、
特
に
「
沖
縄
の
」
近
代
文
学
と
区
別
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
特
質
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
質
問
に
充
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
で
も

ま
だ
充
分
に
そ
れ
に
答
え
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
る

U

こ
の
あ
と
、
外
間
守
善
さ
ん
が
話
さ
れ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
沖
縄
の
古
典
文
学
の
場
合
に
は、

は
っ
き
り
し
た
特

質
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
ω

ま
ず
第
一
に
公
現
す
る
言
葉
が
本
土
の
場
合
と
違
う

u

さ
ら
に
、
文
学
の
形
式
が
違
っ
て

い
る
し
、
沖
縄
の
文
学
は
、
沖
縄
の
文
学
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
内
的
に
発
民
し
て
き
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

υ
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で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
沖
縄
の
文
学
、
あ
る
い
は
琉
球
の
文
学
と
し
て
体
系
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

304 

ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
近
代
文
学
と
し
て
、
明
治
以
後
の
文
学
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
体
系
化
が
可
能

か
ど
う
か
と
い
う
点
で
迷
い
が
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

言
葉
に
つ
い
て
言
え
ば
、
明
治
以
後
の
文
学
は
琉
歌
な
ど
の
伝
統
的
な
も
の
を
別
に
し
て
言
え
ば
、
全
て
共
通
話
で

表
現
さ
れ
て
い
て
と
く
に
違
い
が
み
ら
れ
な
い
。
文
学
の
形
式
に
し
て
も
、
詩
に
し
て
も
小
説
に
し
で
も
あ
る
い
は
短

歌
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
明
治
以
後
沖
縄
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
沖
縄
独
自
の
も
の
と
は
言
え
な
い

0

．
さ
ら
に
、
沖
縄

の
明
治
以
後
の
文
学
が
、
そ
れ
な
り
に
、
独
自
な
内
的
な
発
展
を
し
め
し
て
き
た
か
、
と
い
う
と
そ
う
い
う
形
跡
も
乏

つ
ま
り
表
現
の
上
で
も
形
式
や
発
展
の
道
筋
の
上
で
も
、
特
に
「
沖
縄
」
と
冠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

し
し、

も
の
は
、
作
品
を
読
む
か
ぎ
り
、
表
面
か
ら
は
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
O
J

そ
う
す
る
と
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
「
近
代
文
学
」
と
し
て
の
体
系
が
つ
く
ら
れ
る
か
と
い
う
、
大
ホ
刀
、
附
難
な
問
題

に
ぶ
つ
つ
か
る
わ
け
で
あ
る

U

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
「
沖
縄
の
近
代
文
学
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
特
別
な
も
の
は
な
い
、
と
い
え
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
い
い
き
る
こ
と
に
も
、
少
し
た
め
ら
い
が
残
る
u

と
い
う
の
は
、
も
の
の
考
え
方
や
発
想
の
仕

方
な
ど
、
表
現
の
そ
の
根
’
底
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
沖
紺
の
特
有
な
も
の
が
見
出
せ
る
よ
う
な
気
も
す

る
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
押
え
て
み
て
い
く
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
体
系
が
と
り
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

気
も
す
る
の
で
あ
る
u



そ
れ
で
は
、

つ
ま
り
も
の
の
考
え
方
や
発
想
な
ど
表
現
の
根
底
に
あ
る
沖
縄
特
有
の
も
の
と
は

と
い
う
こ
と
を
と
り
だ
そ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
む
そ
れ
を
一
つ
の
体
系
を
も
っ
た

そ
れ
は
何
な
の
か
、

何
な
の
か
、

形
と
し
て
さ
し
示
す
こ
と
が
、
今
の
所
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、

だ
か
ら
、
沖
縄
の
近
代
文
学
と
い
う

形
で
体
系
化
す
る
の
は
大
変
魅
力
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、

そ
こ
で
迷
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
υ

一
応
、
「
沖
縄
の
近
代
文
学
」
と
題
目
を
設
定
し
た
け
れ
ど
も
、

目
も
確
た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

」
こ
で
は
、

今
述
べ
た
よ
う
な
わ
け
で
、

」
の
題

さ
て
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
沖
縄
の
近
代
文
学
が
体
系
化
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
さ
え
、
は
っ
き
り
し
な
い
状
態

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
に
つ
い
て
の
調
査
や
研
究
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た

一
つ
の
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

こ
と
に
、

五
指
に
み
た
な
い
状
態
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
を
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
取
り
あ
げ
て
検
討
し
た
も
の
は
、
本
当
に
数
少
な
い
ω

学文代近の縄出
叩

そ
の
な
か
で
、
最
も
古
く
て
代
表
的
な
も
の
と
言
う
と
金
城
朝
永
さ
ん
が
書
か
れ
た
「
琉
球
に
取
材
し
た
文
学
」
と

い
う
こ
と
に
な
る

Q

こ
れ
は
、
戦
後
東
京
に
「
沖
縄
文
化
協
会
」
が
で
き
て
、
昭
和
二
十
三
年
と
い
う
戦
後
の
早
い
時

期
に
『
沖
縄
文
化
』
と
い
う
機
関
誌
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
の
『
沖
縄
文
化
』
の
創
刊
号
か

ら
、
十
四
号
に
か
け
て
、
十
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
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金
城
さ
ん
は
、
こ
の
「
琉
球
に
．
取
材
し
た
文
学
」
の
冒
頭
に
「
沖
縄
を
舞
台
に
し
た
り
あ
る
い
は
沖
縄
人
を
主
人
公

に
し
た
文
芸
作
品
の
う
ち
か
ら
主
と
し
て
小
説
や
詩
を
紹
介
」
す
る
と
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
江
戸
時
代
の
沌
沢
馬
琴
の

「
格
説
弓
張
月
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
か
ら
、
最
後
の
昭
和
二
十
三
年
一
月
の
『
文
学
界
』

3り6

に
発
表
さ
れ
た
火
野
葦
平

の
「
歌
姫
」
ま
で
、
数
多
く
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
色
々
と
考
察
を
加
え
て
い
る
凶

こ
の
論
文
は
そ
の
中
に
、

た
と
え
ば
広
津
和
郎
の
「
さ
ま
よ
へ
る
琉
球
人
」
と
か
、
久
志
芙
沙
子
の
「
滅
び
ゆ
く
琉

球
女
の
手
記
」
な
ど
重
要
な
作
品
を
紹
介
し
て
お
り
、
大
変
貴
重
な
文
献
で
あ
る
υ

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に

い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
弓
張
月
」

か
ら
「
歌
姫
」

と
い
う
よ
う
に
、
沖
縄
の
人
の
作
品
、た
け
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
沖
縄
の
近
代
文
学
に
つ
い
て
体
系
的
な

検
討
を
加
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ω

次
に
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
い
う
と
、

太
凶
良
博
さ
ん
の
、
「
沖
縄
文
抑
史
」

が
あ

る
u

こ
れ
は
『
沖
縄
文
学
』
の
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
沖
縄
文
学
』
は
、

一
九
冗
六
年
、
大

城
立
船
、
太
田
良
博
、
新
川
明
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
結
成
し
た
「
沖
縄
文
学
の
会
」
の
機
関
誌
で
、
そ
の
吋
沖
縄
文

学
』
の
創
刊
号
に
、
太
田
さ
ん
が
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
の
状
況
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
υ

し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ

の
当
時
の
作
家
と
作
品
の
紹
介
、

大
ま
か
な
動
向
を
紹
介
す
る
程
度
で
、

そ
の
う
え
、
「
そ
の
一
」
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
、
途
中
ま
で
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
臼

こ
の
「
沖
縄
文
壇
史
」
の
次
に
、

章一回
か
れ
た
も
の
に
、
大
城
立
裕
さ
ん
の
「
文
芸
の
人
た
ち
」
が
あ
る
u

こ
れ
は、



一
九
六
七
年
、
『
琉
球
新
報
』
に
、
「
沖
縄
百
年
」

と
題
し
て
連
載
し
た
も
の
の
一
部
で
、

の
ち
に
、
「
近
代
沖
縄
の
歩

み
し
（
太
平
山
版
社
刊
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ω

」
の
「
文
芸
の
人
た
ち
」
は
、

お
お
よ
そ
太
山
良
博
の
「
沖

縄
文
壇
史
」
を
ふ
ま
え
て
い
て
、
内
科
的
に
軍
複
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
と
あ
た
ら
し
い
も
の
は
な
い
臼

