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は
じ
め
に

　

知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
夏
目
漱
石
の
「
倫
敦
消
息
」
に
は
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
）、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
四
巻
第
八
号
（
五
月
発
行
）

お
よ
び
第
九
号
（
六
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
、
ひ
と
つ
は
そ
れ
か
ら
十
四
年
後
、
一
九
一

五
年
（
大
正
四
）
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
文
集
『
色
鳥
』
に
収
め
ら
れ
た
。
前
者
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
所
収
版
は
そ
の
年
の
四
月
九
日
、
二
十
日
、
二
十
六
日
付
で
正
岡
子
規
と
高

浜
虚
子
に
宛
て
ら
れ
た
三
通
の
書
簡
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
誌
上
に
転
じ
た
も
の
で）1
（

、
そ
の
後

虚
子
の
編
集
し
た
単
行
本
『
写
生
文
集
』（
俳
書
堂
、
一
九
〇
三
）、
さ
ら
に
最
初
の
全
集
の

第
一
〇
巻
（「
初
期
の
文
章
及
詩
歌
俳
句
」、
一
九
一
八
）
に
も
改
稿
な
く
収
め
ら
れ
た
。
一
般

に
「
倫
敦
消
息
」
と
言
え
ば
、
こ
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
を
指
す
。
一
方
、
漱
石
自
身
の

大
幅
な
改
筆
を
得
た
『
色
鳥
』
所
収
版
は
、
一
九
九
四
年
、
新
た
な
岩
波
版
漱
石
全
集
に

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
所
収
版
と
並
べ
て
収
め
ら
れ
る
ま
で
、
一
般
の
読
者
の
眼
か
ら
は
長
く

遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
天
下
後
世
の
定
本）2
（

」
た
る
こ
と
を
め
ざ
し
断
簡
零
墨

ま
で
集
め
よ
う
と
す
る
岩
波
書
店
版
「
漱
石
全
集
」
か
ら
漏
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

間
『
色
鳥
』
版
は
い
わ
ば
「
外
典
」
の
立
場
に
と
ど
め
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
二
つ
の
版
が
こ
の
よ
う
な
布
置
に
留
ま
る
こ
と
が
漱
石
の
意
志
に
か
な
っ
て

い
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
漱
石
の
高
弟
で
最
初
の
全
集
か
ら
編
纂

に
加
わ
っ
た
小
宮
豊
隆
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
を
収
め
た
巻
の
「
解
説）3
（

」
に
お
い
て
、

「（
漱
石
は
、）
是
（
引
用
者
注
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
所
収
版
）
を
昔
の
ま
ま
の
形
で
公
け
に
す
る
事

を
欲
せ
ず
、
そ
の
（
一
）
を
全
然
削
除
し
、（
二
）
と
（
三
）
と
は
保
存
す
る
に
は
し
た
が
、

ほ
と
ん
ど
旧
態
を
止
め
な
い
や
う
に
、
全
体
に
大
斧
削
を
加
へ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。「
大

斧
削
」
と
い
う
の
は
決
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
。
実
際
こ
の
『
色
鳥
』
版
を
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
版
と
突
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
単
に
大
幅
な
削
除
が
な
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
次

の
よ
う
に
、
同
じ
事
柄
を
記
し
て
も
文
章
の
う
え
で
細
か
な
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

然
し
な
が
ら
冬
の
夜
の
ヒ
ュ
ー
〳
〵
風
が
吹
く
時
に
ス
ト
ー
ヴ
か
ら
烟
り
が
逆
戻

り
を
し
て
室
の
中
が
真
黒
に
一
面
に
燻
る
と
き
や
窓
と
戸
の
隙
間
か
ら
寒
い
風
が
遠

慮
な
く
這
込
ん
で
股
か
ら
腰
の
あ
た
り
が
た
ま
ら
な
く
冷
た
い
時
や
板
張
の
椅
子
が

堅
く
つ
て
疝
気
持
の
尻
の
様
に
痛
く
な
る
と
き
や
自
分
の
着
て
居
る
着
物
が
漸
々
変

色
し
て
来
る
に
つ
れ
て
自
分
が
段
々
下
落
す
る
様
な
情
な
い
心
持
の
す
る
時
は
何
の

為
に
こ
ん
な
切
り
詰
め
た
生
活
を
す
る
ん
だ
ら
う
と
思
ふ
事
も
あ
る
。

 

（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
）

　

然
し
冬
の
ヒ
ュ
ー
〳
〵
風
が
吹
く
晩
に
暖
炉
か
ら
烟
が
逆
戻
り
を
し
て
室
の
中
が

一
面
真
黒
に
燻
る
時
や
、
窓
と
戸
の
隙
間
か
ら
其
寒
い
風
が
遠
慮
な
く
這
ひ
込
ん
で

来
て
、
股
か
ら
腰
の
あ
た
り
を
堪
ら
な
く
冷
た
く
す
る
時
や
、
板
張
の
椅
子
が
堅
い

の
で
尻
が
疝
気
持
見
た
や
う
に
痛
く
な
る
時
や
、
自
分
の
着
て
ゐ
る
着
物
が
漸
々
変

色
し
て
来
る
に
つ
れ
て
、
自
分
が
段
々
下
落
す
る
様
な
情
な
い
心
持
に
な
る
時
は
、

必
竟
何
の
為
に
こ
ん
な
切
り
詰
め
た
生
活
を
す
る
ん
だ
ら
う
と
自
分
で
自
分
を
疑
つ

て
見
た
く
な
る
事
も
あ
る
。 

（『
色
鳥
』
版
）
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末
尾
で
語
り
手
自
身
の
心
情
を
や
や
詳
し
く
言
い
換
え
て
い
る
点
を
除
け
ば
、『
色
鳥
』

版
に
新
た
に
足
さ
れ
た
事
実
内
容
は
な
く
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
す
ら
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
い
て
助
詞
や
語
順
に
細
か
い
変
更
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
読
点
ま
で
含
め
れ

ば
一
行
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
部
分
は
な
い
。
小
宮
が
「
ほ
と
ん
ど
旧
態
を
止
め
な

い
」
と
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
の
は
、
漱
石
は
十
四
年
前

に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
書
き
送
っ
た
文
章
に
つ
い
て
、
加
筆
修
正
を
行
う
よ
り
は
、
そ
れ
を
見

な
が
ら
、
新
た
な
文
章
と
し
て
書
き
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

は
未
見
な
が
ら
、『
色
鳥
』
版
「
倫
敦
消
息
」
の
ま
と
ま
っ
た
「
原
稿
」
が
現
存
す
る
と

い
う
事
実）4
（

は
そ
の
傍
証
た
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
漱
石
は
「
倫
敦
消
息
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
改
筆
、
書
き
直

し
を
行
っ
た
の
か
。

　

こ
の
問
い
か
け
は
、
漱
石
に
関
し
て
は
特
段
の
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
全
集
の
校
異
表

を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漱
石
作
品
で
は
原
稿
と
新
聞
連
載
、
単
行
本
な
ど
テ
ク
ス

ト
間
の
異
同
が
ほ
ぼ
誤
字
の
訂
正
や
送
り
仮
名
等
文
字
遣
い
の
変
更
に
留
ま
っ
て
い
る
。

漱
石
は
過
去
の
自
作
に
手
を
入
れ
な
い
作
家
だ
っ
た
。
小
宮
豊
隆
も
「
解
説
」
で
「
元
来

漱
石
は
、
自
分
が
筆
を
下
す
ま
で
の
間
は
、
書
か
う
と
す
る
事
を
練
り
に
練
る
が
、
そ
れ

を
書
い
て
し
ま
ふ
や
否
や
、
も
う
そ
れ
を
見
向
く
の
も
厭
だ
と
い
ふ
や
う
な
作
家
で
あ
つ

た
」
し
、「
そ
ん
な
事
を
し
て
時
間
と
精
力
と
を
費
や
す
ほ
ど
な
ら
、
自
分
は
新
し
い
も

の
に
手
を
著
け
る
と
い
ふ
の
が
、
漱
石
の
主
義
で
あ
つ
た
」
と
断
定
的
に
述
べ
る
。
漱
石

自
身
の
発
言
に
そ
の
よ
う
な
「
主
義
」
を
表
す
も
の
は
な
い
が
、「
倫
敦
消
息
」
以
外
に

大
幅
な
改
稿
の
例
が
な
い
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
こ
か
ら
の
小
宮
の
説
明
は
や
や
説
得
力
を
欠
く
。
小
宮
は
漱
石
が
一
九
一

五
年
（
大
正
四
）
に
読
者
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
「
今
か
ら
回
顧
し
て
み
る
と
芸
術
的
な
意

味
で
全
然
書
き
直
し
た
い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
其
恥
は
芸
術
上
の
恥
で
徳

義
上
の
恥
で
な
い
か
ら
ま
あ
我
慢
し
て
ゐ
る
の
で
す
あ
な
た
か
ら
色
々
云
は
れ
る
と
甚
だ

勿
体
な
い
気
が
し
ま
す
」
と
い
う
く
だ
り
を
引
い
て
、「
か
う
い
ふ
心
持
が
た
ま
た
ま
「
倫

敦
消
息
」
に
触
発
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
主
義
に
反
し
、
漱
石
を
し
て
斧
削
の
挙
に
出
で
し

め
た
も
の
に
相
違
な
い
」
と
理
由
を
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、『
色
鳥
』
の
構
成
と
出
版

の
経
緯
を
見
る
と
、
い
か
に
も
不
十
分
な
感
は
否
め
な
い
。

　
『
色
鳥
』
は
、
編
者
（
中
村
武
羅
夫
で
あ
ろ
う
）
の
「
後
記
」
に
よ
れ
ば
「
夏
目
漱
石

先
生
の
全
作
中
か
ら
、
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
を
選
び
、
是
を
歴
史
的
に
編
纂
し
た
も

の
」（「『
色
鳥
』
に
つ
い
て
│
編
者
記）
5
（

」）
で
あ
り
、「
倫
敦
消
息
」
や
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』、

『
一
夜
』
と
言
っ
た
初
期
の
小
編
か
ら
、『
我マ
マ

輩
は
猫
で
あ
る
』「
三
」、『
彼
岸
過
迄
』
の
「
雨

の
降
る
日
」、『
心
』
か
ら
「
先
生
と
遺
書
」
な
ど
長
編
の
一
部
、
さ
ら
に
『
思
い
出
す
事

な
ど
』『
硝
子
戸
の
中
』
と
い
っ
た
随
筆
ま
で
、
執
筆
時
期
に
お
い
て
も
作
品
ジ
ャ
ン
ル

に
お
い
て
も
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
わ
ず
か
な
が
ら
で

も
漱
石
に
よ
る
書
き
換
え
が
認
め
ら
れ
る
の
は
「
倫
敦
消
息
」
一
編
に
限
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
『
色
鳥
』
出
版
の
前
年
に
書
か
れ
た
『
こ
こ
ろ
』
や
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
ば

