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魯
迅
『
故
郷
』
論
覚
書

ー
ー
「
手
製
の
偶
像
」
を
超
え
て
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
へ
向
か
う
「
わ
た
し
」
ー
ー

前
田

角
藏

序
、『
故
郷
』
は
、「
〈
希
望
〉
の
物
語
」
か

『
故
郷
』
は
魯
迅
の
代
表
作
と
も
い
え
る
短
編
小
説
で
あ
る
。
１
９
２
１
年
５
月
『
新
青
年
』
に
発
表
さ

れ
た
。
魯
迅
は
１
９
２
０
年
１
月
ー
ー
２
月
に
故
郷
の
紹
興
に
帰
省
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
小
説
は
一
種

の
魯
迅
の
手
記
小
説
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
主
人
公
「
わ
た
し
」
＝
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
＝
＝
魯
迅

と
い
う
図
式
で
読
ま
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

あ
ら
す
じ
は
大
体
こ
ん
な
風
で
あ
る
。
主
人
公
「
わ
た
し
」
は
、
二
十
年
ぶ
り
に
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
。

か
つ
て
大
地
主
で
あ
っ
た
が
今
は
没
落
し
て
い
て
、
そ
の
生
家
の
家
財
を
引
き
払
う
た
め
の
帰
郷
で
あ
っ

た
。
故
郷
は
寂
寥
と
し
て
い
て
、
想
い
出
の
中
の
美
し
か
っ
た
故
郷
は
す
っ
か
り
色
あ
せ
て
い
た
。
そ
ん

な
も
の
さ
び
し
い
故
郷
で
あ
っ
て
も
、「
わ
た
し
」
は
少
年
時
代
に
仲
良
く
遊
ん
で
い
た
小
作
人
の
息
子
閏

土
（
ル
ン
ト
ウ
）
と
の
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
再
会
し
た
閏
土
の
口
か
ら
出
た
言
葉
は
、

「
だ
ん
な
様
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
そ
の
言
葉
は
、
地
主
階
級
と
小
作
人
と
い
う
悲
し
い
身
分
の
壁
を

否
応
無
く
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
の
帰
郷
は
、
二
週
間
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
厚

い
壁
」
に
は
ば
ま
れ
、
い
わ
ば
一
種
の
失
語
状
態
に
陥
っ
て
い
く
。
そ
し
て
帰
り
の
船
の
中
で
い
よ
い
よ

自
分
だ
け
が
「
高
い
壁
」
に
取
り
巻
か
れ
て
人
々
か
ら
「
取
り
残
さ
れ
た
」
よ
う
な
「
隔
絶
」
感
を
強
め
、

孤
絶
し
た
「
自
分
の
道
」
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
絶
望
的
な
気
持
ち
に
な
る
。
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
「
故

郷
」
の
イ
メ
ー
ジ
・
記
憶
の
中
の
閏
土
の
姿
も
い
つ
の
間
に
か
薄
れ
て
い
く
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
、「
わ
た

し
」
は
、
祈
り
に
近
い
形
で
次
世
代
に
期
待
す
る
こ
と
で
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
希
望
す
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
魯
迅
の
『
故
郷
』
は
、
ど
ん
な
に
つ
ら
く
と
も
諦
め
な
い
、
き
っ
と
道
は
必
ず
開
け
る
と
い

う
「
〈
希
望
〉
の
物
語
」（
丹
藤
博
文
論
文
「
地
上
の
道
の
よ
う
な
も
の
ー
ー
中
学
生
の
読
み
か
ら
『
故
郷
』
（
魯
迅
）
を
考
え
る
ー

ー
」
『
国
語
国
文
学
報
』
２
０
１
０

愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
研
究
室
）

と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か

に
、
丹
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
日
本
で
も
中
国
で
も
『
故
郷
』
は
若
者
（
中
学
生
）
を
励
ま
す
歌
と
し

て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
に
間
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、『
故
郷
』
は
〈
希

望
の
歌
〉
な
ど
と
い
う
一
般
的
な
物
語
に
回
収
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
読
み
で
よ
い
の
か
ど
う
か
考
え
て
み

た
い
。

一
、
二
つ
の
『
故
郷
』
論

登
場
人
物
は
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」（
「
迅
」

四
十
歳
位
）
で
物
語
の
語
り
手
で
も
あ
る
。「
わ
た
し
」

の
少
年
時
代
の
友
達
の
閏
土
（
四
十
二
歳
位
）
で
、
か
つ
て
「
わ
た
し
」
の
家
の
臨
時
日
雇
い
農
民
の
子
供

