
中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

加

藤
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大
正
十
五
年
五
月
、
「
朝
の
歌
」
を
書
く
。
七
月
頃
小
林
に
見
せ
る
。

 
 
そ
れ
が
東
京
に
来
て
詩
を
人
に
見
せ
る
最
初
。
つ
ま
り
「
朝
の
歌
」
に

 
 
て
ほ
ゴ
方
針
立
つ
。
方
針
は
立
つ
た
が
、
た
っ
た
十
四
行
書
く
た
め
に
、

 
 
こ
ん
な
に
手
数
が
か
＼
る
の
で
は
と
ガ
ツ
カ
り
す
。

 
中
原
中
也
の
文
学
的
出
発
を
考
え
る
際
、
一
九
三
六
年
八
月
執
筆
の
「
詩

的
履
歴
書
」
に
右
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
「
詩
人
が
こ
れ
を
も
っ
て
自
分
の
詩
の
出
発
点
と
見
倣
し
て
い
た
こ

 
ユ
 

と
」
は
、
こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
だ
。

 
こ
の
記
述
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
く
の
議
論
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
北
川
透
は
、
「
中
原
の
詩
が
「
朝
の
歌
」
に

お
い
て
、
一
つ
の
す
ぐ
れ
た
達
成
を
見
出
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
以
前
の
す

べ
て
の
方
法
的
志
向
が
そ
の
一
篇
に
止
揚
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た

「
朝
の
歌
」
以
後
に
お
い
て
も
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
志
向
性
が
み
ら
れ
る
」

こ
と
か
ら
、
「
中
原
中
也
詩
の
成
立
」
は
「
朝
の
歌
」
に
限
定
せ
ず
、
「
幾
篇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
に
お
い
て
同
時
的
な
も
の
と
み
る
こ
と
の
方
が
適
切
」
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
。
ま
た
、
中
村
稔
は
詩
と
し
て
の
出
来
映
え
を
考
え
た
上
で
、
「
朝

の
歌
」
は
「
中
原
に
と
っ
て
の
自
信
作
で
あ
っ
た
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

の
文
章
を
そ
の
ま
ま
額
面
ど
お
り
に
う
け
と
っ
て
よ
い
か
、
ど
う
か
」
と
し
、

「
述
志
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
に
中
原
の
文
学
的
出
発

を
み
る
。

 
だ
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
も
結
局
は
「
詩
人
み
ず
か
ら
が
、
《
「
朝
の
歌
」
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

て
ほ
ぼ
方
針
立
つ
》
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
疑
う
根
拠
」
と
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
詩
的
履
歴
書
」
を
執
筆
し
た
時
点
の
中
原
は
、

み
ず
か
ら
の
文
学
的
出
発
は
「
朝
の
歌
」
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
、
と
認
識

し
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は
中
原
の
文
学
的
出
発
が
「
朝
の
歌
」
に

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
朝
の
歌
」
に
お
い
て
み
ず
か

ら
の
文
学
的
出
発
が
果
た
さ
れ
た
と
す
る
中
原
の
認
識
こ
そ
問
題
な
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
そ
の
問
題
を
、
「
朝
の
歌
」
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
文
学
的

一94一



出
発
が
果
た
さ
れ
た
と
す
る
中
原
の
認
識
に
は
ど
の
よ
う
な
記
憶
が
関
係
し

て
い
る
か
、
と
換
言
し
て
も
よ
い
。
「
詩
的
履
歴
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の

は
、
中
原
自
身
が
重
要
だ
と
自
覚
し
、
記
憶
し
て
い
る
、
詩
人
と
し
て
の
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 

歴
に
お
け
る
み
ず
か
ら
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
記
憶
に
基
づ
い
て
、
「
詩
的
履
歴
書
」
で
「
朝
の
歌
」
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
記
憶
は
「
東
京
に
来
て
詩
を
人

に
見
せ
る
最
初
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
た
っ
た
十
四
行
書
く
た
め
に
、
こ
ん

な
に
手
数
が
か
＼
る
の
で
は
と
ガ
ツ
カ
リ
」
し
た
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
.
 

て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

 
中
原
は
、
「
詩
を
人
に
見
せ
る
」
こ
と
、
「
手
数
」
を
か
け
て
「
十
四
行
書

く
」
こ
と
で
、
「
朝
の
歌
」
に
よ
る
み
ず
か
ら
の
文
学
的
出
発
が
果
た
さ
れ

た
と
認
識
し
た
。
「
詩
的
履
歴
書
」
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
記
憶
は
、

中
原
の
文
学
的
出
発
が
「
朝
の
歌
」
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
に
眼

を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
興
味
深
い
ふ
た
つ
の
問
題
が
引
き
出
せ
る
と
思
わ

れ
る
。
ひ
と
つ
は
中
原
は
不
特
定
多
数
の
読
者
を
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
意
識

し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
中
原
の
執
筆
に
対
す
る
取
り
組

み
方
の
問
題
だ
。
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中
原
は
、
「
朝
の
歌
」
を
「
人
に
見
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら

の
「
方
針
が
立
つ
」
た
と
考
え
た
。
実
際
に
は
「
朝
の
歌
」
を
小
林
秀
雄
に

み
せ
る
以
前
に
も
中
原
が
「
詩
を
人
に
見
せ
」
て
い
た
こ
と
は
、
大
岡
昇
平

の
論
証
が
あ
る
。
「
少
な
く
と
も
正
岡
忠
三
郎
氏
に
新
作
を
見
せ
て
い
た
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
に
つ
い
て
、
正
岡
氏
の
証
言
が
あ
る
」
。
ま
た
、
疋
田
雅
昭
は
「
小
林
に

見
せ
る
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
、
「
こ
の
文
章
の
「
そ
れ
が
東
京
に
来
て

詩
を
人
に
見
せ
る
最
初
」
で
な
い
こ
と
は
、
大
岡
が
自
分
も
い
く
つ
か
の
詩

篇
を
見
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
証
言
に
関

し
て
は
、
こ
の
文
を
書
い
た
当
時
、
詩
を
み
せ
る
べ
き
「
人
」
と
し
て
大
岡

が
小
林
に
比
べ
十
分
な
名
声
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
関
係
し
て
い
る

 
 
 
 
 
 
ア
 

の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
中
原
と
大
岡
が
出
会
っ
た
の
は
一
九
二
八

年
春
で
あ
り
、
大
岡
が
小
林
よ
り
も
前
に
中
原
の
作
品
を
み
て
い
た
可
能
性

は
あ
り
え
な
い
。
た
だ
、
小
林
秀
雄
の
名
前
を
出
す
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の

経
歴
を
修
飾
し
、
権
威
づ
け
よ
う
と
す
る
中
原
の
戦
略
に
つ
い
て
は
、
疋
田

の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
一
小
林
に
見

せ
」
た
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
詩
を
人
に
見
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず

か
ら
の
文
学
的
出
発
が
果
た
さ
れ
た
、
と
中
原
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
重

視
し
た
い
。
こ
こ
に
は
、
中
原
の
読
者
に
対
す
る
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

 
中
原
の
友
人
で
、
彼
か
ら
直
接
詩
を
み
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
人
物
は
ひ

と
り
も
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
河
上
徹
太
郎
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初
対
面
の
数
日
後
、
中
原
か
ら
「
地
極
の
天
使
」
を
み
せ
ら
れ
て
い
る
。
音

楽
集
団
ス
ル
ヤ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
諸
井
三
郎
も
、
中
原
か
ら
「
作
曲
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
く
れ
」
と
い
わ
れ
、
詩
の
書
か
れ
た
「
彪
大
な
原
稿
料
」
を
差
し
出
さ
れ

一95一

中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
i



中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

た
と
い
う
。
関
口
隆
克
も
ま
た
、
出
会
っ
た
と
き
に
「
「
山
羊
の
歌
」
の
前

の
方
に
収
め
ら
れ
た
詩
の
幾
十
か
」
が
書
か
れ
て
い
た
「
部
厚
い
原
稿
紙
の

 
む
 

束
」
を
手
渡
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
に
も
、
多
く
の
友
人
た
ち
が
中
原
か
ら
詩
稿
を
も
ら
っ