か
り
の
『
硝
子
戸
の
中
』
は
別
に
し
て
も
、
小
宮
の
推
測
に
し
た
が
っ
て
「
全
然
書
き
直

し
た
い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
」
と
い
う
漱
石
の
「
心
持
が
た
ま
た
ま
」
触
発
し
た
の
で

あ
れ
ば
、『
猫
』
や
、
ま
た
平
行
し
て
書
か
れ
た
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』、『
一
夜
』
な

ど
に
つ
い
て
も
い
く
ら
か
の
加
筆
修
正
が
行
わ
れ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、『
色
鳥
』
編
者
は
同
じ
後
記
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
「
倫
敦
消
息
」
の
収

録
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
改
稿
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
い
。

　

◎
巻
頭
に
収
め
た
「
倫
敦
消
息
」
は
、
作
者
が
英
国
に
留
学
中
、
正
岡
子
規
に
宛

て
ゝ
書
い
た
通
信
で
、
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」（
明
治
三
十
七マ
マ

年
）
に
載
せ
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
そ
の
当
時
は
一
向
人
の
注
意
を
惹
か
な
か
つ
た
し
、
且
つ
作
者
が
何
の

集
に
も
入
つ
て
ゐ
な
い
為
め
、
未
だ
広
く
知
ら
る
ゝ
に
至
ら
な
か
つ
た
。
今
此
久
し

く
埋
も
れ
た
る
宝
石
を
発
掘
し
て
本
書
の
巻
頭
に
光
彩
を
添
ふ
る
を
得
た
の
は
、
編

者
の
深
く
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
後
記
の
述
べ
る
と
お
り
「
広
く
知
ら
る
ゝ
に
至
ら
な
か
つ
た
」「
久
し
く
埋

も
れ
た
る
宝
石
」
で
あ
る
「
倫
敦
消
息
」
を
「
発
掘
」
す
る
こ
と
が
編
者
の
狙
い
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
む
し
ろ
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
の
文
章
を
（
他
の
収
録
作
品
と
同
様
に
）
そ
の

ま
ま
、
語
句
を
変
え
ず
に
採
録
す
る
ほ
う
が
そ
の
目
的
に
は
か
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、『
色
鳥
』
版
へ
の
改
稿
が
編
者
よ
り
も
漱
石
自
身
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る
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こ
と
が
推
察
で
き
る
。
も
し
「
倫
敦
消
息
」
の
改
稿
が
編
者
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
編
者
後
記
は
先
の
引
用
と
は
姿
を
変
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う

し
、
ま
た
逆
に
「
ほ
と
ん
ど
旧
態
を
止
め
な
い
や
う
」（
小
宮
豊
隆
）
な
改
稿
を
新
た
に
漱

石
か
ら
得
た
な
ら
ば
、
編
集
者
と
し
て
は
む
し
ろ
そ
れ
を
宣
伝
し
た
方
が
得
策
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
九
月
二
十
八
日
付
大
阪
毎
日
新
聞
「
新
刊
雑
書
」
欄
、

十
月
二
十
四
日
付
け
大
阪
朝
日
新
聞
夕
刊
「
新
刊
紹
介
」
欄
、『
文
章
世
界
』
十
一
月
号

「
新
刊
紹
介
」
欄
に
お
け
る
『
色
鳥
』
紹
介
を
見
て
も
、
所
収
の
「
倫
敦
消
息
」
が
漱
石

に
よ
っ
て
大
幅
に
改
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
触
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

編
者
は
「
後
記
」
の
末
尾
で
「
◎
本
書
を
選
む
に
当
り
、
作
者
は
取
捨
の
す
べ
て
を
編
者

に
一
任
せ
ら
れ
た
の
で
、
選
者
は
其
の
寛
容
に
甘
へ
て
甚
だ
し
く
私
意
を
恣
に
し
た
」
と

ま
で
述
べ
、
む
し
ろ
漱
石
の
不
干
渉
を
印
象
付
け
て
い
る
。
少
な
く
と
も
『
色
鳥
』
の
読

者
の
大
半
は
、
集
中
の
「
倫
敦
消
息
」
が
、
編
者
自
身
の
い
わ
ゆ
る
「
久
し
く
埋
も
れ
た

る
宝
石
」
で
あ
る
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
と
は
大
き
く
姿
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
ず
に
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
編
者
も
、
ま
た
漱
石
も
敢
え
て
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
倫
敦
消
息
」
の
『
色
鳥
』
版
へ
の
改
稿
が

「
心
持
が
た
ま
た
ま
」
触
れ
た
と
い
う
よ
う
な
偶
発
的
な
動
機
に
基
づ
い
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
編
者
に
作
品
の
選
択
を
一
旦
委
ね
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
「
倫
敦
消
息
」
が
含
ま
れ

る
と
知
っ
た
漱
石
は
、「
主
義
」
を
枉
げ
て
も
大
幅
な
改
筆
、
全
面
的
な
書
き
直
し
を
施

さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
編
者
の
要
請
が
な
く
と
も
、
ま
た
そ
の
事
実
を
世
に
謳
う
意
図

が
な
く
と
も
、
漱
石
に
は
改
稿
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
小
宮
豊
隆
の
「
説
明
」

　

そ
の
「
必
要
」
に
つ
い
て
小
宮
豊
隆
の
「
解
説
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
倫
敦
消
息
」
初
稿
で
漱
石
が
、
あ
た
る
に
ま
か
せ
て
薙
ぎ
倒
す
や
う
に
、
そ
の

才
筆
を
縦
横
に
振
り
廻
し
て
ゐ
る
事
は
、
疑
は
る
べ
く
も
な
い
。
恰
も
そ
の
話
が
、

後
の
漱
石
に
は
、
軽
薄
に
も
厭
味
に
も
見
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
然
し

此
所
に
は
、
過
去
の
漱
石
の
持
つ
て
ゐ
た
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
と
が
、
引
き
離
す

こ
と
の
出
来
な
い
程
度
に
、
絡
み
合
つ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
、

軽
薄
に
見
え
厭
味
に
見
え
る
も
の
を
削
り
去
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
良
い
も
の

も
亦
削
り
去
ら
れ
、
全
體
は
そ
の
生
彩
を
ぬ
き
と
ら
れ
て
、
藻
ぬ
け
の
殻
の
や
う
な

も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
漱
石
で
は
な
い
筈
で

あ
る
。
気
が
つ
い
て
ゐ
て
も
な
ほ
漱
石
が
、
敢
え
て
い
ろ
ん
な
も
の
を
削
除
し
て
顧

み
な
か
つ
た
所
以
の
も
の
は
、
苟
も
そ
れ
を
公
け
に
す
る
以
上
は
、
現
在
の
眼
か
ら

見
て
、
我
慢
が
出
来
る
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
慢
が
出
来
る
程
度

の
も
の
に
す
る
為
に
、
例
へ
ば
そ
れ
に
付
随
し
て
ゐ
た
生
彩
を
減
殺
す
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
已
む
を
得
な
い
事
で
あ
る
と
い
ふ
、
漱
石
の
、
は
つ
き
り
し
た
考
へ
方

か
ら
来
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　

先
行
研
究
を
見
る
な
ら
ば
、「
倫
敦
消
息
」
を
論
じ
て
『
色
鳥
』
版
に
言
及
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
改
稿
の
「
理
由
」
自
体
を
論
題
に
据
え
た
も
の
は
、
そ
れ
が
漱
石
の
創
作

活
動
で
唯
一
の
例
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
量
す
れ
ば
、
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い）6
（

。
そ
こ

に
、
こ
の
小
宮
解
説
の
影
響
力
を
捉
え
る
事
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
つ
ぶ
さ
に
見

て
み
よ
う
。
こ
こ
で
小
宮
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
「
倫
敦
消
息
」
に
対
す
る
漱
石
の
（
十

四
年
後
の
）
評
価
を
改
稿
の
動
機
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
評
価
の
存
在
に
つ
い
て

は
何
ら
根
拠
を
示
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。「
倫
敦
消
息
」
初
稿
、
つ
ま
り
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
版
に
お
け
る
自
身
の
才
筆
ぶ
り
が
後
年
の
漱
石
に
は
「
軽
薄
に
も
厭
味
に
も
見
え

た
」
と
い
う
点
も
、
ま
た
、
そ
の
部
分
を
削
り
取
る
と
「
全
体
は
そ
の
生
彩
を
ぬ
き
と
ら

れ
」
て
し
ま
う
と
考
え
た
点
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
で
は
な
い
か
と
思
は
れ

0

0

0

」、「
そ
れ
に
気
づ

か
な
い
漱
石
で
は
な
い
筈
で
あ
る

0

0

0

0

」（
傍
点
と
も
に
引
用
者
）
と
い
う
文
言
が
続
く
事
か
ら

分
か
る
よ
う
に
結
局
は
小
宮
豊
隆
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
小
宮
は
そ
の
よ
う
な

「
推
測
」
を
根
拠
と
し
て
、「
苟
も
そ
れ
を
公
け
に
す
る
以
上
は
、
現
在
の
眼
か
ら
見
て
、

我
慢
が
出
来
る
程
度
」
の
も
の
に
す
る
た
め
に
、
た
と
え
そ
れ
に
付
随
す
る
「
生
彩
を
減

殺
す
る
」
犠
牲
を
払
っ
て
も
、「
軽
薄
に
も
見
え
厭
味
に
見
え
る
も
の
」
を
や
む
を
得
ず

削
除
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
漱
石
の
「
は
つ
き
り
し
た
考
へ
方
」
を
示
す
が
、
そ
れ
も

最
後
ま
で
読
む
と
「
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
「
推
測
」
で
し
か
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は
、
漱
石
自
身
の
声
と
し
て
の
確
実
な
「
倫
敦
消
息
」
評
は
何
も
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示
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
有
体
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
漱
石
の
評
で
あ
る
か
の
よ
う
に

装
っ
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
小
宮
豊
隆
自
身
の
「
倫
敦
消
息
」
評
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
の
だ
。

　

も
っ
と
も
、
漱
石
の
改
稿
を
経
た
『
色
鳥
』
版
「
倫
敦
消
息
」
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版

に
比
べ
て
生
彩
を
欠
く
と
見
た
の
は
、
小
宮
ひ
と
り
で
は
な
い
。
知
る
限
り
こ
の
二
つ
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
森
田
草
平
に
よ
る
「「
倫
敦
消
息
」

と
『
自
転
車
日
記
』」（『
文
章
道
と
漱
石
先
生）
7
（

』
所
収
）
だ
が
、
森
田
は
そ
こ
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

版
を
「
純
然
た
る
私
信
で
あ
つ
て
、
公
衆
を
眼
の
前
に
置
い
て
筆
を
執
ら
れ
た
も
の
で
な

い
。
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
先
生
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
出
て
居
る
」
と
評
す
る
一
方
、