で
あ
っ
た
。
後
は
、「
わ
た
し
」
の
母
と
、
隣
の
五
十
歳
位

の
楊
お
ば
さ
ん
。
そ
れ
に
、
子
供
の
宏
児
（
ホ

ン
ル

八
歳

）
で
、
「
わ
た
し
」
の
甥
で
あ
る
。
宏
児
は
、
閏
土
の
五
男
で
あ
る
水
生
（
シ
ュ
イ
シ
ュ
ン

十

歳
）
と
友
達
に
な
り
、
昔
の
「
わ
た
し
」
と
閏
土
と
の
関
係
を
彷
彿
さ
せ
る
。
登
場
人
物
は
こ
ん
な
も
の

で
あ
る
。

私
は
中
国
の
福
州
大
学
で
今
年
も
客
員
教
授
と
し
て
中
国
の
学
生
に
日
本
の
近
代
文
学
を
教
え
て
い
る
。

今
度
、
日
本
に
帰
っ
た
と
き
、「
故
郷
」
に
つ
い
て
の
す
ば
ら
し
い
丹
藤
論
文
に
出
会
っ
た
の
で
、
中
国
の
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学
生
や
先
生
に
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
て
コ
ピ
ー
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
を
離
陸
す
る
寸
前
に
田
中
実
氏

の
『
故
郷
』
論
（
「
奇
跡
の
名
作
、
魯
迅
『
故
郷
』
の
力
ー
ー
大
森
哲
学
と
の
出
会
い
、
多
層
的
意
識
構
造
の
な
か
の
〈
語

り
手
〉
ー
ー
」
『
日
本
文
学
』
２
０
１
３
・
２
）
に
出
会
っ
た
。
氏
に
つ
い
て
は
一
時
、
共
同
研
究
を
し
て
語
り

手
論
、
他
者
論
を
詰
め
た
仲
な
の
で
よ
く
知
っ
て
お
り
、
さ
っ
と
読
み
、
相
変
わ
ら
ず
難
解
だ
な
と
い
う

印
象
と
、
丹
藤
論
文
を
深
め
た
い
い
論
文
だ
な
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
あ
ま
り
深
く
考
え
る
こ

と
も
な
く
、
荷
物
に
な
る
の
で
掲
載
誌
も
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
。「
試
想
」
同
人
の
仲
間
の
高
口
氏
か
ら
の

メ
ー
ル
に
よ
る
と
、
先
生
の
発
想
と
よ
く
に
て
い
ま
す
が
、
全
然
反
対
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
、
ど
こ
が

ど
う
反
対
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
中
国
に
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
た

ち
の
や
っ
て
い
る
研
究
同
人
『
試
想
』
あ
た
り
で
ゆ
っ
く
り
全
面
的
な
批
判
な
り
を
高
口
氏
に
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
つ
い
最
近
、
メ
ー
ル
で
田
中
論
文
を
送
っ
て
く
れ
た
の
で
、
少
し
、
こ
の
論

文
も
交
え
て
、
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

丹
藤
氏
の
論
を
ま
ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。

こ
れ
ま
で
、『
故
郷
』
は
、「
〈
希
望
〉
の
物
語
」
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
生
徒
の
関
心
は
閏
土
に
向
け

ら
れ
て
い
る
。
自
分
を
閏
土
の
立
場
（
負
け
組
）
に
置
き
、
自
分
だ
っ
た
ら
あ
ん
な
に
卑
屈
で
い
た
く
な

い
、
そ
の
た
め
に
も
シ
ュ
ン
の
よ
う
に
前
向
き
に
生
き
、
今
、
高
校
に
入
学
す
る
と
い
う
「
希
望
」
を
も

っ
て
頑
張
り
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
読
み
方
に
対
し
て
、
氏
は
、「
わ
た
し
」
の
「
自
分
の

道
」
と
は
何
か
、
ま
た
水
生
は
「
新
し
い
生
活
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
「
生
活
」
な
の
か
、
な
ど
が
具
体
的
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
楊
お
ば
さ
ん
の
登
場
の
意
味
は
、「
纏
足
」
と
い
う
中
国
固
有
の
「
古
い
因
習
」
を
刻
印
し

て
い
る
し
、
閏
土
も
「
中
国
古
来
の
世
界
観
も
し
く
は
風
習
を
体
現
し
た
人
物
」
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、「
「
楊
お
ば
さ
ん
」
に
し
ろ
「
閏
土
」
に
し
ろ
、〈
モ
ダ
ン
〉