「
琉
球
に
取
材
し
た
文
学
」
「
沖
縄
文
附
一史
」
「
文
芸
の
人
た
ち
」
の
三
筋
が
、
今
の
所
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
に

つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
、
明
治
以
後
の
文
学
を
調
べ
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
、
明
治
以
後
の
沖
縄
の
文
学
に
つ
い
て
調
査
や
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
現
十
代
の
休
系
化
の
困

難
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
白

・
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
調
査
や
研
究
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
と
、
こ
れ
に
は

い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る

U

そ
の
一
つ
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
沖
組
が
焼
土
と
化
し
、
資
料
が
散
逸
し
て
入
子
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先

に
あ
げ
た
、
「
沖
縄
文
壇
史
」
に
し
て
も
「
文
芸
の
人
た
ち
」

に
し
て
も
、

資
料
に
も
と
、
つ
い
て
の
記
述
で
は
な
く
、

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
υ

こ
の
よ
う
に
、
文
献
資
料
が
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
は
、
↓
調
十
宵
．
・
研
究
が

沖縄の近代文学

多
く
は
記
憶
に
頼
る
、
す
な
わ
ち
、
聞
き
書
き
に
よ
る
証
言
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
文
献
資
料
に
よ

っ
て
確
認

進
ま
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
思
う
u

次
に
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
近
代
文
学
研
究
の
あ
り
か
た
の
問
題
が
あ
る
υ

こ
れ
は
、
日
本
の
近
代
文
学
研
究
の

動
向
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
近
代
文
学
研
究
と
い
う
と
、
す
ぐ
れ
た
作
家
、
た
と
え
ば
い
足
目
激
石
、

3υ7 



森
鴎
外
、
芥
川
、
太
宰
な
ど
、
有
名
な
作
家
、
す
ぐ
れ
た
作
家
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
無
名
の
作
家
や

308 

作
品
は
か
え
り
み
ら
れ
な
い
、
そ
の
た
め
に
作
品
も
う
し
な
わ
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
場
合
が
多
か
っ
た
。
さ
ら

に
そ
れ
に
付
随
し
て
地
方
在
住
の
作
家
が
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

近
代
文
学
研
究
が
、
こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
作
家
や
作
品
に
集
中
す
る
の
は
、
近
代
文
学
の
も
つ
某
本
的
な
性
格
に

よ
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
臼
わ
れ
わ
れ
が、

一
人
の
作
家
や
作
品

に
関
心
を
も
つ
の
は
、

一
個
の
人
間
と
し
て
、
個
と
し
て
作
家
や
作
品
に
接
す
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
、

た
と
え

ば
藤
村
が
長
野
の
出
身
で
あ
る
と
か
、
太
平
が
津
軽
の
出
身
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
、
作
家
の
出
身
地
に
よ

っ
て

感
動
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、

一
つ
の
作
品
に
か
か
わ
る
際
に
、
そ

の
作
者
の
出
身
地
が
ど
こ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
念
頭
に
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
作
品
の
主
人
公
に
お
い
て
も
同
様
で
、

た
と
え
ば
、
有
名
な
作
品
で
あ
る
激
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
取
り
あ

げ
て
み
て
も
、
そ
の
作
品
の
主
人
公
と
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
「
先
生
」
の
出
身
が
ど
こ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど

問
題
に
な
ら
な
い
。
作
品
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
「
先
生
」
の
出
身
地
が
新
潟
県
で
、

奥
さ
ん
の
方
は
、

父
親
が
鳥

取
で
母
親
が
江
戸
の
出
身
、

い
わ
ば
「
あ
い
の
こ
」
み
た
い
な
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
っ
き
り
か
か
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
読
者
に
は
、

そ
の
こ
と
が
全
く
印
象
に
残
ら
な
い
。
出
身
地
が
ど
こ
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
も
の

で
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
出
身
と
は
か
か
わ
り
な
く

「
先
生
」
の
一
個
の
人
間
と
し
て
の
生
き
方
、
非
常



に
倫
理
的
な
、

ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
き
方
と
い
う
も
の
を
、
読
者
の
方
で
白
分
に
ひ
き
つ
け
て
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し

て
考
え
、
感
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
作
品
「
こ
こ
ろ
」
の
作
者
で
あ
る
激
石
に
関
心
が
ひ
ら
か
れ
、
更
に
そ
の
こ
と
を
通
し
て
激

石
の
生
き
た
時
代
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
激
石
と
い
う
作
家
や
、
激
石
の
生
き
た
時
代
に
関
心

を
持
ち
、
少
し
調
べ
た
り
研
究
し
た
り
し
よ
う
と
い
う
動
機
は
こ
う
し
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
が
近

代
文
学
研
究
の
普
通
の
形
で
あ
ろ
う
と
思
う

Q

つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
、
作
者
が
ど
こ
の
出
身
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
ず
、
自
己
の
あ
り
か

た
を
、
作
者
あ
る
い
は
作
品
の
あ
り
か
た
に
直
接
に
向
き
あ
わ
せ
て
、
そ
こ
に
感
動
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な

つ
な
が
り
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
υ

と
こ
ろ
で
、

そ
の
点
か
ら
、
明
治
以
後
の
沖
縄
の
文
学
に
つ
い
て
み
る
と
、
残
念

な
が
ら
そ
う
い
う
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
作
家
は
少
な
い
。
も
し
、
そ
う
い
う
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な

作
家
が
多
数
い
た
な
ら
ば
、
沖
縄
の
近
代
文
学
研
究
も
も
っ
と
進
展
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
な
っ

て
い
な
い
。
詩
人
の
山
之
口
裂
に
関
し
て
は
、

い
ろ
い
ろ
と
調
べ
ら
れ
た
り
、
論
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

沖縄の近代文学

山
之
口
貌
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
以
上
に
沖
縄
の
近
代
文
学
研
究
に
ま
で
広
が
ら
な
い
状
況
な
の
で
あ
る

Q

私
事
を
述
べ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
大
変
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
も
か
つ
て
は
や
は
り
沖
縄
の
近
代
の
文
学
を
調
査
し
た

り
、
研
究
し
た
り
し
よ
う
と
い
う
気
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
ο

東
京
で
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
、
比
嘉
春
潮
先
生

の
宅
で
聞
か
れ
て
い
た
、
沖
縄
惟
史
研
究
会
に
加
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
府
で
、
金
城
朝
永
さ
ん
の
「
琉
球
に
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取
材
し
た
文
学
」
の
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
沖
縄
の
近
代
の
文
学
を
調
べ
る
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
と
き
は
、

し
か
し
沖
縄
の
近
代
文
学
を
調
べ
て
人
ょ
う
と
い
う
意
欲
が
わ
か
な
か
っ
た

Q

先
科
ふ
れ
た
よ
う
な
、

310 

い
わ
ば
一
個
の
人
間
と
し
て
自
分
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
作
家
が
い
な
い
、
と
い
う
の
が
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た

Q

そ
れ
よ
り
も
、

マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
卜
と
い
わ
れ
た
り
、
確
か
に
一
流
の
作
家
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
個
人
的
に
は

関
心
を
強
く
持
っ
て
い
た
椛
井
某
一
次
郎
の
方
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
、

む
し
ろ
そ
っ
ち
の
方
を
調
べ
た
い
と
思
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

や
が
て
沖
縄
に
仰
っ
て
、
沖
縄
の
復
帰
運
動
が
雌
ん
に
な
る
な
か
で
、
沖
縄
と
い
う
も

の
を
捉
え
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
風
潮
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、
あ
ら
た
め
て
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
作
者

た
ち
が
、
あ
の
か

つ
て
な
い
市
史
の
な
か
で
何
を
考
え
、
何
を
支
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
心

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
u

そ
し
て
、
そ
の
手
始
め
に
、
作
品
を
集
め
て
み
よ
う
と
思
い
た
っ
て
、
次
第
に
こ
の
仕
事
に

入
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
職
場
で
の
研
修
で
、
東
京
に
一
年
滞
京
す
る
機
会
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
と
さ
、
外
間
作
す
許
さ
ん

の
強
い
示
唆
も
あ
っ
て
、
木
股
を
入
れ
て
取
り
組
む
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る

U

で
あ
る
か
ら
、
私
の
沖
縄
の
明
治
以

後
の
文
学
に
つ
い
て
の
閃
心
は
、
あ
る
作
家
に
関
心
を
持

っ
た
り
、
感
動
を
う
け
た
り
し
て
、
そ
れ
を
契
機
に
調
査
し

た
り
研
究
し
た
り
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、
明
治
以
後
の
作
家
た
ち
が
、
沖
縄
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
と