『
色
鳥
』
版
に
つ
い
て
は
、「
後
で
筆
を
加
へ
ら
れ
た
方
は
、
調
つ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
、

何
も
興
味
が
索
然
と
し
て
、
や
は
り
手
紙
の
儘
の
方
が
良
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
小
宮
が

漱
石
自
身
の
評
価
（
へ
の
推
測
）
と
し
て
語
っ
て
い
る
事
柄
を
森
田
は
自
己
の
評
と
し
て

明
確
に
語
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
全
集
の
編
纂
者
で
も
あ
っ
た
二
人
の
弟
子
が
、『
色
鳥
』

版
に
つ
い
て
「
生
彩
を
ぬ
き
と
ら
れ
て
」
や
「
興
味
が
索
然
と
し
て
」
な
ど
と
同
様
の
言

葉
で
否
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
点
に
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

単
純
に
考
え
て
も
、
小
宮
の
言
う
よ
う
な
「
は
つ
き
り
し
た
考
へ
方
」
つ
ま
り
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
版
「
倫
敦
消
息
」
が
漱
石
の
「
現
在
の
眼
」
か
ら
見
れ
ば
我
慢
で
き
な
い
と
い

う
自
己
批
評
に
基
づ
い
て
改
稿
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
高
弟
で
あ
る
小
宮
や
森
田

が
、
改
稿
さ
れ
た
『
色
鳥
』
版
で
は
な
く
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
方
を
全
集
に
入
れ
た
の

は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
、「
初
期
の
文
章
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
集
の
予
約
募
集
広
告
に
も
う
た
う
よ
う
に
「「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
以
前
の
文
章
を
採
録
し
て
先
生
が
燦
爛
た
る
文
学
的
生
活
の
淵
源
を
示

す
」
た
め
に
設
け
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
か
ら
、
一
応
名
目
は
つ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
も
推
測
で
し
か
な
い
が
、
小
宮
や
あ
る
い
は
森
田
は
、
漱
石
の
改
稿
に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
「
生
彩
」
や
「
面
目
」
を
惜
し
ん
で
「
初
期
の
文
章
」
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

版
を
入
れ
、
同
時
に
『
色
鳥
』
版
を
「
正
典
」
た
る
全
集
か
ら
は
排
除
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
推
測
を
重
ね
て
も
、
結
局
『
色
鳥
』
版
で
漱
石
が
全
面
的
な
改

稿
を
試
み
た
理
由
、
目
的
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
小
宮
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
従

う
な
ら
ば
、
漱
石
は
『
色
鳥
』
へ
の
採
録
に
よ
っ
て
「
苟
も
そ
れ
を
公
け
に
す
る
以
上
は
」、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
生
彩
を
犠
牲
に
し
て
も
「
軽
薄
」
や
「
厭
味
」
に
見
え
る
部
分
を

削
除
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
小
宮
自
身
が
「
解
説
」
で
引
い
た
漱
石
の
手
紙
に
即

し
て
言
え
ば
、
結
局
「
徳
義
上
の
恥
」
を
「
芸
術
上
の
恥
」
よ
り
も
優
先
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か）8
（

。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
森
田
に
「
興
味
が
索
然
と
し
て
」

い
る
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
弟
子
た
ち
を
編
者
と
す
る
「
全
集
」
に
も
採
ら
れ
な
い

よ
う
な
改
稿
作
品
を
な
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
削
除
と
「
小
説
化
」

　
『
色
鳥
』
版
に
お
け
る
漱
石
の
改
稿
は
、
テ
ク
ス
ト
に
加
え
た
変
更
の
性
格
か
ら
、
大

き
く
三
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
漱
石
は
、
三
章
か
ら
な
る
「
倫
敦
消
息
」

の
う
ち
四
月
九
日
付
書
簡
に
基
づ
く
「
一
」
を
す
べ
て
削
除
し
た
。
し
た
が
っ
て
『
色
鳥
』

所
収
の
「
倫
敦
消
息
」
は
題
名
の
あ
と
に
「
明
治
〇
〇
年
正
岡
子
規
宛
に
て
送
り
た
る
書

信
」
と
書
き
添
え
な
が
ら
も
唐
突
に
「
二
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る）9
（

。
さ
ら
に
、
残
さ
れ
た

「
二
」
と
「
三
」
に
つ
い
て
も
、
特
に
「
二
」
の
前
半
を
中
心
に
し
て
部
分
的
な
削
除
が

相
当
箇
所
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
第
二
点
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
変
更
点
は
、
本
稿

の
は
じ
め
で
す
で
に
例
示
し
た
よ
う
な
、
文
章
全
体
に
及
ぶ
「
書
き
直
し
」
で
あ
る
。
記

述
内
容
（
事
実
）
は
変
え
ず
、
名
詞
や
形
容
表
現
も
で
き
る
だ
け
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に

沿
い
な
が
ら
、
し
か
し
全
く
同
じ
文
が
二
つ
続
く
こ
と
す
ら
な
い
ほ
ど
の
書
き
換
え
が
行

わ
れ
て
い
る
。
佐
藤
泰
正
や
長
島
裕
子）10
（

は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に
お
い
て
専
ら
用
い
ら
れ

て
い
た
「
我
輩
」
と
い
う
語
り
手
の
自
称
が
、『
色
鳥
』
版
に
お
い
て
は
す
べ
て
「
僕
」

に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
変
更
も
、
全
面
的

な
書
き
直
し
に
伴
っ
て
現
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

も
し
漱
石
の
改
稿
に
明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
一
」
の
全
面
的
削
除
、

「
二
」「
三
」
に
お
け
る
部
分
的
削
除
、
そ
し
て
同
箇
所
の
全
面
的
書
き
直
し
、
と
い
う
異

な
る
レ
ベ
ル
の
変
更
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
効
果
を
テ
ク
ス
ト
に
与
え
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
全
面
的
に
削
除
さ
れ
た
「
一
」
と
、「
二
」「
三
」
の
削
除
部
分
と
の

間
に
な
ん
ら
か
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
改
稿
の
動
機
を
推
し
量
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
小
宮
豊
隆
に
従
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
軽
薄
に
見
え
厭
味
に
見
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え
る
も
の
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
ぬ
き
と
る
と
全
体
が
「
藻
ぬ
け
の
殻
の
や
う
な
も
の

に
な
つ
て
し
ま
ふ
」
よ
う
な
「
生
彩
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、「
一
」
の
削
除
に
つ
い
て
言
え
ば
、
小
宮
説
の
根
拠
を
推
し
量
る
ま
で
も
な

い
か
も
し
れ
な
い
。「
二
」「
三
」
が
連
続
し
て
同
一
の
話
を
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
一
」
は
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
…
と
い
う
べ
き
か
、
何
ら
一
貫
し
た

内
容
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
一
」
の
冒
頭
で
漱

石
は
「
日
本
の
将
来
の
問
題
」
と
い
う
構
え
の
大
き
な
話
を
始
め
な
が
ら
も
、
し
ば
ら
く

す
る
と
「
然
し
こ
ん
な
事
は
只
英
国
へ
来
て
か
ら
余
慶
に
感
ず
る
様
に
な
つ
た
迄
で
ち
つ

と
も
英
国
と
関
係
の
な
い
話
し
だ
し
君
等
に
聞
せ
る
必
要
も
な
し
聞
き
度
事
で
も
な
か
ら

う
」
と
そ
れ
を
放
棄
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
別
に
用
意
し
た
話
題
が
あ
る
わ

け
で
も
な
い
。
前
の
話
題
を
「
先
ぬ
き
と
し
て
何
か
話
さ
う
、
何
が
い
ゝ
か
話
さ
う
と
す

る
と
出
な
い
も
の
で
ね
困
る
な
」
と
、
自
ら
話
題
に
窮
し
て
い
る
こ
と
を
話
題
に
し
、
揚

句
に
「
仕
方
が
な
い
か
ら
今
日
起
き
て
か
ら
今
手
紙
を
か
い
て
居
る
迄
の
出
来
事
を
「
ほ

と
ゝ
ぎ
す
」
で
募
集
す
る
日
記
体
で
か
い
て
御
目
に
か
け
様
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
の

「
出
来
事
」
に
し
て
も
「
風
来
山
人
の
生
活
だ
か
ら
面
白
可
笑
い
事
は
な
い
頗
る
平
凡
な

物
」
で
し
か
な
い
。
実
際
、
そ
こ
か
ら
「
日
記
体
」
で
記
述
さ
れ
る
朝
か
ら
の
行
動
の
記

述
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
日
記
募
集
の
課
題
に
則
っ
た
「
漱
石
の
一
日
記
事）11
（

」
で
あ
り
、

ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
に
お
け
る
朝
の
目
覚
め
か
ら
身
支
度
、
朝
食
後
に
新
聞
を
読
ん
で
か
ら

外
出
し
、「
地
下
電
気
（
地
下
鉄
）」
で
市
中
に
向
か
う
途
中
ま
で
自
身
の
行
動
を
逐
一
描

き
出
し
て
い
る
。
漱
石
は
そ
の
末
尾
で
車
中
の
様
子
に
触
れ
「
平
凡
な
乗
合
だ
。
少
し
も

小
説
に
な
ら
な
い
。」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
記
事
全
体
に
も
当

て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
漱
石
の
目
的
は
子
規
や
虚
子
に
対
し
て
己
の
生
活
を
報
告

す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
と
よ
り
そ
こ
に
小
説
的
な
展
開
を
求
め
て
も
仕
方
が
な

い
の
だ
が
、
し
か
し
漱
石
は
こ
の
一
日
記
事
す
ら
も
中
絶
し
、
幾
分
投
げ
や
り
に
も
聞
こ

え
る
よ
う
な
弁
解
で
書
簡
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
（
も
う
厭
に
な
つ
た
か
ら
是
で
御
免
蒙
る
。
実
は
僕
の
先
生
の
話
し
を
し
度
の
だ

が
ね
。
余
程
奇
人
で
面
白
い
の
だ
か
ら
。
然
し
少
々
頭
が
い
た
い
か
ら
是
で
御
勘
弁

を
願
は
う
）
四
月
九
日
夜
。

　

念
の
入
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
末
尾
で
漱
石
が
触
れ
た
「
余
程
奇
人
で
面
白
い
」「
僕

の
先
生
の
話
し
」
も
、
そ
の
後
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
倫
敦
消
息
」

の
「
一
」
は
漱
石
の
意
見
開
陳
で
あ
れ
、
行
動
記
録
で
あ
れ
、
ま
た
人
物
譚
で
あ
れ
、
す

べ
て
中
絶
、
あ
る
い
は
先
延
ば
し
に
さ
れ
て
ま
と
ま
ら
な
い
、
い
わ
ば
端
切
れ
の
話
の
集

合
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
」
が
書
簡
文
と
し
て
「
失
敗
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
決