た
り
渡
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
自
分
の
作
品
を
み
せ
る
こ
と
は
、

中
原
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
中
原
に
と
っ
て
の
詩

と
は
、
い
わ
ば
自
分
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー

ル
だ
っ
た
。
中
原
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
そ
の
訪
問
癖
が
し
ば
し
ば
強
調

さ
れ
る
が
、
出
会
い
に
際
し
て
友
人
た
ち
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
詩
稿

を
み
せ
た
、
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
注
意
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

 
だ
が
、
実
際
の
交
友
関
係
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
文
学
者
と
し
て
の
中

原
の
存
在
を
考
え
た
場
合
、
友
人
た
ち
に
詩
を
み
せ
る
こ
と
が
果
た
し
て
ど

れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
近
代
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
が
手

で
書
い
た
文
字
が
活
字
化
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
な
く
て
は
、
作
家
に
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
活
字
化
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
、
不
特
定
多
数
の
眼
に
自
分
の
書

い
た
も
の
が
晒
さ
れ
る
と
い
う
近
代
文
学
流
通
制
度
の
な
か
に
身
を
置
い
た

と
き
、
初
め
て
自
称
作
家
と
区
別
さ
れ
る
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
作
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
原
は
特
定
の
個
人
に
作
品

を
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
文
学
的
出
発
が
果
た
さ
れ
た
と
認
識
し
た
。

 
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
「
詩
的
履
歴
書
」
で
名
前
の
挙
げ
ら
れ
て
い
る
小

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

林
秀
雄
と
比
較
し
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
小
林
の
文
壇
的

出
発
は
、
一
九
二
九
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
様
々
な
る
意
匠
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
評
論
は
雑
誌
「
改
造
」
が
行
っ
た
懸
賞
論
文
へ
の
応
募
作
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
、
宮
本
顕
治
「
「
敗
北
」
の
文
学
」
に
次
ぐ
第
二
席
に
入
選
し

た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
初
期
小
説
や
評
論

「
人
生
研
墨
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
」
(
「
仏
蘭
西
文
学
研
究
」
一
九
二

六
年
一
〇
月
)
を
発
表
、
翻
訳
『
エ
ド
ガ
ー
・
ボ
ー
』
(
新
し
き
村
出
版
部
、

一
九
二
七
年
五
月
)
を
出
版
す
る
な
ど
、
す
で
に
精
力
的
な
文
学
活
動
を
行
っ

て
い
た
小
林
だ
が
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
が
彼
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
大
き

い
。
一
九
二
七
年
か
ら
「
文
藝
春
秋
」
の
六
号
記
事
欄
に
「
ア
ル
チ
ユ
ル
・

ラ
ン
ボ
オ
伝
」
「
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
伝
」
を
無
署
名
で
連
載
し
て

い
た
彼
は
、
一
九
二
九
年
一
二
月
に
そ
の
連
載
を
終
え
る
と
、
同
誌
で
文
芸

時
評
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」
の
連
載
を
開
始
す
る
。
無
署
名
か
ら
小
林
秀
雄

名
で
の
文
章
の
発
表
は
、
ま
さ
し
く
「
改
造
」
の
懸
賞
論
文
が
も
た
ら
し
た

効
果
で
あ
り
、
こ
の
文
芸
時
評
の
連
載
に
よ
っ
て
評
論
家
小
林
秀
雄
の
文
壇

的
地
位
は
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
小
林
の
「
改
造
」
懸
賞
論
文
応
募
の
直
接
的
な
動
機
は
賞
金

に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
改
造
」
の
論
文
募
集
広
告
に
よ
れ
ば
、
賞
金
は
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 

等
三
〇
〇
円
、
二
等
一
五
〇
円
だ
っ
た
。
懸
賞
小
説
の
賞
金
一
等
一
五
〇
〇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 

円
、
二
等
七
五
〇
円
と
比
べ
る
と
か
な
り
低
い
。
本
当
は
小
林
は
小
説
に
応

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

募
し
た
が
っ
た
ら
し
い
が
、
応
募
当
時
連
載
し
て
い
た
「
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
オ

ド
レ
エ
ル
伝
」
の
原
稿
料
は
一
枚
二
円
五
〇
銭
、
一
回
に
つ
き
原
稿
用
紙
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

○
枚
程
度
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
「
改
造
」
懸
賞
論
文
の
賞
金
額
は
小
林
に

と
っ
て
か
な
り
魅
力
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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こ
の
と
き
小
林
は
、
自
分
の
原
稿
を
出
版
社
に
手
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
労

働
の
対
価
で
あ
る
報
酬
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
書
い
た
も
の
を
商
品

化
す
る
こ
と
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
書
い
た
も
の
を
商
品
化

す
る
と
は
、
み
ず
か
ら
の
書
い
た
も
の
を
自
分
の
知
ら
な
い
誰
か
の
眼
に
晒

す
こ
と
で
も
あ
る
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
太
宰
治
は
「
乞
食
学
生
」
第
一

回
(
「
若
草
」
一
九
四
〇
年
七
月
)
に
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

 
 
 
一
つ
の
作
品
を
、
ひ
ど
く
恥
つ
か
し
く
思
ひ
な
が
ら
も
、
こ
の
世
の

 
 
中
に
生
き
て
ゆ
く
義
務
と
し
て
、
雑
誌
社
に
送
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
、

 
 
作
家
の
苦
悶
に
就
い
て
は
、
聡
明
な
諸
君
に
も
、
あ
ま
り
、
お
わ
か
り

 
 
に
な
っ
て
み
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
の
原
稿
在
中
の
重
い
封
筒
を
、
う
む

 
 
と
決
意
し
て
、
投
函
す
る
。
ポ
ス
ト
の
底
に
、
こ
と
り
、
と
幽
か
な
音

 
 
が
す
る
。
そ
れ
っ
き
り
で
あ
る
。
ま
つ
い
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
。
(
中

 
 
略
)
原
稿
は
、
そ
の
ま
ま
す
る
す
る
と
編
輯
者
の
机
上
に
送
り
込
ま
れ
、

 
 
そ
れ
を
素
早
く
一
読
し
た
編
輯
者
を
、
だ
い
い
ち
ば
ん
に
失
望
さ
せ
、

 
 
と
に
か
く
印
刷
所
へ
送
ら
れ
る
。
(
中
略
)
つ
ひ
に
貴
重
な
紙
を
、
ど

 
 
つ
さ
り
汚
し
て
印
刷
さ
れ
、
私
の
愚
作
は
天
が
下
か
く
れ
も
無
き
も
の

 
 
と
し
て
店
頭
に
さ
ら
さ
れ
る
。
批
評
家
は
之
を
読
ん
で
嘲
笑
し
、
読
者

 
 
は
呆
れ
る
。
愚
作
家
そ
の
嶺
襖
の
上
に
、
更
に
一
篇
の
醜
作
を
附
加
し

 
 
得
た
、
と
い
ふ
わ
け
で
あ
る
。
(
中
略
)
一
つ
と
し
て
よ
い
と
こ
ろ
が

 
 
無
い
。
そ
れ
を
知
っ
て
み
な
が
ら
、
私
は
編
輯
者
の
腕
力
を
恐
れ
る
あ

 
 
ま
り
に
、
わ
な
な
き
つ
つ
原
稿
在
中
の
重
い
封
筒
を
、
う
む
と
決
意
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

 
 
て
、
投
函
す
る
の
だ
。

 
作
家
は
「
こ
の
世
の
中
に
生
き
て
ゆ
く
義
務
」
と
し
て
、
自
分
の
原
稿
と

引
き
替
え
に
賃
金
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
手
か
ら
離
れ
た
原
稿

は
、
活
字
化
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
、
「
天
が
下
か
く
れ
も
無
き
も
の
と
し
て
店