い
う
よ
う
な
、
意
織
の
あ
り
か
た
に
関
心
が
傾
い
て
い
た
の
で
、
文
学
研
究
と
し
て
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で

は
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
思
想
史
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
こ
で
急
い
で
こ
と
わ
っ
て
お
く
と
、

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
沖
縄
の
近
代
文
学
を
研
究
す
る

こ
と
は
、

そ
れ
な
り
に
市
要
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
し
、

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
沖
縄
の
近
代
文
学
の
研
究

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
近
代
文
学
研
究
は
中
央
中
心
主
義
と
い
う
か
、
つ
ま
り
東
京
で
活
動
し
東
京
の
文
明

で
活
躍
す
る
人
た
ち
で
な
い
と
古
川
く
評
価
し
た
り
あ
る
い
は
研
究
の
対
象
と
し
な
い
傾
向
が
強
い
。
そ
し
て
、
地
方
で

作
家
活
動
を
す
る
、
あ
ま
り
有
名
で
は
な
い
作
家
は
無
視
さ
れ
る
傾
き
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
で
い
ろ
い
ろ
と
創
作
活
動
を
続
け
て
い
る
人
述
も
、

や
が
て
東
京
に
出
て
東
京
で
創
作
活
動
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
現
花
で
は
、
沖
縄
で
、
大
城
立
裕
が
創
作
活
動
を
続
け
て
い
る
し
、
長
野
の
丸
山
健
二
、
長
崎
の

野
呂
邦
勝
、
先
頃
ま
で
奄
美
の
名
瀬
市
に
お
ら
れ
た
向
尾
敏
雄
な
ど
と
い
う
例
が
で
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大
変

数
が
少
な
く
珍
ら
し
い
例
で
あ
る
。
東
京
中
心
主
義
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
崩
れ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど

も
、
や
は
り
東
京
中
心
の
傾
向
は
、
依
然
と
し
て
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と

い
う
戦
前
の
場
合
は
、

一
一
層
強
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

沖縄の近代文学

そ
う
い
う
文
府
中
心
の
風
潮
の
中
で
、
各
地
に
、
懸
命
に
な
っ
て
創
作
活
動
を
続
け
て
い
た
人
述
、
無
名
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
人
達
の
な
か
に
す
ぐ
れ
た
可
能
性
を
持
っ
た
人
た
ち
が
い
た
の
で
は
な
い
か
、
叫
ん
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
埋
も
れ
た
人
述
の
作
品
を
振
り
お
こ
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
次
第
に
そ
う
い
う
気

持
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
作
家
が
見
出
せ
る
か
ど
う
か
、
今
の
所
、

は
っ
き
り
し
た
見
通
し
が
た
つ
て
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い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
沖
縄
の
文
学
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
も
大
切
な
仕
事
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
が
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唯
今
の
状
態
で
あ
る

Q

と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
う
い
う
掘
り
起
こ
す
作
業
を
す
る
に
し
て
も
、
文
献
資
料
が
な
い
と
い

う
こ
と
が
陸
路
に
な
っ
て
い
て
、
調
査
が
は
か
ど
ら
な
い
よ
う
な
状
況
で
、
従
っ
て
之
し
い
資
料
で
も
っ
て
全
体
を
覆

っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
危
険
は
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
絶
え
ず
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
戒
し

て
い
る
次
第
で
あ
る
。

私
が
沖
縄
の
近
代
文
学
調
査
を
行
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
た
の
は
、
沖
縄
本
’品
・
那
覇
中
心

で
あ

っ
て
、
奄
美
や
宮
古
や
人
前
一
一
山
な
ど
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
調
査
を
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
私
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
沖
縄
の
近
代
文
学
を
体
系
化
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
片
手
落
ち
で
あ
る
し
、
先
に
東
京
中
心
主
義
と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
れ
と
同
質
の
も
の
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
。
今
後
は
宮
古
・
八
章
一山
の
文
学
活
動
の
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
た
上
で
、
沖
縄
の
文
学
活
動
を
と

ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
先
程
ふ
れ
た
よ
う
に
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
そ
こ
ま
で
調
査
が
行
き
届
い
て
い

な
い
の
で
、
今
同
の
報
告
は
沖
縄
本
’
品
、
と
く
に
那
覇
を
中
心
と
し
た
文
学
の
状
況
に
と
ど
め
て
宮
古
・
八
東
山
の
文

学
状
況
の
調
査
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

さ
て
、
次
に
、
そ
れ
で
は
、
沖
縄
の
明
治
以
後
の
文
学
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
具
体
的

に
と
り
あ
げ
て
報
告
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
文
学
活
動
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
お
お
よ
そ
の
状
況
を
紹
介



し
て
お
く
ο

明
治
以
後
の
沖
縄
の
文
学
の
状
況
は
、

ほ
ぼ
三
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
o

J

第
一
の
時
期
は
、
明
治
三
十
五
、
六
年

以
前
、
近
代
以
前
の
古
い
形
式
と
内
容
の
文
学
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
、
新
し
い
内
容
と
形
式
を
も
っ
文
学
が
目
立
ち
は

じ
め
る
時
刻
。
第
二
の
時
期
は
、
そ
の
後
、
明
治
三
十
五
、
六
年
頃
か
ら
、
大
正
の
十
年
頃
ま
で
、
近
代
文
学
の
環
念

や
方
法
が
定
着
し
て
く
る
時
期
υ

そ
し
て
、
大
正
十
年
以
降
昭
和
十
年
代
に
い
た
る
、
山
之
口
敏
や
そ
の
他
す
ぐ
れ
た

作
者
が
登
場
し
て
く
る
第
三
の
時
期
、
と
い
う
ふ
う
に
区
分
で
き
る
。

こ
れ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
便
宜
的
な
区
分
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
文
学
の
状
況
を
大
ま
か
に
見
る

た
め
の
区
分
で
あ
る
。
文
学
活
動
の
時
期
区
分
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
、
短
歌
と
小
説
の
問
で
、
短
歌
は
新
し
い
形

式
と
内
政
什
の
作
品
が
出
て
く
る
が
、
小
説
で
は
依
然
と
し
て
古
い
内
容
の
作
品
が
幅
を
き
か
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、

分
野
に
よ
っ
て
発
展
の
度
合
が
ち
が
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
文
学
作
品
で
、
何
が
新
し
く
何
が
古
い
か
と
い

う
こ
と
を
み
き
わ
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
区
分
は
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
合
む
の
で
あ

と
こ
ろ
で
、
実
は
、
こ
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
、
以
前
、

一
九
七
二
年
四
月
の
『
文
学
』
（
右
波
書
店
刊
、
第
門
0
1
G

沖縄の近代文学

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
時
期
区
分
も
一
応
の
便
宜
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
号
）
で
、
「
近
代
沖
縄
に
お
け
る
文
学
活
動
」

第
一
期
を
明
治
三
十
五
、
六
年
頃
ま
で
、
第

二
期
を
明
治
の
末
年
ま
で
と
し
、
第
三
期
を
大
正
の
初
め
頃
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
と
区
分
し
た
。
今
回
の
時
期
区
分

を
発
表
し
た
と
き
、

と
違
う
の
は
、
第
二
期
の
終
り
と
、
第
三
期
の
初
め
を
、
大
正
の
初
年
頃
に
し
た
点
で
あ
る
。
当
時
、
第
三
期
の
初
め
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を
大
正
の
初
年
頃
と
し
た
の
は
、
そ
の
頃
か
ら
小
説
が
脱
ん
に
書
き
だ
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
大
正
三
年
に
、
山
城
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正
忠
、
末
吉
麦
門
冬
、
山
間
有
幹
、
仲
吉
良
光
な
ど
が
同
人
雑
誌
『
五
人
』
を
出
し
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
沖
縄
で

も
同
人
雑
誌
が
盛
ん
に
な
る
の
で
、
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
兆
円
す
べ
き
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
と
し
て
以
上
の
二

点
に
着
目
し
て
第
三
期
の
始
ま
り
を
大
正
の
初
年
頃
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、

い
ろ
い
ろ
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
よ
り
も
、
大
正
十
年
頃
を
第
三
期
の
始
ま
り
と
し
た
方
が
よ
い
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た