以
前
の
中
国
古
来
の
世
界
観
な
り
因
習
的
な
風
習
な
り
を
体
現
し
た
〈
前
近
代
〉
に
生
き
る
人
物
と
し
て

プ

レ

モ

ダ

ン

表
象
さ
れ
て
」
い
て
、「
わ
た
し
」
の
「
自
分
の
道
」
と
は
「
楊
お
ば
さ
ん
」
や
「
閏
土
」
と
は
ち
が
う
正

反
対
の
〈
モ
ダ
ン
〉
に
生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
で
、「
楊
お
ば
さ
ん
」
や
「
閏
土
」
は

「
心
が
麻
痺
す
る
生
活
」
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、「
わ
た
し
」
は
、
宏
児
や
水
生
に
「
自

分
と
同
じ
〈
モ
ダ
ン
〉
に
よ
る
生
活
」
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、
氏
の
真
骨
頂
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
『
故
郷
』
は
、「
た
ん
な
る
〈
プ
レ
モ
ダ
ン
〉
批
判

な
の
で
は
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
希
望
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
だ
の
で
、
わ
た
し
は
ど
き
っ
と
し
た
。
た
し
か
閏
土
が
香
炉
と
燭
台

を
所
望
し
た
時
、
わ
た
し
は
あ
い
変
わ
ら
ず
の
偶
像
崇
拝
だ
な
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
忘
れ
る
つ
も
り

か
と
、
心
ひ
そ
か
に
彼
の
こ
と
を
笑
っ
た
も
の
だ
が
、
今
わ
た
し
の
い
う
希
望
も
、
や
は
り
手
製
の

偶
像
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
彼
の
望
む
も
の
は
す
ぐ
手
に
入
り
、
わ
た
し
の
望
む
も
の
は

手
に
入
り
に
く
い
だ
け
だ
。」

氏
は
、
こ
の
一
文
の
意
味
に
つ
い
て
こ
う
指
摘
す
る
。
「
わ
た
し
」
は
、
「
自
分
の
信
じ
て
い
た
〈
モ
ダ

ン
〉
も
実
は
「
偶
像
崇
拝
つ
ま
り
虚
妄
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
っ
て
い
る
」
の
だ
と
。
氏
は

「
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
は
、
〈
プ
レ
モ
ダ
ン
〉
で
は
救
わ
れ
な
い
け
れ
ど
、
〈
モ
ダ
ン
〉
も
ま
た

福
音
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
秀
徹
し
た
思
考
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
、「
こ
こ
で
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
希
望
」
が
あ
る
・
な
い
と
い
っ
た
実
在
論
（
〈
モ
ダ
ン
〉
）
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で
は
な
く
、
世
界
は
言
語
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
〈
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
〉
の
地
平
で
あ
る
」
と

し
、「
『
故
郷
』
は
〈
絶
望
〉
の
深
さ
に
お
い
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
提
案
す
る
。
ま
さ
に
、「
絶

対
主
義
も
相
対
主
義
も
斥
け
て
、〈
実
体
〉
と
〈
非
実
体
〉
、〈
希
望
〉
と
〈
虚
無
〉
の
あ
い
だ
に
身
を
置
き
、

そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
第
三
の
審
級
を
希
求
す
る
。
そ
こ
に
、「
な
い
」
も
の
と
し
て
の
「
希
望
」
は
、
人

々
の
力
に
よ
っ
て
「
あ
る
」
も
の
と
さ
れ
る
可
能
性
が
拓
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
ま
と
め
て

い
る
。

さ
て
、
こ
の
読
み
に
対
し
て
、
田
中
氏
は
、
前
出
論
文
に
お
い
て
、『
故
郷
』
の
〈
語
り
手
〉
で
あ
る

〈
私
〉
の
「
多
層
的
意
識
構
造
」
に
着
目
し
、
そ
の
解
体
過
程
を
祖
述
し
つ
つ
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
な

結
論
に
到
っ
て
い
る
。

「
『
故
郷
』
の
驚
異
は
一
人
称
の
こ
の
〈
語
り
手
〉
の
語
り
得
ぬ
領
域
を
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉

が
語
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
デ
ク
ノ
ボ
ー
が
い
か
な
る
生
身
の
溢
れ
る
思
い
の
深
さ
を
持
っ
て
い

た
か
、
纏
足
の
足
美
女
の
楊
お
ば
さ
ん
が
何
故
執
拗
に
「
私
」
を
痛
め
つ
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
の
生
き
た
歴
史
的
な
重
さ
が
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
返
す
刀
で
、〈
語
り
手
〉
自
身
を