頭
に
さ
ら
さ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
不
特
定
多
数
に
晒
さ
れ
た
そ
れ

を
読
ん
で
、
批
評
家
は
嘲
笑
し
、
読
者
は
呆
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
右
の
よ
う
な
文
学
流
通
制
度
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
、
作
家
は

「
こ
の
世
の
中
に
生
き
て
ゆ
く
」
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

 
小
林
は
「
改
造
」
懸
賞
論
文
に
応
募
し
た
と
き
、
す
で
に
そ
の
こ
と
を
十

分
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
よ
り
多
く
の
原
稿
料
を
得
る
た
め
に
は
、
よ

り
多
く
の
読
者
の
眼
に
自
分
の
書
い
た
も
の
が
晒
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
文
学
流
通
制
度
の
な
か
に
よ
り
深
く
潜
り
こ
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
、
自
分
が
こ
の
先
文
学
者
と
し
て
存
立
し
え
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
小
林
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
が
す
で

に
何
度
も
活
字
化
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
「
改
造
」
の
懸

賞
論
文
に
応
募
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
小
林
の
「
文
科
の
学
生
諸
君
へ
」
(
「
文
学
界
」
一
九
三
七
年
四
月
)
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、
志
賀
直
哉
の
「
君
等
の
年
頃
で
は
、
い
く
ら
自
惚

れ
て
も
自
惚
れ
過
ぎ
る
と
い
ふ
事
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
感
化
さ
れ
、

「
「
改
造
」
に
初
め
て
懸
賞
論
文
を
出
し
た
時
も
、
一
等
だ
と
信
じ
て
少
し
も

疑
は
ず
、
一
等
賞
金
だ
け
前
借
り
し
て
呑
ん
で
了
ひ
、
発
表
に
な
っ
て
二
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だ
っ
た
の
で
大
い
に
弱
っ
た
」
と
い
う
。
「
自
惚
れ
」
と
は
、
根
拠
が
あ
ろ

う
が
な
か
ろ
う
が
、
自
分
が
書
い
た
も
の
に
自
信
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
言
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中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
ー



中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

い
換
え
れ
ば
、
自
分
が
書
い
た
も
の
を
不
特
定
多
数
の
読
者
の
眼
に
晒
す
覚

悟
を
す
る
こ
と
だ
。
そ
の
書
い
た
も
の
は
実
際
に
は
「
ま
つ
い
作
品
」
で
、

読
者
や
批
評
家
た
ち
を
が
っ
か
り
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

覚
悟
が
な
け
れ
ば
「
う
む
と
決
意
し
て
、
投
函
す
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
の

だ
。

 
小
林
と
同
じ
よ
う
に
、
中
原
も
ま
た
自
分
が
書
い
た
も
の
に
「
自
惚
れ
」

と
も
い
え
る
大
き
な
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
友
人
た
ち
に
頻
繁
に
自
分
の
詩

を
み
せ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
中
原
は
詩
を
友
人
に
み

せ
て
も
、
不
特
定
多
数
の
前
に
自
分
の
作
品
を
晒
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

詩
を
特
定
の
個
人
に
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
文
学
的
出
発
が
果

た
さ
れ
た
と
す
る
中
原
の
意
識
に
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
と
い
う
考
え
方

が
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
「
朝
の
歌
」
は
「
臨
終
↑
と
と
も
に
、
諸
井
三
郎
作
曲
の
歌
曲
と
し
て
一

九
二
八
年
五
月
四
日
開
催
の
ス
ル
や
第
二
回
発
表
演
奏
会
で
初
演
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
「
ス
ル
ヤ
」
第
二
輯
に
両
詩
篇
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
中
原
の
詩
が
活
字
化
さ
れ
た
最
初
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
「
朝
の
歌
」
は
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な
い
読
者
に
披
露
さ
れ
た
初
め

て
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
朝
の
歌
」
を
み
ず
か
ら
の

文
学
的
出
発
と
し
た
中
原
の
意
識
に
は
そ
の
記
憶
が
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て

 
 
 
 
 
 
お
 

い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
日
の
聴
衆
と
い
う
限
ら
れ
た
人
物
に
し
か
呈

示
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
「
朝
の
歌
」
は
不
特
定
多
数
に
開
か
れ
た

テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
中
原
の
詩
が
不
特
定
多
数
に

示
さ
れ
る
に
は
、
同
人
誌
「
白
痴
群
」
創
刊
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

 
 
「
白
痴
群
」
の
創
刊
は
一
九
二
九
年
四
月
で
あ
る
。
創
刊
号
に
は
、
「
詩

友
に
」
と
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
ス
ル
ヤ
」
は
歌

詞
と
し
て
中
原
の
作
品
を
掲
載
し
た
が
、
詩
篇
と
し
て
活
字
化
し
た
の
は

「
白
痴
群
」
が
最
初
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
が
編
集
し
た
雑
誌
の
巻
頭
に
掲
げ

ら
れ
た
詩
篇
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
こ
れ
ら
二
篇
の
詩
は
、
中
原
が

同
誌
に
か
け
る
意
気
込
み
を
示
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
な
作
品
と
言
う
こ
と

 
 
 
れ
 

が
で
き
」
よ
う
。
ま
た
、
渡
邊
浩
史
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
篇
は

「
詩
と
詩
論
」
を
中
心
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
隆
盛
だ
っ
た
当
時
の
詩
壇
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

対
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
中
原
は
『
詩
と
詩
論
』

に
あ
ら
わ
れ
た
模
作
を
「
散
文
」
と
呼
ん
で
い
た
。
無
論
こ
れ
は
中
原
に
と
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
最
大
級
の
悪
口
で
あ
る
」
と
い
う
か
ら
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
側
面
も
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
も
や
は
り
、
中
原
は

不
特
定
多
数
を
ど
れ
ほ
ど
想
起
し
て
い
た
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

 
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
詩
友
に
」
は
、
何
よ
り
も
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
、
こ

の
作
品
が
不
特
定
多
数
と
い
う
よ
り
は
詩
を
書
く
友
人
に
捧
げ
ら
れ
た
詩
だ

と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
同
誌
第
六
号
(
一
九

三
〇
年
四
月
)
に
「
無
題
」
の
第
三
節
と
し
て
再
掲
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
は
第
一
節
、
第
二
節
で
「
こ
ひ
人
」
「
彼
女
」
が
賛
美
さ
れ
、
第
四
節
で

は
「
私
は
お
ま
へ
の
こ
と
を
思
っ
て
み
る
よ
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
二
人
称

へ
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
る
人
物
を
特
定
す
れ
ば
、
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い
う
ま
で
も
な
く
小
林
佐
規
子
す
な
わ
ち
長
谷
川
泰
子
で
あ
る
。
「
詩
友
に
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

の
最
終
連
「
お
の
が
心
に
お
の
が
じ
し
湧
き
く
る
思
ひ
た
も
ず
し
て
、
/
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

に
勝
ら
ん
心
の
み
い
そ
が
は
し
き
、
/
熟
を
病
む
風
景
ば
か
り
悲
し
き
は
な

し
。
」
は
、
一
九
二
九
年
六
月
三
日
付
小
林
佐
規
子
宛
書
簡
の
「
詩
人
の
素

質
を
立
派
に
も
っ
た
あ
ん
た
が
、
そ
の
こ
と
を
自
識
し
て
み
ず
、
自
分
は
或

る
方
面
か
ら
非
常
に
善
い
存
在
だ
が
な
あ
と
薄
々
分
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在

を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
今
は
や
随
分
消
極
的
な
気
持
に
な
っ
て
み
る

こ
と
は
、
惜
し
む
べ
き
で
す
」
と
い
う
記
述
と
照
応
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

呼
び
か
け
ら
れ
る
人
物
を
長
谷
川
泰
子
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、

創
刊
号
に
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
た
「
詩
友
に
」
が
、
第
六
号
に
「
無
題
」

の
第
三
節
と
し
て
再
発
表
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
「
な
が
心
、
か
た
く
な
に
し
て
あ
ら
し
め
な
。
」
と
い
う
二
人
称
へ