し
て
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
。
書
簡
と
い
う
言
葉
に
は
、
書
字
に
よ
る
通
信
手
段
（
メ
デ
ィ
ア
）

と
い
う
意
味
と
、
そ
の
通
信
内
容
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
と
い
う
二
通
り
の
意
味
が
あ
る
が
、
後

者
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
に
何
の
制
約
も
な
い
。
書
簡
文
と
は
「
何

を
書
い
て
も
良
い
」
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
一
」
の
よ
う
に
話
の
断
片

が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
一
向
に
構
わ
な
い
場
合
す
ら
あ
る
。
こ
の
四
月
九

日
付
書
簡
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
の
折
に
省
略
さ
れ
た
冒
頭
部

で
漱
石
は
「
時
々
は
見
た
事
聞
た
事
を
君
等
に
報
道
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
述
べ
な
が
ら

も
そ
の
理
由
と
し
て
「
是
は
単
に
君
の
病
気
を
慰
め
る
許
り
で
な
く
虚
子
君
に
何
で
も
よ

い
か
ら
か
い
て
送
つ
て
呉
れ
ろ
と
」
頼
ま
れ
て
請
け
合
っ
た
こ
と
し
か
あ
げ
て
い
な
い
。

「
一
」
に
お
い
て
漱
石
が
そ
の
義
務
を
十
分
果
た
し
た
こ
と
は
、
子
規
と
虚
子
が
そ
れ
を

喜
ん
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
事
実
自
体
が
よ
く
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
結
局
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、「
一
」
の
末
尾
で
「
実
は
僕
の
先
生
の

話
し
を
し
度
の
だ
が
ね
」
と
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
に
は
も
う
少
し
ま
と
ま
っ
た

話
を
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
続
く
「
二
」
で
は
、
冒
頭
か
ら
倫
敦

で
の
下
宿
に
つ
い
て
語
り
始
め
、
気
晴
ら
し
に
行
う
散
歩
で
の
体
験
と
そ
れ
か
ら
戻
っ
て

寝
る
ま
で
に
抱
く
現
在
の
生
活
と
未
来
へ
の
思
い
を
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
話
を

改
め
る
。

か
ゝ
る
有
様
で
此
薄
暗
い
汚
苦
し
い
有
名
な
カ
ン
バ
ー
ウ
ェ
ル
と
云
ふ
貧
乏
町
の
隣

町
に
昨
年
の
末
か
ら
今
日
迄
居
つ
た
の
で
あ
る
。
居
っ
た
の
み
な
ら
ず
此
先
も
留
学

期
限
の
き
れ
る
迄
は
此
処
に
居
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
然
る
に
茲
に
或
る
出

来
事
が
起
つ
て
い
く
ら
居
り
た
く
つ
て
も
退
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
つ
た
と
い
ふ
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と
何
か
小
説
的
だ
が
其
訳
を
聞
く
と
頗
る
平
凡
さ
。
世
の
中
の
出
来
事
の
大
半
は
皆

平
凡
な
物
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

　

こ
れ
を
逆
か
ら
言
え
ば
、
漱
石
は
こ
こ
で
「
頗
る
平
凡
」
な
出
来
事
に
つ
い
て
「
然
る

に
茲
に
或
る
出
来
事
が
起
つ
て
…
」
と
「
何
か
小
説
的
」
に
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
後
「
二
」
の
記
述
は
、「
出
来
事
」
の
舞
台
で
あ
る
カ
ン
バ
ー
ウ
ェ
ル

の
下
宿
か
ら
離
れ
な
い
。
寄
宿
し
て
い
た
下
宿
屋
一
家
自
体
が
家
賃
を
滞
納
し
て
転
居

（
夜
逃
げ
？
）
す
る
こ
と
と
な
り
、
唯
一
の
下
宿
人
た
る
漱
石
が
懇
望
さ
れ
て
結
局
と
も
に

転
居
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
ま
で
の
経
緯
が
、
ひ
と
つ
の
筋
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
。
実
際

こ
の
「
出
来
事
」
は
進
行
形
で
漱
石
の
身
に
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
描

く
筆
致
は
物
語
と
し
て
の
統
一
性
を
よ
く
保
っ
て
他
に
逸
れ
る
こ
と
も
な
く
、
最
後
の
段

落
で
は
「
運
命
の
車
は
容
赦
な
く
廻
転
し
つ
ゝ
あ
る
。
我
輩
の
前
及
彼
等
二
人
の
前
に
は

如
何
な
る
出
来
事
が
横
は
り
つ
ゝ
あ
る
か
」
と
、
ま
る
で
結
末
を
知
っ
た
う
え
で
読
者
の

興
味
を
そ
そ
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
く
だ
り
ま
で
現
れ
る
。
仮
に
漱
石
に
従
っ
て
「
出

来
事
」
自
体
は
平
凡
だ
と
し
て
も
、
そ
の
語
り
方
は
十
分
に
「
小
説
的
」
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
、「
二
」
か
ら
六
日
を
置
い
て
書
か
れ
た
「
三
」
で
は
、
そ
の
間
の
「
出
来
事
」

の
進
展
が
伝
え
ら
れ
る
。「
下
女
」
に
し
て
「
朋
友
」
た
る
ペ
ン
か
ら
、
現
在
の
借
家
か

ら
の
転
居
を
巡
る
差
配
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
伝
え
ら
れ
、
翌
二
十
五
日
（
つ
ま
り
書
簡
を
書

く
前
日
）
朝
に
な
る
と
下
宿
屋
の
主
人
か
ら
、
差
し
押
さ
え
を
逃
れ
て
す
で
に
荷
物
を
移

し
た
旨
が
知
ら
さ
れ
る
。
続
い
て
「
我
輩
」
自
身
が
荷
物
を
両
手
に
「
神
さ
ん
」
と
鉄
道

馬
車
で
新
宅
ま
で
引
っ
越
す
有
り
様
が
記
述
さ
れ
、
最
後
は
ま
さ
し
く
そ
の
新
た
な
部
屋

で
手
紙
を
書
い
て
い
る
現
在
に
接
続
す
る
の
だ
ろ
う
、「
門
前
を
通
る
車
は
一
台
も
な
い
。

往
来
の
人
声
も
し
な
い
。
頗
る
寂
寥
な
る
も
の
だ
」
と
様
子
を
伝
え
、
ペ
ン
が
解
雇
さ
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
こ
の
「
出
来
事
」
の
語
り
は
閉
じ
ら
れ
る
。「
三
」
の
内
容

は
「
我
輩
の
前
及
彼
等
二
人
の
前
に
は
如
何
な
る
出
来
事
が
横
は
り
つ
ゝ
あ
る
か
」
と
い

う
「
二
」
末
尾
の
問
い
か
け
に
良
く
答
え
て
、
二
つ
の
章
に
連
続
性
と
一
体
性
を
与
え
て

い
る
。
ま
た
「
三
」
の
み
を
取
り
出
し
て
も
、
ペ
ン
の
紹
介
で
始
ま
り
、
そ
の
解
雇
を
惜

し
む
言
葉
で
終
わ
る
こ
と
で
「
話
」
と
し
て
の
完
結
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

良
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
三
つ
の
章
を
比
較
す
れ
ば
、「
一
」
と
「
二
」「
三
」

の
差
異
は
際
立
っ
て
い
る
。
石
崎
等
の
指
摘
を
引
け
ば
、「（
二
）
や
（
三
）
に
な
る
と
様

相
が
異
な
」
り
、「
漱
石
の
筆
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
「
小
説
的
な
」
人
事
交
流
を
描
く
と

こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る）12
（

」。
し
た
が
っ
て
小
宮
の
よ
う
に
、
軽
薄
や
厭
味
、

と
い
う
よ
う
な
鑑
賞
的
、
あ
る
い
は
質
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
立
ち
入
ら
ず
と
も
、『
色
鳥
』

版
で
の
「
一
」
の
全
面
的
な
削
除
に
は
よ
り
わ
か
り
や
す
い
理
由
付
け
が
可
能
に
な
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
単
純
に
漱
石
は
、『
色
鳥
』
版
に
お
い
て
同
じ
ひ
と
つ
の
出
来
事
を
伝

え
る
「
二
」「
三
」
の
み
を
残
す
こ
と
で
、「
倫
敦
消
息
」
を
「
物
語
化
」、
あ
る
い
は
「
小

説
化
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

　

例
え
ば
久
泉
伸
世
は
、「「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
は
、
観
察
者
と
し
て
の
彼
が
見
聞
き
し

た
事
実
が
単
に
羅
列
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
」、『
色
鳥
』
版
で
は
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
諸

事
実
が
、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
生
活
に
対
す
る
漱
石
自
身
の
十
四
年
後
の
視
点
を
軸
と
し

て
、
緻
密
な
構
造
を
形
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
る）13
（

。
体
験
か
ら
時
間
的
に
隔
た
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
距
離
が
、
出
来
事
全
体
の
構
造
的
な
把
握
を
可
能
に
し
た
、
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
即
時
的
な
「
観
察
」
を
記
録
す
る
「
日
記
」
で
あ
っ
た
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
版
に
対
し
て
、

構
造
を
意
識
し
て
書
き
直
さ
れ
た
『
色
鳥
』
版
「
倫
敦
消
息
」
は
、
も
は
や
書
簡
の

範
疇
に
入
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
一
篇
の
小
説
と

も
見
な
せ
る
。
こ
れ
が
、
新
「
倫
敦
消
息
」
の
「
独
自
性
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
と
『
色
鳥
』
版
の
間
で
書
簡
か
ら
小
説
へ
の
ジ
ャ
ン
ル
変

換
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
久
泉
の
見
解
に
は
全
面
的
に
賛
成
し
た
い
。
し
か
し
、
久
泉
自

身
が
続
け
て
「
む
ろ
ん
、
漱
石
が
「
倫
敦
消
息
」
へ
の
加
筆
を
行
っ
た
時
、
そ
れ
を
小
説

に
す
る
つ
も
り
で
い
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
変
換
、「
小
説
化
」
そ
の
も
の
が
改
稿
の
動
機
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
語

り
直
し
を
図
る
中
で
必
然
的
に
導
か
れ
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ま

だ
留
保
の
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
仮
に
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
漱
石
の
改
稿
に
つ

い
て
、
な
お
別
の
動
機
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
、
関
係
の
中
の
語
り

　

も
ち
ろ
ん
、
漱
石
に
よ
る
「
小
説
化
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
種
類
、
つ
ま

り
「
二
」
以
降
に
お
け
る
部
分
的
削
除
に
お
い
て
も
十
分
に
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば

「
二
」
の
冒
頭
か
ら
見
る
と
、
本
論
で
最
初
に
引
用
し
た
「
然
し
冬
の
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
風

が
吹
く
晩
に
暖
炉
か
ら
烟
が
逆
戻
り
を
し
て
…
」
と
い
う
同
様
の
部
分
に
い
た
る
ま
で
の

記
述
は
、
全
集
で
数
え
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
二
十
二
行
あ
っ
た
も
の
が
、『
色
鳥
』