相
対
化
し
、
そ
の
人
物
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
き
ま
す
。〈
語
り
手
〉
の
自
覚
し
得
な
い
自
己
像

を
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
が
語
っ
て
い
た
の
で
す
」

こ
こ
で
い
う
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
例
え
ば
〈
語
り
手
〉
の
別
の
も
の

と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
私
流
に
言
え
ば
、〈
語
り
手
〉
が
語
る
こ
と
で
〈
語

り
手
〉
に
も
見
え
な
か
っ
た
流
域
（
構
造
）
が
テ
ク
ス
ト
の
中
に
表
出
し
た
の
だ
、
つ
ま
り
了
解
不
能
の

他
者
の
表
出
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。（
注
１
）

し
か
し
、
た
と
え
『
故
郷
』
は
、
「
〈
語
り
手
〉
の
語

り
得
ぬ
領
域
を
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
が
語
」
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
、「
こ

の
世
で
は
全
て
の
「
希
望
」
と
い
う
「
希
望
」
、
観
念
と
い
う
観
念
、
そ
の
底
を
一
切
合
財
浚
い
、
棄
て
る
、

〈
語
る
べ
き
〉
観
念
の
最
後
の
一
片
ま
で
排
棄
し
た
〈
語
り
手
〉
が
未
熟
な
人
間
の
ま
ま
、「
語
る
こ
と
の

虚
偽
」
を
超
え
て
語
り
ま
す
。
そ
の
時
、
世
界
の
〈
向
こ
う
〉
か
ら
「
希
望
」
へ
の
「
道
」
が
現
れ
て
く

る
の
で
す
」
と
か
「
地
上
の
一
切
の
観
念
の
残
滓
を
全
て
葬
り
去
る
〈
語
り
手
〉
は
こ
の
世
の
「
悲
し
む

べ
き
厚
い
壁
」
を
末
尾
、
風
の
よ
う
に
超
え
ま
す
。
閏
土
が
消
え
て
「
希
望
」
が
現
れ
る
の
で
す
」
と
言

わ
れ
て
も
、
正
直
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
最
後
の
フ
レ
ー

ズ
「
思
う
に
希
望
と
は
、
も
と
も
と
あ
る
も
の
と
も
言
え
ぬ
し
、
な
い
も
の
と
も
言
え
な
い
。
そ
れ
は
地

上
の
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
地
上
に
は
道
は
な
い
。
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道

に
な
る
の
だ
」
を
素
朴
に
読
め
ば
、「
希
望
」
と
は
、
氏
の
い
う
よ
う
に
「
世
界
の
〈
向
こ
う
〉
か
ら
「
希

望
」
へ
の
「
道
」
が
現
れ
て
く
る
」
と
か
「
語
り
手
〉
は
こ
の
世
の
「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
を
末
尾
、

風
の
よ
う
に
超
え
ま
す
」
と
か
さ
ら
に
は
「
閏
土
が
消
え
て
「
希
望
」
が
現
れ
る
の
で
す
」
と
か
い
っ
た

何
か
呪
文
的
で
意
味
不
明
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、「
希
望
」
は
テ
ク
ス
ト
の
外
部
す
な
わ

ち
地
上
か
ら
、「
人
」
に
よ
っ
て
「
道
」
の
よ
う
に
下
か
ら
つ
く
り
だ
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
諦
念
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、『
故
郷
』
の
読
み
の
醍
醐
味
と
は
、
世
界
と
の
〈
つ
な
が
り
〉
を
喪

失
し
た
「
わ
た
し
」
が
次
世
代
に
「
希
望
」
を
託
し
た
そ
の
瞬
間
に
お
き
た
「
わ
た
し
」
の
精
神
、
思
考

の
奇
跡
的
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
ド
ラ
マ
を
ど
う
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
閏

土
の
「
香
炉
と
燭
台
」
へ
の
偶
像
崇
拝
的
な
期
待
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
わ
た
し
」
の
「
希
望
」
と
い
う
も

の
へ
の
過
度
な
期
待
も
、
ど
う
い
う
事
情
で
あ
れ
、
そ
れ
を
絶
対
化
し
て
い
る
点
で
差
異
は
な
く
、
精
神
、
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思
考
の
堕
落
が
あ
り
、
弱
さ
が
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
、
こ
の
あ
る
物
、
出
来
事
、
観
念
を
偶
像
、
絶
対

化
す
る
精
神
、
思
考
を
堕
落
と
し
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
中
国
民
族
、
中
国
の
農
民
あ
る
い
は
人
民
の
悲
し
い