の
呼
び
か
け
は
、
「
私
は
お
ま
へ
の
こ
と
を
思
っ
て
み
る
よ
。
」
と
い
う
文
脈

の
な
か
に
置
か
れ
る
と
、
明
ら
か
に
詩
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、

「
無
題
」
の
一
部
と
し
て
再
掲
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
詩
友
に
」
は
自
分
の
愛
す

る
特
定
の
個
人
に
捧
げ
ら
れ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
コ
ー
ド
が
付
与
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

 
一
方
、
同
じ
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
詩
は
、
中
原
の
創
作
ノ
ー
ト
の
ひ
と
つ
、

「
ノ
ー
ト
小
年
時
」
に
第
一
次
形
態
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
全
三
節

構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
節
で
「
恋
人
」
へ
の
想
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
の
中
、
/
/
憧
れ
に
引
き
廻
さ
れ
る
女
等
の
鼻
唄
を

/
わ
が
項
細
な
る
罰
と
感
じ
/
/
の
詩
句
は
少
し
突
飛
で
あ
る
が
、
昭
和
四

年
一
月
二
十
日
附
の
原
稿
で
、
次
の
よ
う
な
続
篇
が
隠
さ
れ
で
あ
っ
た
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

知
れ
ば
理
解
出
来
る
」
と
し
て
第
二
節
を
引
用
す
る
の
は
、
大
岡
昇
平
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
「
無
題
」
と
同
様
、
こ
こ
で
の
「
恋
人
」
を
長
谷
川
泰
子
に

限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
だ
が
、
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
の
も
と
も
と
の
モ

チ
ー
フ
は
、
「
無
題
」
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
「
恋
人
」
に
対
す
る
自
己

の
感
情
の
表
出
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
篇
を
発
表
し

た
当
時
の
中
原
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
信
念
を
不
特
定
多
数
に
宣
言
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
自
分
の
感
情
を
特
定
の
個
人
に
伝
え
た
か
っ
た
だ
け
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
節
を
単
独
で
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の

信
念
の
独
白
が
こ
の
詩
に
お
け
る
主
眼
と
な
り
、
一
白
痴
群
一
に
対
す
る
意

気
込
み
の
表
白
、
あ
る
い
は
当
時
の
詩
壇
に
対
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
っ

た
側
面
が
強
く
な
る
。
そ
の
点
で
、
「
恋
人
」
へ
の
感
情
を
歌
っ
た
第
二
節

と
切
り
離
し
、
第
一
節
を
独
立
さ
せ
て
発
表
し
た
こ
と
は
成
功
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

 
「
白
痴
群
」
第
五
号
(
一
九
三
〇
年
一
月
半
に
は
「
小
林
秀
雄
に
」
と
い

う
献
辞
の
付
さ
れ
た
「
我
が
祈
り
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
号

に
は
「
更
く
る
夜
」
「
つ
み
び
と
の
歌
」
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「
内
海
誓
一
郎
に
」
「
阿
部
六
郎
に
」
と
の
献
辞
が
あ
る
。
「
詩
友
に
」
を
第

三
節
に
組
み
こ
ん
だ
「
無
題
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
も
こ
の
号
だ
。
さ
ら
に
同

号
に
は
「
時
こ
そ
今
は
…
…
」
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
「
い
か
に
泰
子
、
今

こ
そ
は
/
し
っ
か
に
一
緒
に
を
り
ま
せ
う
。
」
の
詩
句
が
あ
る
。
以
上
の
こ
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中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発
 
1
「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で



中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発
 
一
「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
一

と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
特
定
の
誰
か
を
想
定
し
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

 
中
原
は
、
作
品
を
活
字
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
の
文
学
的
出
発
が
「
詩
を
人
に
見
せ
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
と
認
識
し
た
中
原
は
、
「
白
痴
群
」
創
刊
後
も
不
特
定

多
数
の
読
者
と
い
う
よ
り
、
特
定
の
誰
か
に
詩
を
み
せ
る
こ
と
を
優
先
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
中
村
稔
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
 
 
「
初
期
詩
編
」
中
に
も
、
現
在
中
原
中
也
の
代
表
作
と
考
え
ら
れ
、

 
 
彼
自
身
に
と
っ
て
自
信
作
で
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
る
「
朝
の
歌
」
等
の

 
 
作
品
や
、
「
黄
昏
」
「
夕
照
」
「
た
め
い
き
」
の
如
き
佳
作
が
な
か
っ
た

 
 
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
を
彼
は
「
白
痴
群
」
に
発
表
し
よ
う

 
 
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
白
痴
群
」
創
刊
号
に
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
を

 
 
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
を
始
め
て
活
字
に
し
て
世
に
問

 
 
う
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
二
年
頃
、
お
そ
ら
く
「
初
期
詩
篇
」

 
 
の
一
群
を
中
心
と
す
る
処
女
詩
集
の
刊
行
を
企
て
て
い
た
詩
人
に
と
つ

 
 
て
、
そ
う
い
う
企
て
の
放
棄
で
あ
り
、
自
覚
的
な
詩
作
へ
の
新
し
い
出

 
 
発
で
あ
っ
た
。
「
白
痴
群
」
の
創
刊
が
そ
う
い
う
中
原
の
出
発
の
契
機

 
 
に
な
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
事
情
は
逆
で
あ
っ
た
。
中
原
の
内
心
の
詩

 
的
自
覚
と
昂
揚
が
、
河
上
徹
太
郎
そ
の
他
の
諸
氏
を
ま
き
そ
え
に
し
て
、

 
 
ほ
と
ん
ど
個
人
雑
誌
の
観
を
呈
す
る
に
至
る
第
六
号
ま
で
の
「
白
痴
群
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

 
六
冊
を
刊
行
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
し
か
私
に
は
思
わ
れ
な
い
。

 
「
白
痴
群
」
が
「
ほ
と
ん
ど
個
人
雑
誌
の
観
を
呈
す
る
」
同
人
誌
と
い
わ

れ
る
理
由
は
、
中
原
の
作
品
が
誌
面
の
多
く
を
占
め
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は

な
い
。
「
中
原
の
内
心
の
詩
的
自
覚
と
昂
揚
が
、
河
上
徹
太
郎
そ
の
他
の
諸

氏
を
ま
き
そ
え
に
し
て
」
刊
行
さ
れ
た
の
が
「
白
痴
群
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
中
原
の
内
心
の
詩
的
自
覚
と
昂
揚
」
は
、

不
特
定
多
数
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
周
囲
の
交
友
関
係
へ
と
向
か
っ

た
。
そ
の
結
果
、
中
原
の
作
品
は
し
ば
ら
く
の
間
、
非
常
に
狭
い
世
界
の
な

か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
原
が
不
特
定
多
数
の
読
者
の
存
在

を
意
識
す
る
の
は
、
「
白
痴
群
」
が
廃
刊
し
て
か
ら
「
独
り
で
コ
ッ
く
と

書
い
て
は
数
人
に
見
せ
て
、
お
茶
漬
く
ら
み
な
ら
ど
う
に
か
一
生
食
っ
て
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

け
る
境
遇
に
甘
ん
じ
て
、
四
五
年
を
過
し
」
(
「
千
葉
寺
雑
記
」
)
た
後
、
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

九
三
三
年
の
季
刊
「
四
季
」
へ
の
寄
稿
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、

 
こ
こ
で
ふ
た
た
び
「
詩
的
履
歴
書
」
の
記
述
に
眼
を
向
け
た
い
。
「
た
っ

た
十
四
行
書
く
た
め
に
、
こ
ん
な
に
手
数
が
か
＼
る
の
で
は
と
ガ
ツ
カ
り
す
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
朝
の
歌
」
執
筆
以
前
の
中
原
は
、
手
数
を
そ
れ
ほ
ど

か
け
な
く
て
も
詩
は
成
り
立
つ
、
と
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