版
で
は
ち
ょ
う
ど
半
分
、
十
一
行
に
削
ら
れ
て
い
る
。

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版

　

又
「
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
」
が
届
い
た
か
ら
出
直
し
て
一
席
伺
は
う
。
我
輩
の
下
宿
の
体

裁
は
前
回
申
し
述
べ
た
如
く
頗
る
憐
れ
つ
ぽ
い
始
末
だ
が
、
そ
う
い
ふ
境
界
に
澄
ま

し
返
つ
て
三
十
代
の
顔
子
然
と
し
て
居
ら
れ
る
か
と
君
方
は
屹
度
聞
く
に
違
ひ
な

い
。
聞
か
な
く
つ
て
も
聞
く
事
に
し
な
い
と
此
方
が
不
都
合
だ
か
ら
先
づ
聞
く
と
認

め
る
、
処
で
我
輩
が
君
等
に
答
へ
る
ん
だ
懸
価
の
な
い
所
を
答
へ
る
ん
だ
か
ら
其
積

り
で
聞
か
な
く
っ
て
は
行
け
な
い
。

　

我
輩
も
時
に
は
禅
坊
主
見
た
様
な
変
哲
学
者
の
様
な
悟
り
済
し
た
事
も
云
つ
て
見

る
が
矢
張
大
体
の
処
が
御
存
じ
の
知
き
俗
物
だ
か
ら
こ
ん
な
窮
窟
な
暮
し
を
し
て
回

や
其
楽
を
あ
ら
た
め
ず
賢
な
る
か
な
と
褒
め
ら
れ
る
権
利
は
毛
頭
な
い
の
だ
よ
、
そ

ん
な
ら
な
ぜ
も
つ
と
愉
快
な
所
へ
移
ら
な
い
か
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
其
処
に
大

に
理
由
の
存
す
る
あ
り
焉
さ
、
先
聞
き
給
へ
成
程
留
学
生
の
学
資
は
御
話
し
に
な
ら

な
い
位
少
な
い
。
倫
敦
で
は
猶
々
少
な
い
、
少
な
い
が
此
留
学
費
全
体
を
投
じ
て
衣

食
住
の
方
へ
廻
せ
ば
我
輩
と
雖
も
最
少
し
は
楽
な
生
活
が
出
来
る
の
さ
。
夫
は
固
に

居
る
時
分
の
体
面
を
保
つ
事
は
覚
束
な
い
が
（
国
に
居
れ
ば
高
等
官
一
等
か
ら
五
ッ

下
へ
勘
定
す
れ
ば
直
ぐ
僕
の
番
へ
巡
は
つ
て
く
る
の
だ
か
ら
ね
。
尤
も
下
か
ら
勘
定

す
れ
ば
四
つ
で
来
て
仕
舞
う
ん
だ
か
ら
日
本
で
も
余
り
威
張
れ
な
い
が
）
兎
に
角
是

よ
り
も
薩
張
り
し
た
家
へ
這
入
れ
る
。
然
る
に
あ
ら
ゆ
る
節
倹
を
し
て
斯
様
な
わ
び

し
い
住
居
と
し
て
居
る
の
は
ね
、
一
つ
は
自
分
が
日
本
に
居
つ
た
時
の
自
分
で
は
な

い
単
に
学
生
で
あ
る
と
云
ふ
感
じ
が
強
い
の
と
二
つ
目
に
は
切
角
西
洋
へ
来
た
も
の

だ
か
ら
成
る
事
な
ら
一
冊
で
も
余
慶
専
門
上
の
書
物
を
買
つ
て
帰
り
度
慾
が
あ
る
か

ら
さ
。
そ
こ
で
家
を
持
つ
て
下
稗
共
を
召
し
使
つ
た
事
は
忘
れ
て
只
十
年
前
大
学
の

寄
宿
舎
で
雪
駄
の
カ
ヽ
ト
の
様
な
「
ビ
ス
テ
キ
」
を
食
つ
た
昔
し
を
考
へ
て
は
夫
よ

り
も
少
し
は
結
構
？
先
づ
結
構
だ
と
思
つ
て
居
る
の
さ
。
人
は
「
カ
ム
バ
ー
ウ
ェ
ル
」

の
様
な
貧
乏
町
に
く
す
ぼ
つ
て
る
と
云
つ
て
笑
う
か
も
知
れ
な
い
が
そ
ん
な
事
に
頓

着
す
る
必
要
は
な
い
。
斯
様
な
陋
巷
に
居
つ
た
つ
て
引
張
り
と
近
づ
き
に
な
つ
た
事

も
な
し
夜
鷹
と
話
を
し
た
事
も
な
い
。
心
の
底
迄
は
受
合
は
な
い
が
先
挙
動
丈
は
君

子
の
や
る
べ
き
事
を
や
つ
て
居
る
ん
だ
。実
に
立
派
な
も
の
だ
と
自
ら
慰
め
て
居
る
。

 

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

『
色
鳥
』
版

　

僕
の
下
宿
の
体
裁
は
前
便
に
申
述
た
通
り
頗
る
憐
れ
つ
ぽ
い
も
の
だ
が
、
さ
う
い

ふ
心
細
い
所
に
、
三
十
代
の
顔
子
の
や
う
な
気
持
で
、
能
く
澄
ま
し
て
ゐ
ら
れ
た
も

の
だ
と
君
は
不
審
を
起
す
か
も
知
れ
な
い
が
、
僕
と
て
も
御
存
じ
の
如
き
俗
物
で
あ

る
以
上
、
斯
ん
な
窮
屈
な
活
計
を
し
て
回
や
其
楽
を
改
め
ず
賢
な
る
か
な
と
賞
め
ら

れ
や
う
な
ど
と
は
無
論
思
つ
て
ゐ
な
い
。
た
ゞ
已
を
得
な
い
の
で
厭
々
な
が
ら
辛
抱

し
て
ゐ
る
の
だ
と
さ
へ
推
察
し
て
貰
へ
ば
そ
れ
で
沢
山
だ
。

　

僕
だ
つ
て
留
学
生
の
学
資
全
体
を
衣
食
住
の
方
へ
廻
せ
ば
、
い
く
ら
物
価
の
高
い

倫
敦
で
も
も
う
少
し
楽
な
生
活
は
出
来
る
の
だ
が
、
自
分
は
ま
た
昔
し
通
り
の
書
生

に
立
ち
返
つ
た
の
だ
と
い
ふ
感
じ
が
強
く
起
る
の
と
、
折
角
西
洋
へ
来
た
も
の
だ
か

ら
成
ら
う
事
な
ら
一
冊
で
も
余
計
専
門
上
の
書
物
を
買
つ
て
帰
り
た
い
と
い
ふ
慾
望

が
僕
を
高
圧
的
に
支
配
す
る
の
と
で
、
少
し
の
不
自
由
は
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
ふ
気
に
な
る
の
だ
と
思
つ
て
呉
れ
給
へ
。
十
年
前
大
学
の
寄
宿
舎
で
雪
駄
の

踵
の
や
う
な
堅
い
ビ
ス
テ
キ
を
食
つ
た
経
験
の
あ
る
僕
は
苦
し
く
な
る
と
あ
の
時
分

の
事
を
回
想
し
て
一
人
で
一
人
を
慰
め
て
ゐ
る
。

　

お
お
ま
か
で
は
あ
る
が
、『
色
鳥
』
版
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
傍
線
で
示
し
て

み
た
。
両
者
と
も
、「
憐
れ
つ
ぽ
い
」
下
宿
に
辛
抱
し
て
い
る
心
情
を
理
由
と
も
ど
も
伝

え
て
い
る
点
で
は
、
内
容
そ
の
も
の
に
大
差
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
下
宿
経
営
者
一
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家
と
の
転
居
、
と
い
う
出
来
事
を
描
く
一
人
称
の
話
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、『
色
鳥
』

版
は
冒
頭
に
前
提
と
な
る
状
況
を
示
す
と
言
う
点
で
、
書
き
出
し
と
し
て
よ
く
機
能
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
直
後
に
下
宿
の
具
体
的
な
描
写
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
叙
述
の
焦
点
化
は
さ
ら
に
進
む
。
そ
の
方
向
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

一
方
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
語
り
は
決
し
て
一
直
線
に
は
進
ま
な
い
。
も
ち
ろ
ん
新

た
な
書
簡
の
冒
頭
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
宛
先
人
で
あ
る
子
規
お
よ
び
虚
子
に
対
し
て
直

接
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、『
色
鳥
』
版
で
も
そ
れ
は

「
さ
う
い
ふ
心
細
い
所
に
、
三
十
代
の
顔
子
の
や
う
な
気
持
で
、
能
く
澄
ま
し
て
ゐ
ら
れ

た
も
の
だ
と
君
は
不
審
を
起
す
か
も
知
れ
な
い
が
」
な
ど
と
い
う
部
分
に
残
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
漱
石
は
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
ず
「
聞
か
な
く

つ
て
も
聞
く
事
に
し
な
い
と
此
方
が
不
都
合
だ
か
ら
先
づ
聞
く
と
認
め
る
、
処
で
我
輩
が

君
等
に
答
へ
る
ん
だ
懸
価
の
な
い
所
を
答
へ
る
ん
だ
か
ら
其
積
り
で
聞
か
な
く
つ
て
は
行

け
な
い
」
と
ま
る
で
絡
む
か
の
よ
う
に
相
手
の
聞
き
方
（
読
み
方
）
に
ま
で
口
を
出
す）14
（

。

も
し
こ
れ
が
何
か
「
物
語
」
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
そ

の
伝
達
を
妨
げ
る
余
計
な
脱
線
と
言
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
物
語
論
な
ら
ば
、
子
規

に
対
し
て
「
其
積
り
で
聞
か
な
く
つ
て
は
行
け
な
い
」
と
指
示
す
る
よ
う
な
言
説
は
、
物

語
内
世
界
か
ら
逸
脱
し
て
そ
の
外
側
、
メ
タ
物
語
世
界
に
位
置
す
る
語
り
と
位
置
付
け
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
全
面
削
除
さ
れ
た
「
一
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

版
「
二
」
の
冒
頭
に
つ
い
て
そ
の
言
説
を
「
物
語
内
世
界
」
と
「
メ
タ
物
語
世
界
」
に
分

け
る
こ
と
は
、
第
一
に
不
可
能
で
あ
る
し
、
第
二
に
無
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
こ
に

は
テ
ク
ス
ト
を
内
側
と
外
側
に
色
分
け
で
き
る
よ
う
な
「
物
語
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
な

い
の
だ
。
真
水
と
海
水
の
入
り
混
じ
る
汽
水
域
の
よ
う
な
こ
の
冒
頭
部
で
は
、
語
り
手
漱

石
の
意
識
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
「
物
語
」
よ
り
も
書
簡
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
機
構
に