Q

と
い
う
の
は
、
大
正
十
一
年
二
月
に
、
沖
縄
で
最
初
の
、
本
質
的
な
意
味
で
近
代
詩
の
詩
集
と
い

っ
て
よ
い
世
礼
国
男
の
吋
阿
且
の
か
げ
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
同

年
十
月
の
『
解
放
』
に
、
池
宮
城
積
宝
の
「
奥
間
巡
査
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
懸
賞
に
応
募
し
て
入

選
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
「
阿
日
一の
か
げ
』
「
奥
問
巡
査
．」
と
競
べ
て
み
る
と
、
こ
こ
に
沖
縄
の
近
代
の
文
学
が
確
実
に

定
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
若
干
つ
け
加
え
る
と
、
詩
人
の
山
之
口
敏
や
仲
村
渠
、
津
嘉
山
一
穂
な
ど
、
昭
和

期
に
活
躍
し
た
若
い
人
述
が
、
こ
の
前
後
に
上
京
し
て
文
学
活
動
を
始
め
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
う
い
う
点
を
考

え
る
と
、
大
正
初
年
を
第
三
期
の
初
め
と
す
る
よ
り
も
、
大
正
十
一
年
頃
か
ら
新
し
い
時
期
に
入
っ
た
と
す
る
方
が
、

よ
り
実
態
に
即
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
口
今
川
の
報
告
は
、

い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
上
に
た
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
展
望
の
も
と
で
、
次
に
、
具
体
的
な
各
々
の
時
期
の
文
学
の
様
子
を
作
品
を
紹
介
し
な
が
ら

と
り
あ
げ
た
い
。

第
一
期
の
明
治
三
十
五
、
六
年
頃
以
前
の
作
品
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。



い
と
ま
あ
れ
ば
と
く
来
て
見
ま
せ
我
や
ど
の
庇
の
さ
く
ら
の
咲
に
ほ
ふ
な
り

定
得
久
朝
位
（
明
治
一
二
十
一
年
円
月
十
七
日
『
琉
球
新
M
m
b

み
よ
し
の
ふ
古
貯
の
花
を
府
な
が
ら
に
見
る
こ
t
A

ち
す
る
院
の
而
か
な

沖
山
兼
綜
（
前
に
同
じ
）

ほ
の
か
な
る
月
の
ひ
か
り
に
見
え
初
ね
此
の
こ
ろ
ま
ち
し
う
め
の
は
つ
花

名
取
は
る
子
（
明
治
三
十

一
年
内
月
七
日
『
琉
球
新
開
』
）

野
は
雪
に
消
え
て
吹
出
す
木
の
芽
哉

瓢

笠
取
て
才
む
僧
や
初
桜

瓢

若
君
の
早
御
機
嫌
や
鶴
人
口

~ 
~ 

沖縄の近代文学

冠
に
鉢
巻
志
た
し
鶴
合

国
守

鷺
の
残
す
初
土
け
や
谷
の
氏

松
司i
Aい

（
明
治
一一
一十

一
年
冗
月
十
七
日
『
琉
球
新
版
巴

315 



明
治
三
十
五
、
六
年
以
前
の
文
学
作
品
と
い
う
と
お
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
短
歌
や
俳
句

316 

は
、
近
代
以
前
の
感
覚
の
も
の
で
あ
り
、
短
歌
と
い
う
よ
り
和
歌
と
よ
ん
だ
方
が
よ
い
と
い
え
そ
う
な
作
品
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は

一
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
十
五
、
六
年
以
前
の

作
品
は
ほ
と
ん
ど
全
て
が
、
こ
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る

Q

こ
こ
で
は
、
明
治
三
十
一
年
の
作
品
を
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
明
治
三
十
一
年
以
前
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ

う
な
作
家
と
作
品
が
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か
っ
て
い
な
い
。
現
在
残
っ
て
い
る

資
料
は
、
明
治
三
十
一
年
以
後
の
新
聞
で
、

そ
れ
以
前
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る

Q

し
か
し
、
明
治
三
十
一
年
頃
の
新
聞
を
み
る
と
、
作
品
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
、
同
好

会
、
た
と
え
ば

「
如
風
会
」
「
清
水
会
」
「
二
葉
社
」
「
カ
ラ
ス
会
」

な
ど
の
よ
う
な
同
好
者
が
集
ま
っ
て
つ
く
っ
た
作

品
を
新
聞
に
発
表
す
る
と
い
う
形
の
も
の
で
あ
る

Q

そ
れ
以
外
に
、
個
人
が
自
由
に
つ
く
り
発
表
す
る
か
た
ち
の
も
の

は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
明
治
三
十
一
年
以
前
、
明
治
二

0
年
代
も
、

お
そ
ら
く
そ
の
頃
と
同
じ
よ
う
に
、
同
好
の
結

社
を

つ
く
り
、
そ
こ
で
作
品
を
発
表
す
る
と
い
う
形
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
五
、
六
年
以
前
の
第
一
期
は
、
十
日
い
形
式
と
内
政
什
の
作
品
が
多
か
っ
た
が
、
新
し

い
形
式
の
も
の
も
、
ご
く
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
現
わ
れ
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
な
っ
さ
弓

弥
生
の
空
ハ



花
の
色

い
か
に
た
の
し
き

野
べ
行
け
ば

密
み
ち
み
ち
て

国
行
け
ば

お
の
が
飽
く
ま
で

あ
な
面
白
の
、
春
の
蝶
か
な
（
以
下
二
聯
略
）

（
明
治
三
十
三
年

一
月
二
十
一
日
『
琉
球
新
報
』
投
書
欄）

」
れ
は
、
「
胡
蝶
人
」
と
題
す
る
N

尊
英
子
μ

の
作
品
で
あ
る
υ

」
れ
が
、

い
わ
ゆ
る
詩
ら
し
い
詳
の
形
式
を
と
っ

た
作
品
の
初
見
で
あ
る

Q

明
治
の
新
体
詩
、
明
治
の
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
詩
形
式
を
学

ん
で
、

日
本
で
も
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
始
め
た
新
体
詩
が
、
明
治
の
三
十
三
年
頃
に
、
沖
縄
に
入

っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の

「
胡
蝶
人
」

は
投
書
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
だ
文
学
作
品
と
し
て
遇
さ
れ
て
お
ら
ず
一
つ

の
試
み
と
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
、
新
体
詩
の
影
響
を
う
け
た
作
品
が
、
次
々
と

あ
ら
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る

Q

か
ち
い
く
さ

神
風
子
作

一
、
に
し
き
の
み
は
た
を

ま
さ
き
に
さ
t
A

げ
て

ほ
う
え
ん
だ
ん
う
の

な
か
を
も
お
ぢ
ず

沖縄の近代文学317 



き
ん
じ
ゃ
う
て
つ
べ
き

う
J

、コ、、

b
b

よ
ノ
ナ
ヘ
S
7
4
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」
の
か
ち
い
く
さ

」
の
か
ち
い
く
さ

」
の
か
ち
い
く
さ

」
の
い
く
さ

（
明
治
一
一
一
十
三
年
二
月
十
一
日
『
琉
球
新
制
』
〉

右
は
、
始
め
て
、
「
新
体
詩
」
と
称
し
て
発
表
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
ω

」
の
歌
は
、

軍
歌
調
で
あ
り
、
唱
歌
と

い
う
か
、
歌
う
詩
で
あ
る
u

日
本
の
明
治
十
年
代
の
新
体
詩
が
、
多
く
歌
う
詩
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
、
軍
政
が
明
治
十

年
代
末
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
多
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
新
体
詩
も
、
当
時
の
新
体
詩
の
影
響
を
う
け
て
成
立

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

U

こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
五
、
六
年
以
前
に
は
、
古
い
伝
統
的
な
和
歌
や
俳
句
が
つ
く
ら
れ
る
一
方
、
新
体
詩
が
登

場
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
そ
れ
が
充
分
に
定
着
し
て
い
な
い
時
期
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
過
渡
則
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
υ