 
た
と
え
ば
、
一
九
二
五
年
二
月
二
三
日
付
正
岡
忠
三
郎
宛
書
簡
に
「
ダ
ダ

イ
ス
ト
中
也
」
の
名
で
「
退
屈
の
中
の
肉
親
的
恐
怖
」
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
詩
に
続
け
て
中
原
は
「
経
済
学
試
験
準
備
中
の
貴
方
だ
と
思
ふ
と
こ
ん

な
好
加
減
な
詩
が
割
合
楽
に
送
れ
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
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「
白
」
と
「
黒
」
、
「
退
屈
」
と
「
恐
怖
」
、
「
南
」
と
「
北
」
、
「
女
」
と
「
肉

親
」
と
い
う
よ
う
に
、
ダ
ダ
期
の
中
原
作
品
の
特
徴
で
あ
る
反
対
の
語
の
連

結
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
詩
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
言
葉
の
対
比
、
連
結

が
豊
か
な
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
ま
ず
、
対
称
的
な
言
葉
を
配
置
し
た
だ
け
と

い
う
印
象
が
強
い
。

 
そ
れ
に
対
し
て
「
朝
の
歌
」
は
、
「
天
井
」
に
映
る
「
乏
き
い
ろ
」
に
眼

を
覚
ま
し
た
視
点
人
物
が
コ
 
」
の
外
に
広
が
る
「
空
」
に
想
い
を
馳
せ
、

そ
の
連
想
で
「
小
鳥
ら
の
 
う
た
」
や
「
森
拉
」
に
鳴
る
「
風
」
の
音
を
想

像
し
、
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
く
に
つ
れ
「
樹
脂
の
香
」
に
気
づ
き
、
そ

の
過
程
で
寝
て
い
る
と
き
に
み
た
「
夢
」
が
消
え
ゆ
く
様
子
を
描
い
た
作
品

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
「
手
に
て
な
す
 
な
に
ご
と
も
な
し
」
「
倦
ん
じ

て
し
 
人
の
こ
こ
ろ
を
/
諌
め
す
る
 
な
に
も
の
も
な
し
」
「
朝
は
悩
ま
し
」

と
い
う
よ
う
に
、
倦
怠
感
や
外
界
に
お
け
る
自
己
の
存
在
の
希
薄
さ
が
歌
わ

れ
、
眠
っ
て
い
る
と
き
に
み
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
将
来
に
対
し

て
抱
い
て
い
た
「
さ
ま
ざ
ま
の
夢
」
が
、
「
た
ひ
ら
か
の
空
」
に
拡
散
し
て

い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、
中
村
稔

が
い
う
よ
う
に
「
第
三
聯
、
第
四
聯
で
は
、
倦
怠
感
が
求
心
的
に
も
り
あ
が

る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
逆
に
懐
旧
感
と
な
っ
て
拡
張
し
て
し
ま
い
、
詩
調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
そ
れ
な
り
に
緊
張
感
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
弱
点
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
見
方
を
変
え
れ
ば
、
五
七
調
や
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
端
正
さ
が
窮
屈

さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
「
さ
ま
ざ
ま
の
夢
」
が
「
た
ひ
ら
か
の
空
」
に

拡
散
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
後
半
で
あ
え
て
強
調
さ
れ
て
い
る
、
と
も
い
え

よ
う
。
佐
々
木
幹
郎
は
「
わ
た
し
は
こ
の
「
朝
の
歌
」
を
最
初
に
読
ん
で
記

憶
に
と
ど
め
た
と
き
か
ら
、
長
い
間
こ
れ
が
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
た
。
わ
た
し
の
記
憶
の
中
で
は
、
「
朝
の
歌
」
は
口
語
体
の
詩

 
 
 
 
ザ
 

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
朝
の
歌
」
に
は
文
語
定
型
詩
で
あ
る
こ

と
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
あ
る
種
の
の
び
や
か
さ
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
佐
藤
泰
正
が
「
朝
の
歌
」
に
は
「
そ
の
題
名
に
ふ
さ
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

し
い
、
も
っ
と
淡
く
さ
わ
や
か
な
何
か
」
が
あ
る
と
評
す
る
所
以
で
あ
る
だ

ろ
う
。

 
徐
々
に
眠
り
か
ら
覚
め
て
い
く
感
覚
を
示
す
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
・
嗅
覚

的
表
現
の
重
層
的
な
配
置
。
文
語
定
型
詩
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
い
イ

メ
ー
ジ
の
広
が
り
。
「
た
っ
た
十
四
行
書
く
た
め
」
の
「
手
数
」
と
は
、
こ

の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
朝
の
歌
一
制
作

以
前
の
中
原
は
、
こ
う
し
た
「
手
数
」
に
つ
い
て
想
像
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。

 
中
原
は
「
朝
の
歌
」
制
作
に
よ
っ
て
、
手
数
を
そ
れ
ほ
ど
か
け
な
く
て
も

詩
は
成
り
立
つ
、
と
い
う
楽
観
的
な
意
識
を
改
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
は
ず

の
中
原
だ
が
、
自
分
の
作
品
が
文
学
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
そ
の
後
も
楽
観
的
に
構
え
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、

「
白
痴
群
」
を
取
り
囲
ん
で
い
た
文
学
的
時
代
状
況
に
即
し
て
考
え
て
み
た

い
。

 
「
白
痴
群
」
の
同
時
代
に
お
け
る
反
響
は
き
わ
め
て
小
さ
か
っ
た
。
二
木

晴
美
に
よ
れ
ば
、
「
文
藝
春
秋
」
一
九
二
九
年
八
月
号
に
お
け
る
「
目
耳
口
」
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中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
ー



中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

欄
の
次
の
匿
名
記
事
が
「
現
在
『
白
痴
群
』
に
関
し
て
の
閲
覧
可
能
な
唯
一

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

の
同
時
代
評
で
あ
る
」
。
ち
な
み
に
河
上
徹
太
郎
に
よ
る
と
、
こ
の
記
事
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池
谷
信
三
郎
が
「
提
灯
持
ち
」
で
書
い
て
く
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

 
 
 
計
る
日
「
白
痴
群
」
と
呼
ぶ
い
と
貧
し
き
雑
誌
を
我
は
拾
へ
り
。

 
 
(
中
略
)
然
れ
ど
も
内
容
は
面
白
し
。
藝
術
を
尊
ぶ
事
そ
の
最
初
の
一

 
 
頁
に
も
知
悉
す
な
ら
ん
。
こ
と
に
第
二
号
に
は
誰
か
読
ま
ん
ヴ
ア
レ
リ
ー

 
 
の
ダ
、
ヴ
イ
ン
チ
方
法
論
序
説
の
翻
訳
に
数
十
頁
を
埋
め
て
み
る
と
は
。

 
 
君
！
 
若
き
道
士
達
よ
。
君
の
踏
む
道
に
恥
あ
ら
し
め
な
と
そ
、
我
は

 
 
祈
罷
・

 
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
翻
訳
は
、
第
二
号
(
一
九
二
九
年
七
月
)
掲
載
の
河
上
徹

太
郎
訳
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
論
序
説
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
誰
か
読
ま
ん
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
白
痴
群
」
の
時
代
的
位
置
が
示
さ
れ

て
い
る
。
中
原
の
詩
に
限
ら
ず
、
河
上
の
翻
訳
な
ど
も
含
め
て
「
白
痴
群
」

に
注
目
し
た
同
時
代
の
人
物
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
だ

ろ
う
。
な
お
、
そ
の
唯
一
の
例
外
が
横
光
利
一
で
あ
り
、
「
白
痴
群
」
-
掲
載

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

の
こ
の
河
上
訳
に
触
れ
た
こ
と
で
、
横
光
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
受
容
が
始
ま
っ
た
。

み
ず
か
ら
も
同
人
だ
っ
た
大
岡
昇
平
は
「
中
原
の
詩
篇
と
河
上
の
論
文
が
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

壇
詩
壇
の
注
意
を
惹
い
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
河
上
の
文
章
は
と