向
け
ら
れ
て
お
り
、
聞
き
手
（
読
み
手
）
で
あ
る
子
規
の
存
在
と
自
分
の
言
葉
が
子
規
に

引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
反
応
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
続
け
て
第
二
段
落
の
は
じ

め
を
改
め
て
見
る
な
ら
ば
、
ま
ず
自
分
の
語
り
に
つ
い
て
「
我
輩
も
時
に
は
禅
坊
主
見
た

様
な
変
哲
学
者
の
様
な
悟
り
済
し
た
事
も
云
つ
て
見
る
が
」
と
自
意
識
的
に
言
及
し
て
見

せ
た
あ
と
で
「
そ
ん
な
ら
な
ぜ
も
つ
と
愉
快
な
所
へ
移
ら
な
い
か
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い

が
其
処
に
大
に
理
由
の
存
す
る
あ
り
焉
さ
」
と
聞
き
手
の
問
い
返
し
を
先
取
り
し
て
自
ら

の
語
り
に
取
り
込
み
、「
先
聞
き
給
へ
」
と
指
示
を
出
し
て
い
る
。
書
き
手
で
あ
る
漱
石

は
こ
こ
で
あ
た
か
も
読
み
手
と
対
座
し
て
い
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
語
る

内
容
も
、
ま
た
「
ね
」
や
「
さ
」
と
い
う
終
助
詞
に
い
た
る
語
り
の
ト
ー
ン
や
ア
ク
セ
ン

ト
ま
で
、
す
べ
て
言
葉
の
向
こ
う
側
に
い
る
二
人
の
友
人
の
存
在
に
よ
っ
て
濃
く
彩
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
言
う
と
お
り
、「
表
現
は
、
発
話
の
当
該
の
出

来
事
の
参
加
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
こ
れ
ら
参
加
者
の
相
互
関
係
こ

そ
が
発
話
を
形
成
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ま
さ
に
こ
う
あ
る
べ
き
発
話
を
ひ
び
か
せ
る）15
（

」
の
で

あ
る
。

　

漱
石
が
『
色
鳥
』
版
に
お
い
て
排
除
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
参
加
者
の
相
互
関
係
」

が
形
成
す
る
よ
う
な
発
話
で
あ
り
、
そ
の
ひ
び
き
で
あ
っ
た
。
長
島
裕
子
は
そ
れ
を
指
し

て
「
初
稿
で
は
「
私
信
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
読
み
手
と
書
き
手
と
の

暗
黙
の
了
解
、
い
わ
ば
仲
間
う
ち
意
識
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る）16
（

」
と
明
快
に
指
摘
し
て

い
る
が
、
こ
の
「
そ
ぎ
落
と
」
し
は
、『
色
鳥
』
版
を
通
じ
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
下
宿
屋
の
「
神
さ
ん
」
の
妹
か
ら
一
緒
に
引
っ
越
す
こ
と
を
頼
ま
れ
る
く
だ
り
を
両

版
で
比
べ
て
み
よ
う
。

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版

或
日
亭
主
と
神
さ
ん
が
出
て
行
つ
て
我
輩
と
妹
が
差
し
向
ひ
で
食
事
を
し
て
居
る
と

陰
気
な
声
で
「
あ
な
た
も
一
所
に
引
越
し
て
下
さ
い
ま
す
か
」
と
い
つ
た
此
「
下
さ

い
ま
す
か
」
が
色
気
の
あ
る
小
説
的
の
「
下
さ
い
ま
す
か
」
で
は
な
い
。
色
沢
気
抜

き
の
世
帯
染
た
「
下
さ
い
ま
す
か
」
で
あ
る
、
我
輩
が
此
語
を
聞
た
と
き
は
非
常
に

い
や
な
可
愛
想
な
気
持
ち
が
し
た
、
元
来
我
輩
は
江
戸
っ
児
だ
。
然
る
に
朱
引
内
か

朱
引
外
か
少
々
暖
昧
な
所
で
生
れ
た
精
か
知
ら
ん
今
迄
江
戸
っ
児
の
や
る
様
な
心
持

ち
の
い
ゝ
慈
善
的
事
業
を
や
つ
た
事
が
な
い
。
今
何
と
答
を
し
た
か
慥
か
に
覚
え
て

居
ら
ん
。
苟
も
一
遍
の
義
侠
心
が
あ
る
な
ら
ば
う
ん
あ
な
た
の
移
る
処
な
ら
ど
こ
で

も
移
り
ま
す
と
答
へ
る
筈
な
の
だ
。
さ
う
は
答
へ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
茲
に
さ
う
答

へ
ら
れ
な
い
訳
が
あ
る
。
成
程
此
妹
は
極
内
気
な
大
人
し
い
而
も
非
常
に
堅
固
な
宗

教
家
で
我
輩
は
此
女
と
家
を
共
に
す
る
の
は
毫
も
不
愉
快
を
感
じ
な
い
が
姉
の
方
た



漱
石
は
な
ぜ
「
倫
敦
消
息
」
を
書
き
直
し
た
の
か

（35）278

る
や
少
々
御
転
だ
。

『
色
鳥
』
版

或
日
亭
主
と
上
さ
ん
が
出
て
行
つ
た
後
、
僕
は
妹
と
差
向
ひ
で
た
つ
た
二
人
午
飯
の

食
卓
に
就
い
た
。

「
貴
方
も
一
所
に
引
越
し
て
下
さ
い
ま
す
か
」

　

妹
は
陰
気
な
声
で
僕
に
哀
願
す
る
や
う
に
頼
ん
だ
。
僕
は
可
哀
想
だ
け
れ
ど
も
一

種
厭
な
心
持
が
し
た
。
然
し
気
の
毒
と
い
ふ
感
じ
は
充
分
あ
つ
た
の
で
、
成
ら
う
事

な
ら
一
所
に
移
つ
て
や
ら
う
と
思
は
な
い
で
も
な
か
つ
た
が
、
一
方
で
は
又
さ
う
向

ふ
の
云
ふ
通
り
に
ば
か
り
な
つ
て
は
居
ら
れ
な
い
訳
も
有
つ
て
ゐ
た
。

　

此
妹
は
極
内
気
で
大
人
し
く
て
其
上
に
信
心
の
堅
固
な
女
だ
か
ら
、
一
所
に
ゐ
て

も
少
し
の
不
愉
快
を
感
じ
な
い
が
、
姉
の
方
に
な
る
と
何
う
も
左
右
は
行
か
な
い
。

　
『
色
鳥
』
版
を
書
き
な
お
そ
う
と
す
る
漱
石
に
と
っ
て
、
記
述
さ
れ
る
出
来
事
も
自
身

の
感
情
も
、
十
四
年
前
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
語

ら
れ
る
の
は
同
じ
出
来
事
で
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
一
週
間
前
の
こ
と
で
あ
り
、
語
ら
れ
る

感
情
も
現
在
の
漱
石
の
感
情
と
地
続
き
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
ま
だ
揺
れ
を
残
し
な
が
ら

現
在
の
感
情
の
一
部
に
紛
れ
込
ん
で
も
い
る
。
し
か
も
漱
石
は
、
そ
の
新
た
な
出
来
事
と

定
ま
ら
な
い
感
情
を
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
聞
き
手
と
い
う
対
座
す
る
他
者
へ
の
意
識

に
ひ
き
ず
ら
れ
な
が
ら
語
る
。
下
宿
屋
の
神
さ
ん
の
「
妹
」
か
ら
「
あ
な
た
も
一
所
に
引

越
し
て
下
さ
い
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
た
事
実
を
伝
え
な
が
ら
、
そ
れ
が
聞
き
手
に
引
き
起

こ
す
で
あ
ろ
う
反
応
（
冷
や
か
し
？
）
を
予
想
し
て
す
ぐ
そ
れ
が
「
色
気
の
あ
る
小
説
的
の
」

も
の
で
は
な
く
「
色
沢
気
（
つ
や
け
）
抜
き
の
世
帯
染
た
」
口
調
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
つ
け
加
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
逆
に
、
つ
い
最
近
に
起
き
た
こ
と
が
ら

で
あ
り
な
が
ら
「
今
な
ん
と
答
を
し
た
か
慥
か
に
覚
え
て
居
ら
ん
」
と
言
い
「
さ
う
は
答

へ
な
か
つ
た
ら
し
い
」
と
不
確
か
な
口
ぶ
り
で
語
る
の
は
、
単
純
な
義
侠
心
を
発
揮
で
き

な
い
自
身
の
感
情
の
屈
折
や
揺
れ
を
一
種
の
韜
晦
の
う
ち
に
伝
え
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ

る
。
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
韜
晦
や
高
度
な
修
辞
を
理
解
し
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
「
読
み
手
と
書
き
手
と
の
暗
黙
の
了
解
」
で
あ
り
、
ま
た
「
仲
間

う
ち
意
識
」
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
色
鳥
』
版
で
は
、
同
じ
感
情
が
「
僕
は
可
哀

想
だ
け
れ
ど
も
一
種
厭
な
心
持
が
し
た
。
然
し
気
の
毒
と
い
ふ
感
じ
は
充
分
あ
つ
た
の

で
」
と
簡
潔
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
漱
石
の
描
こ
う
と
す
る
感
情
は
、
と
う
の
昔
に
動

き
を
止
め
て
、
は
る
か
遠
く
か
ら
眺
め
ら
れ
た
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
言

葉
は
、特
定
の
参
加
者
と
の
相
互
関
係
か
ら
離
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。も
ち
ろ
ん
、『
色
鳥
』

版
を
書
き
な
お
す
時
の
漱
石
の
意
識
か
ら
「
他
者
」
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
た
と
は
言

わ
な
い
。
む
し
ろ
漱
石
は
、
こ
の
と
き
、
別
の
他
者
に
向
か
っ
て
、
別
の
関
係
性
に
お
い

て
語
り
直
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
書
簡
の
読
み
手
と
小
説
の
読
者

　

小
宮
豊
隆
の
「
解
説
」
に
戻
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
小
宮
も
漱
石
が
『
色
鳥
』
版
に
お

い
て
削
除
し
た
も
の
が
子
規
や
虚
子
と
の
「
暗
黙
の
了
解
」
や
「
仲
間
う
ち
意
識
」
の
表

出
で
あ
り
露
頭
部
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
あ
る
い
は
確
認
し
た
か
ら
こ

そ
、そ
れ
ら
を
「
軽
薄
に
見
え
厭
味
に
見
え
る
も
の
」
と
評
し
た
の
だ
ろ
う
。確
か
に
「
一
」

に
顕
著
な
読
み
手
へ
の
直
接
的
な
語
り
か
け
に
は
当
然
な
が
ら
軽
口
め
い
た
調
子
も
あ

り
、「
其
積
り
で
聞
か
な
く
つ
て
は
行
け
な
い
」
と
敢
え
て
居
丈
高
に
指
示
し
て
見
せ
る

よ
う
な
戯
れ
な
ど
は
、
親
密
な
両
者
の
関
係
の
外
側
か
ら
見
れ
ば
あ
る
い
は
厭
味
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
れ
も
小
宮
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
と
子