次
に
、
明
治
三
十
五
、
六
年
頃
に
な
る
と
、

よ
う
や
く
、

い
ろ
い
ろ
な
耐
に
新
し
い
動
き
が
で
て
く
る
u

次
は
そ
の

一
つ
の
例
で
あ
る
。

姉
討
の
部
屋
よ
り
も
れ
て
楠
の
花
に
う
つ
ら
ふ
夜
半
の
燈
火



（A
紅
女
、
明
治
：
一
十
五
年
五
月
十
五
日
『
琉
球
新
報
』
）

な
つ
か
し
き
別
れ
の
討
の
紫
の
、
綾
の
み
袖
の
こ
ぼ
れ
松
葉
よ

（
金
胤
女
史
、
明
治
一
一一
十
五
年
五
月
二
十
九
日

｜叶
イi

我
れ
そ
い
ム
ろ
悶
え
心
地
に
主
を
出
で
て
月
の
蓮
池
に
む
ね
お
さ
へ
泣
く

（
大
中

月
）｜｜ 

叫

明
治
三
十
五
年
七
月
十
五
日

fri] 
,{j 

右
の
例
な
ど
は
、
明
治
の
三
十
年
代
、

と
り
わ
け
明
治
三
十
三
年
か
ら
三
十
四
年
に
か
け
て
一
世
を
風
牒
し
た
い
わ

ゆ
る
「
明
星
派
」
の
影
響
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
υ

こ
の
、
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子

な
ど
の
「
明
星
派
」
は
、
明
治
の
短
歌
革
新
の
最
も
先
端
的
な
動
き
で
あ
っ
て
そ
の

μ響
を
う
け
た
作
品
が
あ
ら
わ
れ

は
じ
め
た
こ
と
は
、
沖
縄
に
も
よ
う
や
く
文
学
活
動
の
上
で
、
新
し
い
助
き
が
出
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

ょ
う
ω」

の
動
き
は
、

短
歌
だ
け
で
は
な
く
、

詩
の
面
で
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る

U

「
明
星
派
」
風
の
短
歌
と
杭
行
し
て
、

次
の
よ
う
な
詩
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
υ

沖縄の近代文ギ：319 



文
明
の
燈
台

独
立
独
歩
生
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広
き
宇
宙
の
其
中
に

よ
る
べ
き
も
の
は
な
き
ぞ
か
し

只
よ
る
も
の
は
我
の
外

よ
る
べ
き
も
の
は
な
き
ぞ
か
し
（
以
下
略
）

（
明
治
三
十
五
年
六
月
九
日
『
琉
球
新
報
』
〉

那
覇
の
港

痴
｝伝

那
一
副
の
湊
の
夕
ま
ぐ
れ

な
ぎ
さ
の
ほ
と
り
に
立
ち
出
で
L

大
海
原
を
な
が
む
れ
ば

彼
方
が
沖
に
夕
陽
の

影
は
の
こ
り
て
く
れ
な
い
に

浪
路
を
と
ほ
く
そ
め
わ
た
す
（
以
下
略
）

（
明
治
三
十
五
年
一一一
月
十
三
日
『
琉
球
新
報
』
〉



'H ー才晶

真

広
幡
慶
人

妹
と
二
人
が

子
を
ひ
き
て

そ
t
A

ろ
あ
り
き
の

ト
L

、，r
l
’－

↓J
h
U
レ
ト

何
心
な
く

う
つ
し
て
し

残
る
写
真
を

眺
む
れ
ば

姿
は
今
と

か
は
れ
ど
も

変
は
ら
ぬ
も
の
は

心
な
り
（
以
下
略
）

（
明
治
三
十
五
年
十
月
十
七
日
『
琉
球
新
報
』
）

以
上
は
こ
の
時
期
の
詩
の
例
で
あ
る
ν

内
容
は
散
文
的
と
い
う
か
、
き
わ
め
て
概
念
的
で
あ
り
、
稚
州
で
あ
る
が
、

明
治
十
年
代
の
日
本
の
新
体
詩
も
や
は
り
同
様
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
u

そ
れ
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
明

治
三
十
三
年
の
「
か
ち
い
く
さ
」

や
、
「
胡
蝶
人
」

に
く
ら
べ
て
い
く
ら
か
詩
意
識
の
発
展
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ

沖縄の近代文学

う
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
文
学
の
動
き
が
現
わ
れ
る
一
方
、
琉
歌
も
こ
の
時
期
の
文
芸
欄
で
割
合
数
多
く
発
去

さ
れ
て
い
る
υ

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
そ
の
例
で
あ
る
ω

321 



国
家
煙

322 

豊
か
な
る
御
代
や
山
山
番
小
屋
も
絶
間
な
い
ぬ
立
る
か
ま
の
け
ふ
り

佐
久
本
刷
版

豊
か
な
る
夫
代
や
山
凶
も
る
人
の
草
や
と
り
迄
も
け
ふ
り
た
ち
ゆ
さ

佐
久
本
喜
平

（
明
治
三
十
一
一
年
一
月
十
一
日
『
琉
球
新
地
』
〉

訓
盲
院
（
雑
題
）

氏
巾
琉
歌
会

む
の
む
た
ぬ
人
も
ひ
ら
き
行
夫
代
に
逢
ひ
は
ゆ
み
か
き
の
道
よ
ま
な
て

大
城
山
崎
長

御
慈
悲
あ
る
夫
代
や
む
の
む
た
ぬ
人
も
子
墨
学
問
の
道
よ
ひ
ら
ち

嘉
子
納
滋
行

（
明
治
凶
十
一一一
年
江
月
十
六
日
『
沖
縄
師
円
新
聞
』
）

作
品
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
琉
欣
は
、
全
体
と
し
て
、
新
時
代
を
一点
散
す
る
右
の



よ
う
な
傾
向
の
も
の
が
非
常
に
多
い
υ

「
盟
か
な
る
御
代
」
「
御
慈
悲
あ
る
御
代
」
と
い
う
語
葉
が
し
き
り
に
出
て
く
る

の
で
あ
る

Q

そ
の
理
由
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
当
時
の
新
聞
の
読
者
で
同
時
に
琉
歌
を
作
る
と
い
う
人

述
の
階
層
の
あ
り
か
た
、
そ
の
附
層
に
属
す
る
人
た
ち
の
時
代
に
適
合
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い

る
と
思
う
。
新
聞
の
購
読
者
層
と
い
う
の
は
、
明
治
に
お
い
て
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
部
分
は
中
産
や
上
流
に
胤

す
る
余
裕
の
あ
る
階
層
に
属
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
、
そ
し
て
そ
の
人
た
ち
が
最
も
先
に
新
時
代
に
適
合
し
て
い

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
を
こ
れ
に
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
琉
歌
に
対
し
て
、

一
方
で
は
琉
歌
本
来
の
口
論
の
歌
と
し
て
民
衆
の
生
活
に
即
応
し
た
琉
歌
も
数
多

く
よ
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
は
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
り
文
字
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
聞
な
ど
に
登
場
し
な
い
こ
れ
ら
の
民
衆
の
歌
が
「
御
慈
悲
あ
る
御
代
」
と
か

「曲
豆
か
な
る
御
代
」
な
ど
と
詠
ん
だ
か
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
は
大
変
興
味
の
あ
る
問
題
だ
と
思
う
。

明
治
も
こ
の
の
ち
四
十
年
代
に
入
る
と
、
新
し
い
文
学
の
動
き
は
、

よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
定
着
し
て
く
る
。

沖縄の近代文羊

竜
眼
は
草
に
こ
ぼ
れ
て
久
葉
の
葉
の
微
か
に
ふ
る
ふ
古
城
の
真

μ一

持
韻
（
明
治
四
十
二
年
一一一
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
巴

ゆ
ふ
ぐ
れ
の
仰
に
立
て
る
燈
台
の
如
く
に
山
く
物
を
思
へ
る
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山
城
正
忠
（
明
治
四
十
三
年
九
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
）

324 

黒
す
み
し
人
夫
の
影

か
な
七
く
も
我
を
追
ひ
っ
つ
秋
に
い
る
哉

芦
琴
（
明
治
四
十
四
年
九
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
）

歓
楽
の
極
か
悲
愁
の
其
は
て
か
五
日
の
生
命
は
生
き
し
暦
か

国
吉
紫
華
（
明
治
四
十
四
年
七
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
〉

の
ぼ
せ
た
る
頭
も
お
も
し
酒
倉
の
匂
ひ
も
ま
じ
へ
あ
か
き
声
す
る

浪
笛
（
明
治
問
十
五
年
二
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
）

熱
を
病
む
、
人
の
凝
視
の
た
よ
り
な
さ

今
、
君
に
知
る
、

悲
し
き
別
れ
。

奥
島
沖
－
小
山
（
明
治
凹
十
五
年
六
月
『
沖
組
何
日
新
山
」
）



な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
作
者
と
そ
の
作
品
で
あ
る
。
漂
韻
（
向
袋
全
発
〉
や
山
城
正
忠
、
長
浜
戸
琴
、
問
那
浪
筒
、