弱
さ
な
の
だ
と
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
自
立
す
る
こ
と
、
立
ち
上
が
る
こ
と
こ
そ
何
よ
り
も
大
切
な
の
だ
と

自
覚
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
、
一
度
失
っ
た
か
に
見
え
る
閏
土
と
の
地
上
の
〈
つ
な
が
り
〉
が
再
び
オ

ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
消
え
た
は
ず
の
あ
の
光
景
、「
海
辺
の
広
い
緑
の
砂
地
が

浮
か
」
び
、「
そ
の
上
の
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の
丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
」
光
景
が
現
れ
て
く
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。『
故
郷
』
を
読
む
と
は
、
丹
藤
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
終
末
部
を
ど
う
読
む
か

に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
読
み
手
の
思
想
性
の
全
重
量
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
。

こ
れ
か
ら
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
論
に
な
る
こ
わ
さ
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
乗
っ
た
船
な
の
で
、
こ
の
ま

ま
私
な
り
の
『
故
郷
』
論
を
覚
え
書
き
風
に
書
き
留
め
て
お
こ
う
。
細
か
な
と
こ
ろ
は
ま
た
日
本
に
帰
っ

て
詰
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

二
、
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
の
ス
タ
ン
ス

魯
迅
と
い
え
ば
、「
革
命
」
と
結
び
つ
け
て
語
ろ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
私
小
説
的
な
読
み
を
ま
ず
卒
業

す
る
必
要
が
あ
る
。
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
は
『
故
郷
』
の
中
で
「
楊
お
ば
さ
ん
」
か
ら
「
迅
ち
ゃ
ん
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
一
応
、
こ
の
「
わ
た
し
」
は
魯
迅
そ
の
も
で
は
な
い
に
し
て
も
近
い
と
考
え
て

い
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
作
者
魯
迅
は
、『
故
郷
』
を
通
し
て
実
際
に
あ
っ
た
自
分
（
「
わ
た
し
」）
の

帰
省
の
再
現
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
が
あ
る
戦
略
性
を
持
っ
て
「
わ
た

し
」
の
帰
省
を
語
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
は
、「
厳
し
い
寒
さ
の
中
を
、
二
千
里
の
果
て
か
ら
、
別
れ
て
二
十
年
に
も
な
る

故
郷
へ
、
わ
た
し
は
帰
っ
た
」
と
述
べ
、
こ
の
帰
省
が
二
十
年
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
村
の
風
景

を
見
る
に
つ
け
、
「
寂
寥
の
感
が
胸
に
こ
み
あ
げ
」
て
く
る
。
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
こ
れ
が
二
十

年
来
、
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
故
郷
」
か
と
問
い
、
財
産
整
理
で
「
故
郷
に
別
れ
を
告
げ
に
来

た
」
の
だ
か
ら
、「
今
度
の
帰
郷
は
決
し
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
」
は
ず
だ
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
そ

う
い
い
な
が
ら
、
語
り
手
は
、
母
の
「
閏
土
ね
。
あ
れ
が
、
い
つ
も
家
へ
来
る
た
び
に
、
お
ま
え
の
う
わ

さ
を
し
て
は
、
し
き
り
に
会
い
た
が
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
お
ま
え
が
着
く
お
よ
そ
の
日
取
り
は
知
ら
せ
て

お
い
た
か
ら
、
い
ま
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
、「
わ
た
し
」
が
こ
の
楽
し
く
も

な
い
帰
省
で
唯
一
楽
し
み
に
し
て
い
た
閏
土
と
の
再
会
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
こ
の
時
突
然
、
わ
た
し
の
脳
裏
に
不
思
議
な
画
面
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
─
─
紺
碧
の
空
に
金
色
の

丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
下
は
海
辺
の
砂
地
で
、
見
渡
す
限
り
緑
の
西
瓜
が
植
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
ま
ん
中
に
十
一
、
二
歳
の
少
年
が
、
銀
の
首
輪
を
つ
る
し
、
鉄
の
刺
叉
を
手
に
し
て
立
っ
て
い

る
。
そ
し
て
一
匹
の
「
チ
ャ
ー
」
を
目
が
け
て
、
ヤ
ッ
と
ば
か
り
突
く
。
す
る
と
「
チ
ャ
ー
」
は
、

ひ
ら
り
と
身
を
か
わ
し
て
、
彼
の
ま
た
を
く
ぐ
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
。