規
、
虚
子
と
い
う
「
参
加
者
の
相
互
関
係
」
が
語
り
手
の
言
葉
に
も
た
ら
す
響
き
こ
そ
が

そ
の
語
り
に
「
生
彩
」
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
疑
え
な
い
。
森
田
草
平
は
そ
れ
を
「
公
衆

を
眼
前
に
置
か
な
い
作
物
の
価
値
」
と
呼
ん
だ
。

　

問
題
は
小
宮
が
、
あ
た
か
も
漱
石
自
身
が
若
書
き
を
恥
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
て

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
を
「
苟
も
そ
れ
を
公
け
に
す
る
以
上
は
、
現
在
の
眼
か
ら
見
て
、
我

慢
が
出
来
る
程
度
の
も
の
」
に
変
え
た
と
推
測
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
色

鳥
』
へ
の
「
倫
敦
消
息
」
収
録
を
編
集
者
か
ら
打
診
さ
れ
て
、
漱
石
が
「
公
」
を
意
識
し

な
か
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
単
な
る
削
除
に
留
ま
ら
ず
、
全
面
的
な
語
り
直
し
に

ま
で
及
ぶ
漱
石
の
改
稿
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
動
機
が
「
軽
薄
に
見
え
厭
味
に
見
え
る
も

の
」
を
単
に
削
り
落
と
す
と
い
う
よ
う
な
弥
縫
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
む
し
ろ
漱
石
に
と
っ
て
「
公
」
の
意
識
は
、
軽
薄
や
厭
味
を
恐
れ
る
と
い
う
「
徳
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義
上
」
の
適
切
性
で
は
な
く
、『
色
鳥
』
版
で
眼
前
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
「
公
衆
」、
つ

ま
り
読
者
へ
の
「
芸
術
上
の
」
配
慮
と
な
っ
て
動
機
を
形
成
し
、
そ
の
結
果
「
小
説
化
」

が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
は
、
下
宿
経
営
者
一
家
が
語
り
手
に
話
す
言
葉
は
、

鍵
括
弧
に
入
れ
ら
れ
な
が
ら
も
そ
の
ま
ま
改
行
な
く
語
り
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、『
色
鳥
』

版
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
改
行
さ
れ
て
独
立
し
た
位
置
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
差
異
が
読

む
者
に
与
え
る
効
果
は
明
ら
か
で
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に
お
い
て
は
、
下
宿
屋
一
家
や

「
下
女
」
ペ
ン
の
話
す
言
葉
も
語
り
手
の
声
を
通
し
て
聞
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
括
弧

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
話
法
上
は
直
接
話
法
だ
ろ
う
が
、
よ
ど
み
な
く
続
く
語
り

の
中
で
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
間
接
話
法
に
近
く
、
親
密
な
読
者
と
の
空
間
に
お
い
て
は
語
り

手
漱
石
の
「
声
色
」
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
色
鳥
』
版
で
は
、

独
立
し
た
位
置
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
は
独
自
の
声
を
響
か
せ
る
。
ま

さ
し
く
「
小
説
的
」
な
登
場
人
物
の
発
言
と
し
て
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
の
言
葉
と
は
差

異
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
語
り
手
の
自
称
に
し
て
も
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
は
「
僕
」
と
「
吾
輩
」
の
二
通

り
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、『
色
鳥
』
版
で
は
「
僕
」
に
統
一
さ
れ
る
。
こ
の
「
吾
輩
」

の
使
用
は
、「
倫
敦
消
息
」
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
連
続
性
を
論
じ
る
う
え
で
非
常

に
重
要
な
意
味
を
持
つ）17
（

が
、「
倫
敦
消
息
」
の
み
を
見
る
な
ら
ば
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に

お
い
て
そ
れ
が
当
初
「
僕
」
と
混
用
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。「
一
」
に
お
い
て
「
僕
」
と
し
て
始
ま
っ
た
自
称
が
日
記
体
の
部
分
で
は
「
吾
輩
」

に
代
わ
り
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
末
尾
で
ま
た
「
僕
」
に
戻
る
の
は
、
語
る
自
己
と
語
ら
れ

る
対
象
た
る
自
己
の
分
離
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
子
規
や
虚
子
と
い
う
友
人
た

ち
に
対
し
て
敢
え
て
自
己
を
物
語
る
と
い
う
含
羞
が
逆
に
や
や
非
日
常
的
な
響
き
の
あ
る

自
称
を
選
ば
せ
た
も
の
だ
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
。「
二
」
以
降
に
お
い
て
自
称
が
す
べ

て
「
我
輩
」
に
統
一
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
「
参
加
者
の
相
互
関
係
」
に
促
さ
れ
た

自
己
劇
化
が
語
ら
れ
る
自
己
だ
け
で
は
な
く
、「
語
る
自
己
」
に
ま
で
及
ん
だ
結
果
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
色
鳥
』
版
の
語
り
手
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
の
語
り
手
と
も
っ
と
も
異
な
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
自
己
劇
化
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
関
係
性
を
読
み
手
と
の
間
に
持
ち
え
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
森
田
草
平
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に
「
公

衆
を
眼
前
に
置
か
な
い
作
物
の
価
値
」
を
見
出
し
た
が
、
一
九
一
五
年
の
漱
石
は
『
色
鳥
』

へ
の
「
倫
敦
消
息
」
収
録
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
同
じ
作
物
に
つ
い
て
も
は
や
「
公
衆
を

眼
前
に
置
か
な
い
」
こ
と
な
ど
で
き
な
い
事
実
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
自
覚
は
同
時
に
、
あ
の
三
通
の
書
簡
に
綴
っ
た
言
葉
を
支
配
し
て
い
た
「
参

加
者
の
相
互
関
係
」
が
も
う
永
遠
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
に
も
結
び
付
い
た
だ
ろ

う
。
書
簡
と
し
て
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
決
し
て
一
般
的
な
読

者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
正
し
く
反
対
に
、
そ
れ
は
子
規
と
虚
子
と
い

う
ご
く
限
ら
れ
た
読
み
手
に
向
け
て
「
子
規
の
病
気
を
慰
め
ん
が
為
に
」
と
い
う
明
確
な

目
的
の
も
と
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
昔
カ
ラ
西
洋
ヲ
見
タ
ガ
ツ
テ

居
タ）18
（

」
に
も
拘
わ
ら
ず
果
た
せ
な
い
ま
ま
死
を
迎
え
つ
つ
あ
る
子
規
に
対
し
て
、
そ
の
西

4

4

4

洋
で
の
生
活
を
語
っ
て
慰
め
よ
う
と
す
る
と
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
漱
石
の
言
葉
に
は
細
心
の
配
慮
が
払
わ

れ
、
そ
れ
が
自
己
の
諧
謔
化
や
身
振
り
だ
け
の
虚
勢
、
失
敗
を
見
越
し
た
弁
明
や
読
み
手

へ
の
か
ら
か
い
な
ど
と
い
っ
た
実
に
様
々
な
修
辞
の
彩
り
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
必
要
と
す
る
読
み
手
は
も
は
や
い
な
い
。
漱
石
が

『
色
鳥
』
版
で
す
べ
て
の
文
章
を
書
き
直
し
た
の
も
、
ま
た
「
我
輩
」
に
代
わ
っ
て
「
僕
」

と
い
う
単
一
の
自
称
を
採
用
し
た
の
も
、
極
め
て
修
辞
的
な
語
り
を
己
か
ら
引
出
し
て
く

れ
る
よ
う
な
、
ま
た
同
時
に
そ
の
語
り
の
最
良
の
享
受
者
と
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
「
書

簡
の
読
み
手
」
を
喪
失
し
た
と
い
う
痛
切
な
自
覚
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
述
の
論
文
で
久
泉
は
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
間
に
あ
る
十
四
年
間
の
時
間
的
な
差

異
を
、
作
者
漱
石
の
創
作
意
識
の
側
か
ら
と
ら
え
、
そ
の
間
に
「「
文
学
的
な
自
己
発
見
」

を
経
た
小
説
家
と
し
て
の
」
漱
石
に
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
が
「
な
ん
ら
明
確
な
構
造

を
も
た
な
い
こ
と
は
大
き
な
欠
点
と
感
じ
ら
れ
た
」
と
し
て
『
色
鳥
』
版
に
お
け
る
小
説

化
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
久
泉
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
に
お
け
る
末
尾
の
一
文
、

「
我
輩
は
子
規
の
病
気
を
慰
め
ん
が
為
に
此
日
記
を
か
き
つ
ゝ
あ
る
」
が
、『
色
鳥
』
版
で

は
「
さ
う
し
て
僕
は
君
の
病
気
を
慰
め
る
た
め
に
此
手
紙
を
認
め
つ
ゝ
あ
る
」
へ
と
変
え

ら
れ
、
子
規
と
い
う
「
特
定
の
あ
て
名
が
な
く
な
っ
た
」
こ
と
に
象
徴
的
な
意
味
合
い
を

見
出
し
て
い
る）19
（

。
鋭
い
着
眼
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
を
読
者
の
変
化
、
正
確
に
は
漱
石
の
読

者
に
対
す
る
意
識
の
変
化
の
表
れ
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
十
四
年
を
経
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て
、
漱
石
は
「
な
ん
ら
明
確
な
構
造
を
も
た
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版

の
「
大
き
な
欠
点
」
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
読
者
を
眼
前
に
置
い
て
い
る
の
だ
。「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
版
か
ら
『
色
鳥
』
版
へ
の
語
り
直
し
は
、「
我
輩
」
と
「
子
規
」
と
い
う
固

有
の
関
係
を
失
っ
た
漱
石
が
、「
僕
」
と
「
君
」
と
い
う
は
る
か
に
一
般
的
な
、
し
か
し

漱
石
に
と
っ
て
は
も
は
や
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
参
加
者
の
相
互
関
係
」
を
前
提
と

し
た
再
話
へ
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
。「
小
説
化
」
は
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。

注

漱
石
の
文
章
は
す
べ
て
岩
波
新
版
「
漱
石
全
集
」（
一
九
九
三
〜
五
）
に
拠
る
。『
倫
敦
消
息
』
は

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
所
収
版
、『
色
鳥
』
所
収
版
と
も
に
、
第
十
二
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
四
月
九
日
付
書
簡
の
冒
頭
と
結
尾
お
よ
び
四
月
二
十

日
付
の
結
尾
が
削
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
の
部
分
も
全
集
に
は
書
簡
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
（
岩

波
新
版
全
集
第
二
十
二
巻
）

（
2
）　

一
九
一
七
年
九
月
二
十
一
日
「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
面
、
夏
目
漱
石
全
集
予
約
募
集
広
告
よ
り