国
吉
紫
華
な
ど
は
、
そ
の
後
大
正
・
昭
和
の
沖
縄
の
短
歌
の
指
導
的
な
立
場
に
た
つ
人
た
ち
で
あ
る
が
、
前
の
、
明
治

ゴ
一十
五
、
六
年
頃
の
、
明
ら
か
に
「
明
以
派
」
の
影
響
を
う
け
た
作
品
と
較
べ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
新

し
い
感
党
を
も
ち
そ
れ
を
表
現
し
う
る
作
家
た
ち
が
設
場
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
則
が
、
新
し
い
文
学
活

動
の
定
干し
ね
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
も
了
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
、
中
央
の
歌
地
の
流
行
の
影
秤
を
ま
と
も
に
う
け
て
、
そ
れ
を
模
倣
す
る
作
品

が
み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

な
き
た
く
な
り
て
顔
を
し
か
め
ど
も

一
以
は
出
で
ず
。

可
笑
し
く
な
り
ぬ
。

頭
を
垂
れ
ヨ
ポ
ヨ
ボ
歩
く
自
分
が

妙
に
可
哀
そ
う
に
な
り

悲
し
く
な
り
ぬ
。

黒
鳩

（
明
治
四
十
円
午
八
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
〉

沖縄の近代文学325 



右
に
あ
げ
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
石
川
啄
木
の
影
響
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
模
倣
に
近
い
。

先
程
の
山
城
正
忠
の
「
燈
台
の
如
く
に
向
く
物
を
思
へ
る
」
の
よ
う
な
新
鮮
な
感
覚
を
一
万
す
表
現
が
み
ら
れ
る
一
方
で

32G 

は
、
こ
の
よ
う
な
稚
拙
な
模
倣
も
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。

次
に
俳
句
を
み
る
と
、
明
治
四
十
年
代
に
な
る
と
次
の
よ
う
な
俳
句
、
が
川
て
き
て
い
る
。

燃
え
尽
き
て
タ
に
な
り
ぬ
山
宋
き

磯
山
を
悦
き
下
し
け
り
海
の
ヘ
り

麦
門
冬

（
明
治
四
十
二
年
一．
刀
寸
沖
縄
毎
日
新
聞
』
）

竹
株
や
芭
サ
鉱
山
に
渡
る
風
の
冷

雨
風
の
肢
を
哀
れ
む
今
宵
か
な

紅
+xi 

（
明
治
問
十
二
年
九
月
寸
沖
紺
毎
日
新
聞
』
）

こ
れ
は
、
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
例
と
し
て
あ
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、

明
治
四
十
年
代
の
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
、

明
治
三
十
年
代
の
、

た
と
え
ば
先
に
引
用
し
た
、
「
野
は
雪
に
消
え
て
吹

出
す
木
の
架
か
な
」
「
笠
取
て
才
む
併
や
初
桜
」

な
ど
に
く
ら
べ
る
♂
格
段
に
新
鮮
な
感
覚
の
作
品
が
、

あ
ら
わ
れ
て



い
る
こ
と
が
前
ち
に
了
解
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
て
き
て
い
る

Q

こ
の
「
麦
門
冬
」
に
し
て
も
「
紅
梯
析
」
に
し
て
も
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
沖
縄
の
俳
句
界
の

指
導
者
と

L
て
活
陛
し
た
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
作
者
の
作
品
は
、
当
時
の
沖
縄
の
俳
培
の
水
準
か
ら
一
一
一
一
日

え
ば
、
非
市
に
尚
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
単
純
に
比
較
す
る
わ
げ
に
は
い

か
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
麦
門
冬
や
紅
梯
相
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
俳
句
作
者
た
ち
が
指
導
者
と
し
て
活

躍
し
始
め
た
、
明
治
山
十
年
代
と
い
う
時
期
は
、
文
学
活
動
の
状
況
を
入
る
う
え
で
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

次
に
詩

ι
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
と
、
明
治
四
十
年
代
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
現
わ
れ
て
い
る

Q

も
ち
ろ
ん
、狭

伐
の

L
I
E
D

H
1
J
、王～．，

考
4

安

日
暮
ゐ
れ
ば
、
吾
、
い
か
い
た
ま
し
き
廃
閑
に

寂f微白そ
し温銀こ
~ ~をのと
即日う i、；jj な
をえし 、 く
i曝さな F 光
らひ J;i さ
し行 l強2し
Tこくにき
り繊空ふた
葉I~ るり

g のむ九

日持 候す

沖縄の近代文学

（
明
治
四
十
四
年
一
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
）

327 



作
者
名
は
「
裂
琴
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
作
者
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
人
で
あ

っ
た
か
わ
か
ら
な
い
け

328 

れ
ど
も
、
こ
う
い
う
作
品
が
明
治
四
十
年
代
に
は
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
、
三

木
露
風
の

μ替
を
う
け
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
三
木
露
風
ば
か
り
で
な
く
、
北
原
白
秋
、
蒲
原

有
明
な
ど
、
中
央
詩
壇
で
活
躍
し
て
い
る
人
た
ち
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
次
第
に
独
自
の
個
性
を
あ
ら
わ
す
作
品
を
書

く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
、
明
治
四
十
年
代
の
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
中
央
詩
胞
で
活
躍
す
る
詩
人
た
ち
の
強
い
影
符
を
う
け
な
が
ら
詩
活
動
を
展
開
し
て
い
っ

た
の
が
、
次
の
第
三
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
大
正
十
年
代
以
降
に
な
る
と
、
伺
性
的
な
す
ぐ
れ
た
詩
を
書
く
詩
人
が
禁

出
し
、
新
し
い
文
学
活
動
の
時
期
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

川
削
牛
場
に
て

世
礼
国
男

も
の
な
べ
て
、
ぎ
ら
き
ら
と
燃
え
狂
ふ
琉
球
の
八
月
、

赤
土
の
森
か
ら
油
ぎ
っ
た
焔
が
か
げ
ろ
ひ

と
み
ど
り

あ
ざ
や
か
な
濃
緑
に
け
ぶ
る
澗
葉
樹
の
身
ぶ
る
ひ
や

は
る
か
制
の
聞
か
ら
光
っ
て
見
え
る
海
の
弧
姉
、

琉
球
は
今
、
幾
日
も
幾
日
も
つ
に
く

白
日
の
火
事
場
で
あ
る
。
（
以
下
略
）



こ
れ
は
、
大
正
十
一
年
二
月
、
東
京
の
「
曙
光
詩
社
」
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
世
礼
同
男
の
第
一
詩
集
『
阿
旦
の
か

げ
』
の

U
f山
に
か
か
げ
ら
れ
た
詩
の
第
一
聯
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
表
現
を
み
せ
た
世
礼
国
男
を
始
め
、

山
之
口
紋
、
仲
村
渠
、
津
嘉
山
一
穂
な
ど
第
三
期
の
大
正
・
昭
和
十
年
代
に
は
沖
縄
の
詩
取
に
も
注
目
さ
れ
る
詩
人
た

ち
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

山
之
H
紋
に

つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
そ
の
汗
人
と
し
て
の
活
肢
は
、
仲
程
昌
徳
を
は

じ
め
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
山
之
口
敏
と
同
じ
時
期
に
、

ほ
ぼ
一
尉
を
な
ら
べ
て

活
躍
し
た
、
仲
村
渠
と
津
嘉
山
一
穂
の
作
品
を
次
に
紹
介
し
た
い
。

治i
－· －.~. :iJ~ 

津
嘉
山
一
穂

街
は
生
き
て
ゐ
る

街
は
街
ぐ
る
み
空
に
上
っ
て
ゆ
く
よ
う
だ

と
て
も
尖
し
い
淡
彩
な
陽
炎

街
の
中
に
は
機
関
庫
が
あ
っ
て

誰
れ
か
石
川
阪
を
燃
や
す
の
で
あ
ろ
う
か

な
が
め
て
ゐ
る
と
う
っ
と
り
す
る
や
は
ら
か
な
夢

海
に
浮
い
て
ゐ
る
寓
舵
飾
の
軍
般

沖縄の近代文学329 
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粗
野
な
ル
仰
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
健
康
な
三
角
洲
を