こ
の
少
年
が
閏
土
で
あ
る
。
彼
と
知
り
合
っ
た
時
、
わ
た
し
も
ま
だ
十
歳
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
。
も

う
三
十
年
近
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。」

語
り
手
は
、
「
三
十
年
近
い
昔
」
の
楽
し
か
っ
た
閏
土
と
過
ご
し
た
日
々
の
記
憶
を
語
る
こ
と
で
、
「
わ



- 5 -

た
し
」
に
と
っ
て
「
二
十
年
来
、
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
故
郷
」
と
は
、
閏
土
と
一
体
化
し
た

日
々
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
「
三
十
年
近
い
昔
」
の
時
間
は
そ
の
ま
ま
〈
今
〉
と

接
続
し
て
い
る
こ
と
を
語
る
。
そ
し
て
、
こ
う
語
る
『
故
郷
』
の
語
り
手
は
、
そ
の
心
待
ち
に
し
て
い
た

閏
土
と
の
再
会
に
よ
っ
て
、
友
達
閏
土
と
過
ご
し
た
三
十
年
前
の
神
秘
的
で
幻
想
的
な
日
々
の
記
憶
が
、

三
十
年
後
の
再
会
の
中
で
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
い
く
様
子
を
語
り
出
し
て
い
く
。

い
ろ
い
ろ
な
人
と
「
わ
た
し
」
は
、
会
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
で
は
、
楊
お
ば
さ
ん
と
閏
土
が

特
化
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
は
、
楊
お
ば
さ
ん
を
「
纏
足
」
と
い
う
古
い
習
慣
に
縛
ら
れ

な
が
ら
き
れ
い
に
「
白
粉
」
を
塗
り
、
「
豆
腐
屋
小
町
」
と
も
て
は
や
さ
れ
た
お
嬢
さ
ん
だ
っ
た
が
、
「
わ

た
し
」
の
前
に
現
れ
た
女
は
、「
ま
る
で
製
図
用
の
脚
の
細
い
コ
ン
パ
ス
」
を
思
わ
せ
る
「
ほ
お
骨
の
出
た
、

唇
の
薄
い
、
五
十
が
ら
み
の
女
」
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
「
見
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
と
述
べ
る
と
と

も
に
、「
わ
た
し
」
が
「
忘
れ
た
」
こ
と
に
腹
に
据
え
か
ね
、
楊
お
ば
さ
ん
は
「
わ
た
し
」
が
「
知
事
」
に

な
り
「
お
妾
が
三
人
も
い
て
」
「
お
出
ま
し
は
八
人
か
き
の
か
ご
」
な
ど
と
の
の
し
、
「
わ
た
し
」
が
そ
れ

に
弁
解
す
る
言
葉
も
な
く
、
一
種
の
失
語
状
態
に
陥
っ
て
い
く
様
子
を
語
る
。
た
だ
、
語
り
手
は
、「
わ
た

し
」
に
さ
ん
ざ
ん
悪
態
を
つ
い
た
こ
の
楊
お
ば
さ
ん
が
、
悪
態
つ
い
で
に
「
母
の
手
袋
を
ズ
ボ
ン
の
下
へ

ね
じ
込
こ
ん
で
」「
ゆ
っ
く
り
し
た
足
ど
り
で
出
て
い
」
く
様
子
を
何
気
な
く
書
き
留
め
、
こ
の
女
が
盗
む

女
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
う
い
う
女
に
な
っ
た
か
の
三
十
年
間
は
語

ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
こ
う
だ
ろ
う
と
暗
示
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

閏
土
は
、
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。

「
わ
た
し
」
は
、
四
、
五
日
し
て
か
ら
閏
土
と
再
会
す
る
。「
わ
た
し
」
は
「
思
わ
ず
ア
ッ
と
声
が
出
か

か
っ
た
」。
あ
の
輝
い
て
い
た
「
小
英
雄
」
の
少
年
閏
土
は
見
る
影
も
な
い
ほ
ど
に
生
気
を
な
く
し
落
ち
ぶ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
来
た
客
は
閏
土
で
あ
る
。
ひ
と
目
で
閏
土
と
わ
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
閏
土
は
、
わ
た
し
の
記

憶
に
あ
る
閏
土
と
は
似
も
つ
か
な
か
っ
た
。
背
丈
は
倍
ほ
ど
に
な
り
、
昔
の
つ
や
の
い
い
丸
顔
は
、

今
で
は
黄
ば
ん
だ
色
に
変
わ
り
、
し
か
も
深
い
し
わ
が
た
た
ま
れ
て
い
た
。
目
も
、
彼
の
父
親
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
周
り
が
赤
く
は
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
海
辺
で
耕
作
す