も
か
く
、
中
原
の
詩
が
「
文
壇
詩
壇
の
注
意
を
惹
い
た
」
こ
と
が
果
た
し
て

あ
っ
た
か
ど
う
か
。

 
中
原
が
誰
も
読
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
同
人
誌
に
固
執
し
た
の
は
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
安
原
喜
弘
は
次
の
よ
う
に
証
言

す
る
。

 
 
 
彼
は
自
分
の
原
稿
を
所
謂
る
文
壇
と
か
詩
壇
の
家
内
発
表
機
関
に
載

 
 
せ
よ
う
な
ぞ
と
は
夢
想
も
し
な
か
っ
た
。
彼
は
飽
く
ま
で
、
馴
れ
合
い

 
 
と
仲
間
褒
め
に
終
始
す
る
と
思
わ
れ
た
当
時
の
文
壇
乃
至
詩
壇
に
対
す

 
 
る
低
額
評
価
の
故
に
そ
れ
等
の
外
に
身
を
持
し
て
い
た
。
(
中
略
)
彼

 
 
の
希
望
は
方
便
と
し
て
、
社
会
的
な
綜
合
雑
誌
に
よ
っ
て
正
当
に
評
価

 
 
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
己
の
労
作
に
対
す
る
正
当
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

 
 
報
酬
の
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

 
「
文
壇
」
「
詩
壇
」
と
い
う
「
馴
れ
合
い
と
仲
間
褒
め
」
-
の
場
へ
の
嫌
悪

感
が
「
白
痴
群
」
へ
の
固
執
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
馴
れ
合
い
と
仲
間

褒
め
」
を
拒
絶
し
た
は
ず
の
中
原
も
ま
た
、
自
分
の
周
囲
に
あ
る
閉
塞
的
な

交
友
関
係
の
な
か
で
し
か
詩
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意

味
で
、
「
馴
れ
合
い
と
仲
間
褒
め
」
の
場
に
身
を
落
と
し
て
い
た
、
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
「
社
会
的
な
綜
合
雑
誌
」
で
文
壇
的
地
位
を
確
立
し
、
活

躍
の
場
を
広
げ
て
い
く
小
林
秀
雄
は
、
中
原
の
眼
に
ど
う
映
っ
た
か
。

 
初
期
の
中
原
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
の
は
「
文
壇
」
や
「
詩
壇
」
に
進

出
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
り
、
努
力
で
あ
っ
た
。
安
原
は
、
一
九
三
三
年

創
刊
の
同
人
誌
「
紀
元
」
に
お
い
て
、
中
原
が
「
驚
く
べ
き
謙
遜
さ
を
以
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
い
世
代
の
仲
間
入
り
を
し
、
い
そ
い
そ
と
い
そ
が
し
そ
う
に
立
ち
廻
」
る

様
子
を
述
べ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
白
痴
群
」
の
こ
ろ
の
自
分
の

態
度
を
反
省
し
た
上
で
の
行
動
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
上
に
「
詩
壇
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
後
年
の
中
原
の
姿
が
あ
る
。
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ま
た
、
中
原
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
当
時
の
文
学
状
況
に
対
す
る
同
時
代

的
な
感
覚
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
『
文
藝
年
鑑
』
 
一
九
二
九
年
版
の

「
詩
」
の
項
目
(
「
自
昭
和
二
年
十
一
月
/
至
昭
和
三
年
十
月
」
)
に
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
従
来
、
詩
は
短
歌
及
び
俳
句
と
同
じ
く
詩
専
門
の
雑
誌
を
主
と
し
て

 
 
発
表
機
関
と
し
て
み
た
が
、
(
中
略
)
詩
が
一
般
雑
誌
乃
至
新
聞
な
ど

 
 
へ
も
漸
く
繁
く
発
表
さ
れ
る
や
う
に
な
り
、
こ
の
事
は
数
年
前
の
状
況

 
 
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
格
段
の
進
出
振
り
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら

 
 
(
影
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
 
ワ
つ

 
「
詩
が
一
般
雑
誌
乃
至
新
聞
な
ど
へ
も
漸
く
繁
く
発
表
さ
れ
る
や
う
に
な
」

つ
た
時
代
。
「
漸
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
繁
く
発
表
さ
れ
る
や
う
に
な
」
つ

た
と
は
い
え
、
コ
般
雑
誌
乃
至
新
聞
」
に
お
い
て
は
詩
の
掲
載
が
そ
れ
ほ

ど
一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
原
は

「
社
会
的
な
綜
合
雑
誌
に
よ
っ
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
」
「
そ
れ
に
よ
っ

て
己
の
労
作
に
対
す
る
正
当
な
報
酬
の
支
払
わ
れ
る
こ
と
」
を
期
待
し
て
い

た
の
だ
。

 
翌
年
版
の
『
文
藝
年
鑑
』
(
「
自
昭
和
三
年
十
一
月
/
至
昭
和
四
年
十
月
」
)

に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
本
年
鑑
所
定
の
一
般
雑
誌
に
詩
が
採
録
さ
れ
て
み
る
こ
と
は
前
年
と

 
 
変
り
は
な
い
が
、
依
然
と
し
て
本
質
的
に
い
い
詩
は
む
し
ろ
詩
の
専
門

 
 
雑
誌
若
く
は
同
人
雑
誌
に
こ
れ
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

 
 
つ
て
、
こ
の
種
の
雑
誌
は
毎
月
約
百
種
の
多
き
に
達
し
、
各
地
方
の
詩

 
 
人
も
そ
れ
ぞ
れ
詩
雑
誌
を
発
行
し
て
み
る
か
ら
そ
れ
を
併
せ
れ
ば
鈍
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
き
数
に
上
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

 
こ
の
よ
う
な
時
代
に
「
白
痴
群
」
は
創
刊
さ
れ
た
。
毎
月
発
行
さ
れ
る

「
約
百
種
」
も
の
「
詩
の
専
門
雑
誌
若
く
は
同
人
雑
誌
」
は
コ
般
雑
誌
乃

至
新
聞
」
へ
の
登
竜
門
で
も
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
詩
の
専
門
雑
誌
若
く

は
同
人
雑
誌
」
に
依
拠
す
る
詩
人
た
ち
は
み
な
コ
般
雑
誌
乃
至
新
聞
」
へ

の
進
出
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
原
が
「
白
痴
群
」
創
刊
を
決
意
し
た

の
も
、
み
ず
か
ら
の
「
一
般
雑
誌
乃
至
新
聞
」
進
出
の
足
が
か
り
に
し
た
か
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
詩
の
専
門
雑
誌
」
が
群
雄
割
拠
の
様

相
を
呈
し
て
い
た
右
の
よ
う
な
時
代
に
、
「
誰
か
読
ま
ん
」
と
評
さ
れ
る
よ

う
な
時
代
感
覚
に
鋭
敏
で
な
い
作
品
、
あ
る
い
は
不
特
定
多
数
の
読
者
を
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
「
白
痴
群
」
が
ほ

と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
う
な
ず
け
る
。

 
円
本
ブ
ー
ム
の
到
来
に
よ
っ
て
発
行
部
数
を
漸
減
し
て
い
た
総
合
雑
誌
が
、

ど
う
し
て
危
険
を
冒
し
て
ま
で
無
名
詩
人
の
作
品
を
載
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う

編酬

ﾜ
た
、
売
れ
る
こ
と
を
第
一
条
件
と
す
る
商
業
雑
誌
が
、
ど
う
し
て
雑

誌
の
売
り
上
げ
に
関
係
し
な
い
無
名
詩
人
に
報
酬
を
支
払
っ
て
く
れ
よ
う
。

「
社
会
的
な
綜
合
雑
誌
」
に
迎
え
ら
れ
る
に
は
、
群
雄
割
拠
の
雑
誌
に
依
拠

す
る
無
名
詩
人
た
ち
の
群
が
ら
抜
き
ん
出
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
閉
鎖
的
な
交
友
関
係
で
構
成
さ
れ
た
同
人
誌
の
世
界
か
ら
脱
出
し
、