（
3
）　

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
十
二
月
）

（
4
）　

漱
石
全
集
十
二
巻
解
説

（
5
）　
『
色
鳥
』（
新
潮
社
、
一
九
一
五
年
九
月
）

（
6
）　

改
稿
の
理
由
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
、
岡
田
英
雄
「
作
家
の
添
削
│
漱
石
の

「
倫
敦
消
息
」
に
つ
い
て
│
」（『
言
語
生
活
』
一
六
三
、
一
九
六
五
年
）、
久
泉
伸
世
「
ふ
た
つ
の

「
倫
敦
消
息
」
と
「
自
救
的
動
産
差
し
押
さ
え
」」（「
専
修
人
文
論
集
」
四
九
、
一
九
九
二
年
）、

宮
澤
賢
治
「『
倫
敦
消
息
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
白
百
合
女
子
大
学
研
究
紀
要
」
三
一
、
一
九
九
五

年
）。
岡
田
論
文
は
後
注
で
、
久
泉
論
文
は
本
文
で
言
及
。
宮
澤
論
文
は
『
色
鳥
』
版
が
「
単
刀

直
入
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
た
え
る
文
章
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
版
「
倫
敦
消
息
」
を
「『
猫
』
に
結
実
し
て
ゆ
く
一
つ
の
試
金
石
」
と
捉
え
て
そ
こ

に
「
ひ
ね
っ
た
文
章
へ
の
錬
成
の
努
力
過
程
」
を
見
て
い
る
。
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る
が
、「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
版
に
お
け
る
語
り
手
と
読
者
の
親
密
な
関
係
と
そ
れ
が
可
能
に
し
た
転
説
法
的
な
言

説
は
、
明
ら
か
に
『
猫
』
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
長
島
裕
子
は
「「
ほ
と

と
ぎ
す
」
の
日
記
募
集
と
漱
石
の
「
倫
敦
消
息
」
に
つ
い
て
」（「
近
代
文
学　

研
究
と
資
料
」
第

六
集
、
昭
和
五
十
三
年
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紅
野
研
究
室
）
に
お
い
て
「
両
者
の

異
同
を
逐
一
見
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
問
題
が
あ
ろ
う
」
と
し
て
比
較
の
必
要
性
を
示
唆

し
て
い
る
が
、
論
考
の
主
眼
は
、「
倫
敦
消
息
」
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
お
け
る
同
時
期
の
「
日

記
募
集
」
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
長
島
は
「
倫
敦
消
息
」
と
『
猫
』
と

の
間
の
連
続
性
、
類
似
性
を
論
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
が
、「「
自
己
に
面
白
き
事
」
と
「
他
人

に
面
白
き
事
」
と
の
間
」
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
「
作
家
漱
石
の

誕
生
と
そ
の
足
取
り
を
辿
る
一
つ
の
手
掛
か
り
が
あ
る
」
と
す
る
指
摘
は
、
本
稿
に
お
い
て
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
版
の
親
密
な
書
簡
の
読
者
と
『
色
鳥
』
版
の
広
く
一
般
的
な
小
説
の
読
者
、
と
い
う

対
比
を
考
え
る
う
え
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
本
稿
で
は
十
分
に
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
、
別
に
論
じ
る
機
会
を
待
ち
た
い
。

（
7
）　

森
田
草
平
『
文
章
道
と
漱
石
先
生
』（
春
陽
堂
、
一
九
一
九
年
十
一
月
）

（
8
）　

岡
田
英
雄
も
前
掲
論
文
に
お
い
て
、『
色
鳥
』
版
に
再
録
す
る
場
合
は
「
高
名
な
作
家
漱
石
の

作
品
」
と
し
て
読
者
が
そ
れ
に
対
す
る
こ
と
を
漱
石
も
意
識
し
、
そ
の
作
家
意
識
か
ら
「
軽
薄
に

も
厭
味
に
も
感
じ
ら
れ
」
る
も
の
を
削
っ
た
、
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
読
者
層
の
変
化
を

意
識
し
た
こ
と
が
漱
石
の
改
稿
を
促
し
た
点
は
全
く
同
意
す
る
が
、
そ
の
動
機
に
「
高
名
な
」
作

家
と
い
う
社
会
的
な
自
意
識
が
働
い
た
と
は
筆
者
は
考
え
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
漱
石
を
削

除
に
向
か
わ
せ
た
の
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
版
で
自
ら
の
言
説
の
有
り
様
を
決
定
し
た
「
書
簡
の
読

者
」
と
の
親
密
な
関
係
性
が
も
は
や
得
ら
れ
な
い
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。

（
9
）　

た
だ
し
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
初
出
に
お
い
て
は
「
一
」
と
い
う
章
番
号
も
付
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
10
）　

佐
藤
泰
正
他
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
14　

夏
目
漱
石
』（
学
生
社
、
一
九
七
五
年
十
一
月
）、

長
島
裕
子
、
注（
6
）参
照
。

（
11
）　

長
島
、
前
掲
論
文

（
12
）　

石
崎
等
「
初
期
の
文
章　
『
倫
敦
消
息
』
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」（「
夏
目
漱
石
必
携
Ⅱ 

別
冊
國

文
學
No. 

14
」、
學
燈
社
、
一
九
八
二
年
五
月
）

（
13
）　

久
泉
伸
世
、
注（
6
）参
照
。

（
14
）　

こ
の
よ
う
に
相
手
の
反
応
を
先
取
り
し
て
述
べ
、
そ
れ
に
返
答
し
、
か
つ
命
令
ま
で
す
る
と
い

う
語
り
手
と
聞
き
手
の
メ
タ
物
語
的
な
言
説
が
テ
キ
ス
ト
の
一
部
を
な
す
と
い
う
手
法
は
、
そ
の

ま
ま
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、「
八
」
か
ら
典
型
的
な
例
を

挙
げ
る
。

吾
輩
は
既
に
小
事
件
を
叙
し
お
わ
り
、
今
ま
た
大
事
件
を
述
べ
お
わ
つ
た
か
ら
、
こ
れ
よ
り

大
事
件
の
後
に
起
る
余
瀾
を
描
き
出
だ
し
て
、
全
編
の
結
び
を
付
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。
凡

て
吾
輩
の
か
く
事
は
、
口
か
ら
出
任
せ
の
い
い
加
減
と
思
う
読
者
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が

決
し
て
そ
ん
な
軽
率
な
猫
で
は
な
い
。
一
字
一
句
の
裏
に
宇
宙
の
一
大
哲
理
を
包
含
す
る
は

無
論
の
事
、
そ
の
一
字
一
句
が
層
々
連
続
す
る
と
首
尾
相
応
じ
前
後
相
照
ら
し
て
、
瑣
談
纖

話
と
思
つ
て
う
つ
か
り
と
読
ん
で
い
た
も
の
が
忽
然
豹
変
し
て
容
易
な
ら
ざ
る
法
語
と
な
る

ん
だ
か
ら
、
決
し
て
寝
こ
ろ
ん
だ
り
、
足
を
出
し
て
五
行
ご
と
一
度
に
読
む
の
だ
な
ど
と
い

う
無
礼
を
演
じ
て
は
い
け
な
い
。
柳
宗
元
は
韓
退
之
の
文
を
読
む
ご
と
に
薔
薇
の
水
で
手
を

清
め
た
と
い
う
位
だ
か
ら
、
吾
輩
の
文
に
対
し
て
も
せ
め
て
自
腹
で
雑
誌
を
買
つ
て
来
て
、

友
人
の
御
余
り
を
借
り
て
間
に
合
わ
す
と
い
う
不
始
末
だ
け
は
な
い
事
に
致
し
た
い
。
こ
れ

か
ら
述
べ
る
の
は
、
吾
輩
自
ら
余
瀾
と
号
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
余
瀾
な
ら
ど
う
せ
つ
ま
ら
ん

に
極
つ
て
い
る
、
読
ま
ん
で
も
よ
か
ろ
う
な
ど
と
思
う
と
飛
ん
だ
後
悔
を
す
る
。
是
非
し
ま

い
ま
で
精
読
し
な
く
て
は
い
か
ん
。 

（『
漱
石
全
集　

第
一
巻
』）

（
15
）　

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
「
芸
術
の
こ
と
ば
の
文
体
論
1
（
言
語
と
は
な
に
か
）」
桑
野
隆
・
小



W
A

SED
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L

（38）275

林
潔
編
訳
『
バ
フ
チ
ン
言
語
論
入
門
』（
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
二
年
八
月
）

（
16
）　

長
島
、
前
掲
論
文

（
17
）　

注（
10
）に
示
し
た
も
の
の
他
、
相
原
和
邦
「
作
家
の
誕
生
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七

九
年
六
月
）
が
こ
の
点
に
論
究
し
て
い
る
。

（
18
）　
「
序
〔『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
中
編
自
序
〕」
中
に
漱
石
が
引
用
し
て
い
る
子
規
の
書
簡
中
の
言

葉
（
新
版
「
漱
石
全
集
」
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
四
月
、
三
三
頁
）

（
19
）　

久
泉
、
前
掲
論
文



漱
石
は
な
ぜ
「
倫
敦
消
息
」
を
書
き
直
し
た
の
か

（39）274

Why did Natsume Sōseki rewrite Rondon Shosoku (Letters from London)?

Fumihito ANDO

Abstract
　Two versions of Natsume Sōseki’s Rondon Shosoku (Letters from London) exist. The original was published in 
1901 in two issues of Hototogisu, a magazine edited by Masaoka Shiki and Takahama Kyoshi, whom the letters 
were sent to and who were Sōseki’s close friends. In 1915, it appeared in an anthology, Irodori, but Sōseki rewrote 
the text so completely that only a few sentences remained unaltered. Significantly, this is the only case of rewrit-
ing by Sōseki in his literary career, and he has not offered any comment or explanation for it. This paper 
speculates on why Sōseki’s rewriting of Rondon Shosoku by focusing on the dialogical text features in the original 
version and its alteration to a more “novelistic” form in the second version.
　In one of the commentaries to Sōseki’s complete works, Komiya Toyotaka, a protégé of Sōseki, conjectured 
that Sōseki, having reread Rondon Shosoku fourteen years after it was first published, found it left too “frivolous 
and cozy” an impression on him. Thus, he removed the book’s entire first section and the dialogical parts in the 
other two sections in an attempt to make it more appealing to contemporary readers. However, this reasoning, 
made from a moral point of view, is not based on facts such as the retrospective Sōseki conducted on his work but 
possibly on Komiya’s own critical views on one of his adoring mentor’s earliest works.
　This paper, in considering the transition among the target readers of the two versions̶from Shiki and Kyoshi 
to general readers̶concludes that Sōseki’s bitter awareness of losing the intimate relationship with his ideal 
readers that made possible the original book’s highly rhetorical text urged Sōseki to attempt a shift in genres by 
retooling his narrative from the sentence level.