る
者
は
、
一
日
じ
ゅ
う
潮
風
に
吹
か
れ
る
せ
い
で
、
よ
く
こ
う
な
る
。
頭
に
は
古
ぼ
け
た
毛
織
り

の
帽
子
、
身
に
は
薄
手
の
綿
入
れ
一
枚
、
全
身
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て
い
る
。
紙
包
み
と
長
い
き
せ
る

を
手
に
提
げ
て
い
る
。
そ
の
手
も
、
わ
た
し
の
記
憶
に
あ
る
血
色
の
い
い
、
ま
る
ま
る
し
た
手
で

は
な
く
、
太
い
、
節
く
れ
だ
っ
た
、
し
か
も
ひ
び
割
れ
た
、
松
の
幹
の
よ
う
な
手
で
あ
る
。」

変
わ
り
果
て
た
閏
土
を
見
て
、
言
葉
を
な
く
し
た
「
わ
た
し
」
は
、「
あ
あ
、
閏
ち
ゃ
ん
─
─
よ
く
来
た

ね
…
…
。
」
と
い
っ
た
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
「
わ
た
し
」
は
ど
う
コ
メ
ン
ト
し
て
い
い
か
言
葉
が
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
た
し
」
の
狼
狽
し
た
様
子
を
閏
土
も
ま
た
見
え
た
は
ず
で
、
彼
は

彼
な
り
に
ど
う
反
応
し
て
い
い
か
迷
っ
た
の
で
あ
り
、
語
り
手
は
閏
土
の
様
子
を
「
彼
は
突
っ
立
っ
た
ま

ま
だ
っ
た
。
喜
び
と
寂
し
さ
の
色
が
顔
に
現
れ
た
。
唇
が
動
い
た
が
、
声
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、

「
だ
ん
な
様
」
と
の
言
葉
を
書
き
留
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
閏
土
の
言
葉
で
、「
わ
た
し
」
は
「
身
震

い
し
」
、
「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
が
、
二
人
の
間
を
隔
て
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
は
じ
め
て
自
覚
し
た
の
で

あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
が
閏
土
の
言
葉
で
、
目
が
覚
め
た
よ
う
に
地
主
階
級
と
小
作
人
と
い
う
悲
し
い
身
分

の
壁
を
知
っ
た
と
い
う
の
は
う
か
つ
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
う
か
つ
な
「
わ
た
し
」
を
語
り
手
が
語
っ
て
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い
る
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
「
隔
絶
」
さ
れ
た
空
白
の
三
十
年
間
の
前
で
、『
故
郷
』
の
主
人
公
「
わ
た
し
」
は
、
一
種
の
失
語

状
態
に
陥
っ
て
い
く
。
楊
お
ば
さ
ん
は
「
豆
腐
屋
小
町
」
と
い
わ
れ
た
娘
が
欲
張
り
で
嘘
つ
き
で
平
気
で

人
の
も
の
を
盗
む
癖
が
あ
り
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
閏
土
は
、
寒
々
と
し
た
貧
し
さ
が
全
面
に
表
れ
た
男

と
し
て
「
わ
た
し
」
の
前
に
現
れ
、
そ
の
変
貌
し
た
姿
を
「
わ
た
し
」
は
〈
言
葉
化
〉
出
来
な
く
な
っ
て

い
く
。
語
り
手
は
そ
の
様
子
を
以
後
、
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
人
は
村
の
〈
い
ま
〉
を
象
徴
し
て
い
た
。
か
つ
て
村
は
ス
イ
カ
な
ど
の
盗
み
に
対
し
て
お
お
ら
か
で

あ
り
、
古
い
習
慣
の
中
で
封
建
的
な
秩
序
が
ゆ
る
や
か
に
回
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
、
こ
う
ぎ
す
ぎ

す
と
な
り
、
荒
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
の
原
因
、
背
景
に
つ
い
て
、
語
り
手
〈
わ
た
し
〉

は
閏
土
に
こ
う
語
ら
せ
て
い
る
。

「
と
て
も
と
て
も
。
今
で
は
六
番
め
の
子
も
役
に
立
ち
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
追
っ
つ
け
ま
せ
ん
…
…

世
間
は
物
騒
だ
し
…
…
ど
っ
ち
を
向
い
て
も
金
は
取
ら
れ
ほ
う
だ
い
、
き
ま
り
も
な
に
も
…
…
作
柄

も
よ
く
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
作
っ
た
物
を
売
り
に
行
け
ば
、
何
度
も
税
金
を
取
ら
れ
て
、
元
は
切
れ
る