中
原
の
眼
に
は
「
馴
れ
合
い
と
仲
間
褒
め
」
に
み
え
た
か
も
し
れ
な
い
「
文

壇
」
「
詩
壇
」
に
詩
人
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
も
っ
と
積
極
的
に
ア
ピ
ー
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中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
ー



中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
「
白
痴
群
」
は
、
大
岡
昇
平
と
中
原
の
大
喧
嘩
が
直
接
的
な
原
因
と
な
っ

て
、
一
九
三
〇
年
四
月
刊
行
の
第
六
号
を
最
後
に
廃
刊
へ
と
追
い
こ
ま
れ
た
。

そ
の
大
岡
が
、
次
の
よ
う
な
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

 
 
 
そ
の
次
の
大
喧
嘩
は
昭
和
七
年
秋
の
こ
と
で
、
新
橋
の
「
よ
し
乃
や
」

 
 
で
河
上
徹
太
郎
に
向
か
っ
て
 
 
僕
が
『
作
品
』
に
文
芸
時
評
を
書
き

 
 
始
め
た
こ
ろ
で
す
 
 
大
岡
に
時
評
を
書
か
し
て
、
ど
う
し
て
俺
の
詩

 
 
を
載
せ
な
い
ん
だ
っ
て
食
っ
て
か
か
る
ん
で
す
よ
。
(
中
略
)
『
山
羊
の

 
 
歌
』
の
予
約
募
集
に
わ
れ
わ
れ
が
応
じ
な
か
っ
た
の
も
根
に
持
っ
て
い

 
 
 
 
 
 
ゆ
 

 
 
た
ん
で
す
。

 
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
中
原
は
発
表
媒
体
の
獲
得

に
際
し
て
友
人
知
己
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
「
白
痴
群
」
が
刊

行
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
「
生
活
者
」
一
九
二
九
年
九
月
号
と
一
〇
月
号
に
計

一
三
篇
の
中
原
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
の
末
尾
に
は
高
田
博

厚
に
よ
る
付
記
が
あ
り
、
高
田
の
紹
介
で
同
誌
へ
の
作
品
掲
載
が
可
能
に
な
っ

た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
諸
井
三
郎
、
内
海
誓
一
郎
作
曲
の
歌
曲
が
ス

ル
や
作
品
発
表
会
で
披
露
さ
れ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
中
原
の
作
品
が
掲
載
さ
れ

た
の
も
中
原
が
彼
ら
と
交
際
が
あ
っ
た
か
ら
だ
し
、
「
社
会
及
国
家
」
へ
翻

訳
作
品
を
発
表
で
き
た
の
も
、
内
海
が
同
誌
の
編
集
者
瀬
名
貞
利
を
紹
介
し

て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
原
の
「
詩
壇
」
進
出
の
第
一
歩
と
な

る
季
刊
「
四
季
」
へ
の
寄
稿
に
つ
い
て
も
小
林
秀
雄
の
紹
介
が
あ
っ
た
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

こ
そ
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
第
二
次
「
四
季
」
へ
の
参
加
に
つ
い
て
も

「
河
上
徹
太
郎
君
が
あ
る
と
き
、
中
原
中
也
を
「
四
季
」
の
仲
間
に
入
れ
な

い
か
と
い
っ
た
。
よ
ろ
し
か
ら
う
、
と
私
は
答
へ
た
。
さ
う
し
て
つ
む
じ
曲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

り
の
中
原
が
こ
の
仲
間
に
加
つ
た
」
と
い
う
三
好
達
治
の
回
想
が
残
さ
れ
て

い
る
。

 
中
原
が
、
小
林
や
河
上
と
い
っ
た
友
人
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て
「
文
壇
」

「
詩
壇
」
へ
と
進
出
し
て
い
っ
た
こ
と
。
そ
の
意
味
で
は
、
発
表
媒
体
の
獲

得
に
あ
た
っ
て
友
人
知
己
に
依
存
す
る
と
い
う
中
原
の
戦
略
は
、
成
功
し
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
尋
常
二
年
生
の
時
よ
り
詩
を
書
い
て
」

(「

逞
t
寺
雑
記
」
)
い
た
わ
り
に
は
、
あ
ま
り
に
も
遅
い
「
文
壇
」
「
詩
壇
」

へ
の
進
出
に
、
「
白
痴
群
」
廃
刊
後
「
雌
伏
」
(
「
詩
的
履
歴
書
」
)
せ
ざ
る
を

え
ず
、
季
刊
「
四
季
」
に
寄
稿
す
る
ま
で
ほ
ぼ
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
中
原
の

悲
劇
が
あ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

 
「
作
品
」
に
は
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
に
評
論
「
宮
沢
賢
治
全
集
刊
行
に

際
し
て
」
、
翌
三
六
年
に
は
詩
篇
「
雨
の
日
」
「
現
代
と
詩
人
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
岡
は
「
詩
壇
に
登
場
し
た
昭
和
十
年
に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

載
っ
け
て
ま
す
ね
。
結
局
、
文
学
者
は
名
が
出
る
か
ど
う
か
で
す
ね
」
と
述

べ
て
い
る
。
「
名
が
出
る
」
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
そ
の
こ
と
に

中
原
が
気
づ
く
の
は
、
当
初
は
自
費
出
版
の
予
定
で
編
集
が
進
め
ら
れ
た
が
、

友
人
た
ち
が
予
約
募
集
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
三
二
年
の
本
文
印
刷

終
了
時
点
で
資
金
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
『
山
羊
の
歌
』
版
元
探
し
に
奔
走
し

て
い
た
時
期
で
あ
る
。
文
圃
堂
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
約
二
年
の
間
、

『
山
羊
の
歌
』
出
版
の
た
め
に
、
「
叩
頭
し
て
出
版
社
を
く
ど
く
よ
り
、
広
く
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文
学
の
世
界
で
評
価
を
受
け
よ
う
と
い
う
戦
略
」
の
も
と
、
中
原
は
既
発
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

の
作
品
を
別
の
雑
誌
に
再
掲
す
る
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
・

A1注v
(
2
)

(
3
)

AA54vv
AA76
V VI

(
8
)

(
9
)

(
1
0
)

(
1
1
)

 
大
岡
昇
平
「
『
朝
の
歌
』
」
『
大
岡
昇
平
全
集
』
第
一
八
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
一
月
、
一
二
五
頁
。

 
北
川
透
『
中
原
中
也
の
世
界
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
、

六
七
-
六
八
頁
。

 
中
村
稔
『
中
原
中
也
 
言
葉
な
き
歌
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
一

一
月
、
七
頁
。

 
北
川
透
、
前
掲
書
(
2
)
、
六
七
頁
。

 
拙
稿
「
中
原
中
也
・
一
九
三
三
年
i
季
刊
「
四
季
」
へ
の
寄
稿
を

中
心
に
…
」
、
「
昭
和
文
学
研
究
」
第
四
五
集
、
昭
和
文
学
会
、
二
〇

(
)
二
年
九
月
参
照
。

 
大
岡
昇
平
、
前
掲
文
(
1
)
、
一
二
五
頁
。

 
疋
田
雅
昭
「
再
考
、
中
原
の
詩
的
出
発
点
論
争
」
、
「
国
語
科
通
信
」

第
九
九
号
、
角
川
書
店
、
一
九
九
七
年
九
月
、
七
1
八
頁
。

 
河
上
徹
太
郎
「
詩
人
と
の
遙
遁
」
『
わ
が
中
原
中
也
』
昭
和
出
版
、
一

九
七
五
年
四
月
増
補
版
、
一
六
一
-
一
六
二
頁
参
照
。

 
諸
井
三
郎
「
「
ス
ル
ヤ
」
の
頃
の
中
原
中
也
」
、
「
中
原
中
也
全
集
月
報

1
」
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
、
二
頁
。

 
関
口
隆
克
「
北
沢
時
代
以
後
」
、
「
文
学
界
」
第
四
巻
藁
一
二
号
、
文

藝
春
秋
社
、
一
九
三
七
年
一
二
月
、
一
八
四
頁
。

 
拙
稿
「
「
書
く
」
行
為
の
背
後
に
あ
る
も
の
一
宮
沢
賢
治
と
中
原
中

(
1
2
)