け
な
げ
な
犯
坪
が
花
畑
の
や
う
に
美
し
い
ほ
と
り
を

堀
制
の
腿
し
い
濁
流
に
沿
ひ
て

半
γ

、ム
Br－
－
七
ト
ド
プ
j
＼

ぬ
聞
川
千
／
川

υ
ータム
V
J
h
d

、l
vん

ρ

涼
し
い
肥
料
船
へ
あ
ひ
さ
つ
を
か
は
し

ゆ
く
て
に
は
ぶ
沫
を
あ
げ
る
波
溌
船
の
解
け
る
筋
肉

ま
た
、

た
え
ま
な
く
僕
ら
の
限
に
鈴
奏
す
る
鉄
線
路
の
鮮
明
な
東
西
市
北

市ー
を
か
む

っ
て
く
る
貨
物
列
市

ま
た
も
や
前
進
し
て
く
る
鉄
材
運
搬
車
の
た
の
し
い
地
ひ
び
き
を
越
え

は
る
か
説
作
線
を
飾
っ
て
ゐ
る
貨
物
船
の
美
し
い
無
表
情
よ
。

い
ろ
ん
な
人
絹
を
持
っ
て

こ
の
光
春
婦
は
つ
よ
い
股
で
捗

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る。

沖縄の近代文学

海
を
お
ひ
や

っ
て
拡
が
る
こ
の
地
引
の
な
か
を

ぼ
く
の
必
び
と
！

そ
の
心
臓
は
尖
し
い
無
機
物
な
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
あ
げ
た
二
作
品
は
、
昭
和
四
年
十
月
に
、
雑
誌
『
改
造
』
が
創
刊
十
周
年
を
記
念
し
て
懸
賞
募
集
を
し
た
と

332 

き
、
詩
の
分
野
で
佳
作
に
入
選
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
懸
賞
に
応
募
し
た
詩
作
品
二
千
五
百
篇
の
う
ち
、
当
選
が
二

結
、
佳
作
が
十
四
篇
あ
り
、
そ
の
佳
作
十
四
篇
の
な
か
に
、
津
嘉
山
と
仲
村
渠
の
二
作
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
は
、
山
之
口
敏
が
有
名
で
あ
る
が
、
山
之
口
殺
と
比
肩
す
る
ゆ
た
か
な
可
能
性
を
も
っ
た
詩
人
が
多
数
い
た
、
そ

の
一
例
だ
と
い
え
よ
う
。

次
に
小
説
の
分
野
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
る
と
、
沖
縄
で
は
、
小
説
は
明
治
四
十
年
代
に
入
っ
て
は
じ
め
て
登
場
す

る
。
明
治
四
十
一
年
九
月
に
、
「
断
縁
」
（
若
僧
作
）
と
題
す
る
作
品
が
『
琉
球
新
報
』

に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ

が
「
短
篇
小
説
」
と
称
し
て
登
場
す
る
も
の
の
初
見
で
あ
る
。

そ
の
後
、
「
夢
幻
記
」
「
黄
昏
」
「
春
ち
ゃ
ん
」

な
ど
の

作
品
が
な
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
稚
拙
な
宵
作
以
上
に
出
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
大
正
三
年
頃
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

清
一
は
本
を
な
げ
た
。
仰
向
け
に
な
っ
て
ぐ
っ
と
足
を
の
ば
し
た

U

十
日
新
聞
で
は
ら
れ
た
天
井
に
は
蜘
妹
の
巣
が

か
か
っ
て
肘
た
υ

黒
く
す
t
A

け
た
天
井
と
、
真
黒
く
破
れ
た
引
の
問
に
彼
は
き
わ
や
か
な
気
分
も
持
て
ず
に
、
的
い

心
で
定
っ
た
時
間
に
復
刊
す
る
の
で
あ
っ
た
。

夏
の
日
が
カ
ン
カ
ン
と
照
る
。
隣
の
洞
屋
か
ら
石
炭
の
煙
が
さ
か
ん
に
来
る
。
嫌
な
円
六
気
。
机
の
上
に
飛
ん
で
来

た
煙
の
粉
末
を
ふ
き
払
ふ
。
や
っ
ぱ
り
来
る
。
本
の
上
に
飛
ぶ
。
よ
ご
す
。
彼
は
が
っ
か
り
し
た
。
明
る
い
日
で
も



見
た
い
。
彼
は
縁
側
に
出
た
υ

や
っ
ぱ
り
臭
い
u

歌
が
聞
え
る
「
ミ
ナ
ウ
リ
サ
ン
セ
イ
」
の
歌
が
。

女
と
男
が
合
唱
し
て
居
る
u

首
虫
の
女
だ
ω

青
白
い
顔
に
石
炭
の
粉
末
以
く
つ
い
た
阪
、

カ
イ
セ
ン
だ
ら
け
な
足
、

肉
と
金
の
話
と
歌
υ

や
っ
ぱ
り
嫌
な
ん
だ

U

清
一
は
五
月
．
山
の
降
る
頃
の
心
持
し
か
持
て
な
か
っ
た
。

右
は
、
「
生
き
た
る
屍
」
と
題
す
る
冷
風
山
人
の
作
品
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
υ

」
の
作
品
の
内
容
は
、

没
落
し
た

山
本
の
青
年
「
清
一
」
が
、
自
分
の
貧
し
さ
と
、
沖
縄
の
貧
し
さ
、

さ
ら
に
右
の
引
用
の
部
分
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
沖
縄

の
古
い
も
の
の
考
え
方
や
生
活
習
慣
に
反
発
す
る
、
そ
う
い
う
青
年
の

い
ら
だ
ち
、
そ
の
沖
縄
と
は
対
照
的
な
東
京
の

生
活
に
憧
れ
る
と
い
う
心
情
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
ο

こ
う
い
う
傾
向
は
、
「
生
き
た
る
屍
」
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

大
正
三
年
以
降
の
作
品
の
多
く

は
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
沖
縄
の
後
進
性
を
嘆
き
、
積
極
的
に
近
代
を
求
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
主
題
が
あ
る
と
い
え

「
こ
の
島
に
何
が
あ
る
。
水
々

し
い
少
年
の
心
を
枯
ら
す
や
う
な
習
慣
と
、
冷
た
い
道
徳
と
が
あ
る
ば
か
り
だ
し
そ

沖縄の近代文学

る
。
次
の
作
品
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

の
憎
む
べ
き
習
慣
も
道
徳
も
、
殆
ど
北
の
方
か
ら
来
た
ん
だ

Q

日
本
と
云
ふ
こ
ま
ち
ゃ
く
れ
た
国
か
ら
来
た
ん
だ
・
：

：
」
「
何
て
恐
ろ
し
い
墓
場
だ
ろ
う

U

（
間
）
だ
が
此
の
島
の
若
い
男
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
楽
園
な
ん
だ
υ

あ
の
白
い
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基
の
上
に
青
い
月
の
光
が
輝
や
い
て
、
石
川
一
で
隔
て
た
廓
の
方
か
ら
蛇
皮
線
の
音
が
か
す
か
に
流
れ
て
来
る
。
．

あ
あ
今
思
っ
て
も
身
の
毛
が
よ
だ
っ
様
だ
ω

（
間
〉
だ
が
あ
の
船
を
見
て
か
ら
は
私
の
心
が
ま
る
で
変
っ
た
。
：
：
：
私
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の
心
は
小
鳥
が
青
い
空
を
慕
ふ
や
う
に
、
あ
の
不
思
議
な
船
の
行
く
知
ら
な
い
此
界
に
憧
が
れ
る
や
う
に
な

っ
て
米

た
υ

：
：
：
あ
の
船
は
私
を
白
山
の
国
へ
連
れ
て
行

っ
て
下
れ
る
だ
ろ
う。
」

こ
れ
は
、
上
間
正
雄
の
戯
山
「
ベ
ル
リ
の
船
」
の
一
節
で
、
明
治
四
十
四
年
八
月
『
沖
縄
毎
日
新
聞
』
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
る

Q

こ
れ
は
、
小
説
と
戯
山
の
違
い
は
あ
る
が
先
の
「
生
き
た
る
屍
」
と
、
基
本
的
に
は
共
通
し
た
心
的

が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
ω

こ
の
「
ベ
ル
リ
の
船
」
は
時
代
背
景
が
、
山
王
府
時
代
に
な
っ
て
い

て
、
そ
の
ま
ま
明

治
以
後
の
沖
縄
の
状
況
と
し
て
受
け
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
の
沖
縄
を
、
古
く
お
く
れ
た
後
巡
的