A  A
14 13
Vl V

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

(
1
8
)

(
1
9
)

(
2
0
)

(
2
1
)

(
2
2
)

(
2
3
)

也
 
 
」
、
「
日
本
近
代
文
学
」
第
六
八
集
、
日
本
近
代
文
学
会
、
二
〇

〇
三
年
五
月
参
照
。

 
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
小
林
の
文
壇
的
出
発
で
あ
り
、
小
林
の
文

学
的
出
発
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

 
「
改
造
」
第
＝
巻
第
一
号
、
改
造
社
、
一
九
二
九
年
一
月
参
照
。

 
「
改
造
」
第
一
〇
巻
第
四
号
、
改
造
社
、
一
九
二
八
年
四
月
、
二
一
八

頁
参
照
。

 
郡
司
勝
義
『
小
林
秀
雄
の
思
ひ
出
 
 
そ
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
』
文

藝
春
秋
、
一
九
九
三
年
＝
月
、
六
九
頁
参
照
。

 
同
右
、
九
五
頁
参
照
。

 
太
宰
治
「
乞
食
学
生
」
『
太
宰
治
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九

九
八
年
七
月
、
三
四
二
一
三
四
四
頁
。

 
小
林
秀
雄
「
文
科
の
学
生
諸
君
へ
一
『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
五
巻
、
新

潮
社
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
一
〇
一
一
一
C
二
頁
。

 
疋
田
雅
昭
、
前
掲
文
(
7
)
、
八
頁
参
照
。

 
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
第
一
巻
「
解
題
篇
」
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇

年
三
月
、
一
四
一
頁
。

 
渡
邊
浩
史
、
口
頭
発
表
「
昭
和
四
、
五
年
の
中
也
詩
を
め
ぐ
っ
て
l

l
〈
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
〉
と
し
て
の
「
白
痴
群
」
創
刊
号
発
表
詩
篇
」
、

「
中
原
中
也
の
会
」
第
七
回
研
究
集
会
、
二
〇
〇
三
年
五
月
三
一
日
、
於

さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
映
像
ホ
ー
ル
。

 
大
岡
昇
平
「
詩
人
」
、
前
掲
書
(
1
)
、
二
一
〇
頁
。

 
大
岡
昇
平
、
前
掲
文
(
1
)
、
一
六
六
頁

中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で
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中
原
中
也
、
そ
の
文
学
的
出
発

「
朝
の
歌
」
か
ら
「
白
痴
群
」
創
刊
前
後
ま
で

(
2
4
)

(
2
5
)

(
2
6
)

(
2
7
)

(
2
8
)

(
2
9
)

(
3
0
)

(
3
1
)

(
3
2
)

(
3
3
)

(
3
4
)

(
3
5
)

(
3
6
)

 
中
村
稔
「
「
白
痴
群
」
と
中
原
中
也
」
、
『
「
白
痴
群
」
複
虫
草
別
冊

解
説
』
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
四
年
一
月
、
八
一
九
頁
。

 
拙
稿
(
5
)
参
照
。

 
中
村
稔
、
前
掲
書
(
3
)
、
一
〇
頁
。

 
佐
々
木
幹
郎
『
中
原
中
也
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
四
月
、
二
八

頁
。 

佐
藤
泰
正
「
「
朝
の
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
』
第
一

一
巻
、
翰
林
圭
旦
房
、
一
九
九
五
年
三
月
、
三
四
〇
頁
。

 
二
木
晴
美
「
『
白
痴
群
』
と
そ
の
周
辺
に
就
い
て
」
、
『
日
本
文
学
研
究

資
料
新
集
』
第
二
八
巻
「
中
原
中
也
・
魂
の
リ
ズ
ム
」
有
精
堂
出
版
、

一
九
九
二
年
二
月
、
二
一
四
頁
。

 
河
上
徹
太
郎
「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
精
神
の
危
機
」
、
『
河
上
徹
太
郎
全
集
』

第
六
巻
、
勤
草
書
房
、
一
九
七
一
年
五
月
、
三
六
六
頁
。

 
「
文
藝
春
秋
」
第
七
年
第
八
号
、
文
藝
春
秋
社
、
一
九
二
九
年
八
月
、

二
三
六
頁
。

 
山
本
亮
介
「
横
光
利
一
 
 
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
の
避
遁
の
内

実
」
、
「
繍
」
第
＝
集
、
「
繍
」
の
会
、
一
九
九
九
年
三
月
目
五
三
-
五

五
頁
参
照
。

 
大
岡
昇
平
「
「
白
痴
群
」
解
説
」
、
前
掲
書
(
1
)
、
四
九
八
頁
。

 
安
原
喜
弘
『
中
原
中
也
の
手
紙
』
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
、
四

九
-
五
〇
頁
。

 
同
旨
、
＝
ご
八
頁
。

 
拙
稿
「
中
原
中
也
の
「
詩
壇
」
意
識
-
一
九
三
五
年
前
後
の
詩
を

め
ぐ
る
状
況
と
「
日
本
詩
人
会
」
「
詩
人
ク
ラ
ブ
」
「
東
京
詩
人
ク
ラ
ブ
」
」
、

(
3
7
)

(
3
8
)

(
3
9
)

(
4
0
)

(
4
1
)

(
4
2
)

(
4
3
)

(
4
4
)

(
4
5
)

※
本
稿
は
、

 
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

 
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

 
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』

 
用
に
際
し
、

「
中
原
中
也
研
究
」
第
七
号
、
中
原
中
也
記
念
館
、
二
〇
〇
二
年
八
月
参

照
。 

文
藝
家
協
会
編
『
文
藝
年
鑑
 
昭
和
四
年
版
』
新
潮
社
、
一
九
二
九

年
一
月
、
一
九
八
頁
。

 
文
藝
家
協
会
編
『
文
藝
年
鑑
 
昭
和
五
年
版
』
新
潮
社
、
一
九
三
〇

年
三
月
、
一
八
七
頁
。

 
山
本
芳
明
「
円
本
ブ
ー
ム
を
解
読
す
る
 
「
早
出
時
」
の
新
進
作

家
た
ち
 
 
」
(
『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
ひ
つ
じ
虫
旦
房
、
二
〇
〇
〇

年
一
二
月
)
、
永
嶺
重
敏
「
円
本
ブ
ー
ム
と
読
者
」
(
『
モ
ダ
ン
都
市
の
読

書
空
間
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
三
月
)

な
ど
を
参
照
。

 
大
岡
昇
平
「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」
、
前
掲
書
(
1
)
、
五
六
六
一
五

六
七
頁
。

 
拙
稿
(
5
)
参
照
。

 
三
好
達
治
「
を
ち
こ
ち
人
」
終
回
、
「
新
潮
」
第
五
八
巻
第
一
二
号
、

新
潮
社
、
一
九
六
一
年
一
二
月
、
二
二
頁
。

 
大
岡
昇
平
、
前
掲
文
(
4
0
)
、
五
六
七
頁
。

 
堀
内
達
夫
「
『
山
羊
の
歌
』
を
あ
ぐ
っ
て
」
、
「
ユ
リ
イ
カ
」
第
二
巻
第

一
〇
号
、
卸
町
社
、
一
九
七
〇
年
九
月
、
一
一
四
頁
。

 
拙
稿
(
1
1
)
参
照
。

 
 
二
〇
〇
三
年
度
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
九
州
支
部
夏
期
セ
ミ
ナ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
場
内
外
で
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
お
、
中
原
中
也
の
文
章
は
、
角
川
書
店
版

 
 
 
 
 
 
 
を
本
文
と
し
、
適
宜
各
掲
載
紙
誌
を
参
照
し
た
。
引

 
 
 
一
部
を
除
い
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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