な
と
こ
ろ
と
と
ら
え
、
そ
れ
と
対
比
し
て
近
代
の
支
配
す
る
世
界
、
白
山
な
附
界
を
憧
慢
す
る
と
い
う
発
怨
は
、
共
通

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
な
、
沖
’縄
の
現
実
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
発
怨
が
極
端
に
な
る
と
、
例
え
ば
、

山
と
い
ふ
山
も
あ
ら
な
く
川
も
な
き
こ
の
琉
球
に
歌
う
か
な
し
さ

長
浜
芦
琴

と
い
う
歌
に
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
え
よ
う
。

こ
の
歌
は
、
明
治
四
十
三
年
十
一
月
の
『
琉
球
新
報
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
ν

山
ら
し
い
山
も
、
川
ら
し

い
川
も
な
い
、
だ
か
ら
歌
ら
し
い
歌
も
歌
え
な
い
、
と
い
う
悲
し
み
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
、



山
や
川
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
、
奈
良
や
京
都
の
自
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
υ

歌
う
べ
き
自
然
と
い
う
の
は
、
ト
ぷ

良
や
京
都
の
自
然
で
あ
っ
て
沖
縄
に
は
そ
う
い
う
自
然
は
な
い
と
う
け
と
っ
て
い
る

U

沖
縄
の
た
と
え
ば
空
や
海
、

ぎ
さ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
、
声
琴
に
と
っ
て
は
歌
う
べ
き
自
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
ベ
ル
リ
の
船
」
「
生
き
た
る
屍
」
な
ど
に
は
、

か
ら
な
ん
と
か
脱
け
出
し
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
u

そ
れ
が
長
浜
芦
一
号
の
場
合
に
は
、

沖
縄
の
生
活
や
人
間
関
係
の
あ
り
か
た
を
否
定
的
に
と
ら
え
、

さ
ら
に
そ
の
否
定
す
べ
き
対

象
が

H

自
然
H

に
ま
で
拡
が
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
沖
縄
な
ら
沖
縄
を
対
象
化
し
、
自
分
の
生

き
て
い
る
沖
縄
を
正
し
く
虻
え
か
え
す
な
か
で
、
否
定
す
べ
き
も
の
を
否
定
し
、
宵
定
す
べ
き
も
の
を
ひ
き
だ
し
て
い

く
と
い
う
営
為
の
乏
し
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ω

こ
れ
は
、
長
浜
芦
琴
の
場
合
は
や
や
極
端
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
長
浜
芦
琴
に
限
ら
ず
多
か
れ
少
な
か
れ
、
大
正
・
昭
和
の
文
学
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
傾
向
で
あ
っ
た

U

も
ち
ろ
ん
、
戦
後
は
そ
う
い
う
傾
向
は
次
第
に
克
服
さ
れ
て
き
て
お
り
、
沖
縄
の
特
質
を
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
と

か
、
沖
縄
を
も
っ
と
対
象
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
強
く
な

っ
て
き
て
い
る
が
、
戦
前
ま
で
は
、
そ
う
い
う
似

向
は
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
u

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
沖
縄
を
否
定
的
に
と
ら
え
、
総
じ
て
沖
縄
の
も
つ
特
質
を
殊
更
に
無
視
す
る
発

州
叫
が
何
故
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
と
、
こ
れ
は
沖
縄
が
時
間
的
に
巡
れ
て
近
代
化
の
過
ね
に
組
み
込
ま
れ

た
こ
と
に
よ
る

Q

そ
れ
が
最
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
υ

つ
ま
り
、
は
る
か
に
遅
れ
て
近
代
化
の
過
程
に
入
っ

た
為
に
、
沖
縄
の
人
た
ち
は
近
代
化
を
性
急
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
沖
縄
の
特
質
を
対
象
化
す
る
余
裕 な

そ
れ

t1!1ifffiの近代文羊3:35 



を
持
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
υ

そ
の
上
さ
ら
に
、
沖
縄
に
対
す
る
差
別
の
問
題
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が
加
わ
る
。
こ
の
被
差
別
意
識
が
沖
縄
の
特
質
を
対
象
化
す
る
よ
り
も
、
性
急
な
否
定
を
ま
ね
い
た
と
い
え
よ
う
u

最
後
に
、
沖
縄
の
近
代
文
学
を
考
え
る
時
に
最
大
の
問
題
で
あ
る
一寸一口
話
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
沖
縄
に
限
ら

、
ず
、
近
代
文
学
は
い
わ
ゆ
る
共
通
語
で
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
ω

近
代
的
な
も
の
の
考
え
方
と
い
う
の

は
、
明
治
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
表
現
す
る
に
は
、
共
通
訴
を
用
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
学
の
形
式
と
し
て
「
詩
」
に
し
て
も
「
小
説
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ω

そ
の
な
か
で
、
明
治
の
作
家
た
ち
は
新
し
い
去
現
を
求
め
て
苦
闘
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

江
戸
時
代
か
ら
漢
学
の
伝
統
が
あ
っ
た
日
本
で
は
、
そ
の
漢
学
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
入
っ
た
新
し
い
も
の
の
考
え
方
を
自
分
の
言
葉
に
お
き
か
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
た
白

た
と
え
ば
言
文
一
致
体
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
二
葉
亭
四
迷
の
場
合
に
は
、
民
学
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
人

情
噺
の
円
朝
の
噺
し
一言
葉
を
参
考
に
し
て
白
分
の
文
体
を
つ
く
り
だ
し
た
と
い
う
υ

ま
た
、
も
う
一
つ
別
の
例
を
だ
す

と
、
北
村
透
谷
の
「
国
民
と
思
州
ω
」
で
は
、
「
デ
モ
グ
ラ
シ
イ
」

い
る
。
我
々
は
現
在
、
デ
モ
グ
ラ
シ
イ
に
民
主
主
義
と
い
う
概
念
を
あ
て
て
、
少
し
も
疑
い
を
も
た
な
い
の
で
あ
る

U

と
い
う
一
一
一
口
葉
に
「
共
和
制
」

と
い
う
一
二
一
円
葉
を
あ
て
て

本
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
に
は
、
民
主
と
い
う
概
念
も
共
和
の
概
念
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
従
っ

て
デ
モ
グ
ラ
シ

イ
を

民
主
と
す
る
か
共
和
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
も
の
の
と
ら
え
か
た
、
政
治
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
態
度
と
い
う
も
の

は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
u

従
っ
て
そ
の
場
合
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
一誌
に
何
を
あ
て
る
か
と
い
う
こ
と



に
、
い
わ
ば
思
想
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
の
諸
観
念
を
と
り
入
れ
る
際
に
、
北
村
透

谷
に
限
ら
ず
多
く
の
思
想
的
な
苦
闘
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
内
的
な
苦
闘
を
可
能

に
す
る
基
盤
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
伝
統
的
な
も
の
に
支
え
ら
れ
た
基
盤
が
あ
っ
て
始
め

て
、
日
本
の
近
代
と
い
う
も
の
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
ο

と
こ
ろ
が
、
残
念
な
が
ら
沖
縄
で
は
そ
う
い
う
基
盤
が
な
か
っ
た
。
沖
縄
に
お
い
て
「
散
文
」
の
伝
統
が
な
か
っ
た

の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
し
、
漢
学
の
伝
統
が
、
思
想
的
な
苦
闘
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
そ

の
理
由
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
何
よ
り
も
、
言
語
の
面
で
、
琉
球
の
言
語
が
日
本
の
言
語
体
系
の
な
か
で
、

か
な
り
異
っ
た
も
の
を
持
っ
て

い
た
こ
と
、
こ
れ
は
近
代
化
の
遅
れ
と
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
が
、
共
通
語
の
消
熟
に
時
間
的
な
遅
れ
が
あ

っ
た
と
い

う
こ
と
な
ど
が
、
沖
縄
の
近
代
文
学
の
性
格
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
沖
縄
に
お
け
る
共
通
語
受

容
の
惟
史
に
つ
い
て
は
、
外
間
守
善
の
『
沖
縄
の
言
語
史
』
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
が
、
こ
の
文
学
に
お
け
る
言
語
の
問
題
は
、
今
な
お
充
分
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
今
後

も
こ
の
問
題
は
く
り
返
し
論
議
さ
れ
る
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
ω

〔
付
記
〕
本
文
は
、
報
告
の
録
音
を
採
録
し
た
の
で
あ
る
が
、
重
複
す
る
部
分
は
削
除
し
、
意
味
の
よ
く
通
じ
な
い
部
分
に
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
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