し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
売
ら
な
け
れ
ば
、
腐
ら
せ
る
ば
か
り
で
…
…
。」

こ
の
閏
土
の
言
葉
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
、
こ
う
思
う
。

「
彼
が
出
て
い
っ
た
あ
と
、
母
と
わ
た
し
と
は
彼
の
境
遇
を
思
っ
て
た
め
息
を
つ
い
た
。
子
だ
く
さ

ん
、
凶
作
、
重
い
税
金
、
兵
隊
、
匪
賊
、
役
人
、
地
主
、
み
ん
な
寄
っ
て
た
か
っ
て
彼
を
い
じ
め
て
、

デ
ク
ノ
ボ
ー
み
た
い
な
人
間
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」

「
わ
た
し
」
と
母
は
、
閏
土
の
気
の
毒
な
話
を
聞
く
こ
と
で
、
み
ん
な
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
全
部
閏
土

に
あ
げ
よ
う
と
決
め
る
。
し
か
し
、
閏
土
の
希
望
し
た
物
は
、
後
に
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
わ
れ
る
「
香
炉

と
燭
台
」
の
よ
う
な
品
と
、
後
は
、
最
低
限
な
仕
事
上
の
道
具
、
品
物
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
、
閏
土

を
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
み
た
い
な
人
間
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
秤
や
灰
を
所
望
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
閏
土
は
ま
だ
農
事
へ
の
意
欲
を
少
し
も
失
っ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

閏
土
は
そ
の
日
一
晩
泊
ま
り
、
次
の
日
に
は
帰
っ
て
い
っ
た
。
次
に
来
た
の
は
「
わ
た
し
」
が
帰
る
九

日
目
で
あ
っ
た
。『
故
郷
』
は
こ
の
九
日
間
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
は
語
ら
な
い
。
親
戚
へ
の
挨
拶
な
ど

が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
も
「
わ
た
し
」
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
見
え
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
一
切
、
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
閏
土
と
の
夜
の
会
話
も
「
わ
た
し
」
の
認
識
を
根

本
的
に
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

三
、「
わ
た
し
」
と
閏
土
の
〈
昔
〉
と
〈
今
〉
ー
ー
閏
土
は
デ
ク
ノ
ボ
ー
か

こ
こ
で
、
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
二
週
間
ほ
ど
の
故
郷
へ
の
帰
郷
を
通
し
て
、「
わ
た

し
」
が
深
い
絶
望
感
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
か
つ
て
記
憶
と
し
て
あ
る
故
郷
、
そ
れ
は
輝
い
て
い

た
閏
土
少
年
と
の
思
い
出
と
と
も
に
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
帰
郷
で
目
に
し
た
の
は
、
す
べ
て
の
あ
ま
り
の

変
貌
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
村
を
離
れ
て
二
十
年
、
閏
土
と
別
れ
て
三
十
年
の
月
日
が
流
れ
て
い
る
の
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に
、〈
「
私
」
の
中
の
村
〉
＝
〈
閏
土
〉
は
昔
の
ま
ま
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
そ
の
あ
ま
り
の
変
貌
を
前
に

し
て
、
一
種
の
失
語
状
態
に
陥
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
き
て
や
っ
と
「
わ
た
し
」
は
、
事
情
が
飲
み
込
め
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
み
ん
な
寄
っ
て
た
か
っ
て
彼
を
い
じ
め
て
、
デ
ク
ノ
ボ
ー
み
た
い
な
人
間
に
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
」
と
。
実
際
、「
わ
た
し
」
は
楊
お
ば
さ
ん
の
さ
ん
ざ
ん
な
悪
態
に
も
返
す
言
葉
も
み
つ
か

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
わ
た
し
」
の
閏
土
＝
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
み
た
い
な
人
間
」

と
い
う
一
面
的
な
人
間
認
識
は
、
村
を
離
れ
る
当
日
に
な
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
都
会
に
帰
る
船

の
中
、「
暮
れ
て
ゆ
く
外
の
景
色
を
眺
め
」
な
が
ら
、
別
れ
た
水
生
の
こ
と
を
考
え
る
宏
児
の
寂
し
さ
を
思

い
や
り
つ
つ
、
「
わ
た
し
」
と
母
は
閏
土
の
こ
と
を
話
し
合
う
。
母
は
、
「
楊
お
ば
さ
ん
」
が
灰
の
中
に
皿
な

ど
を
閏
土
が
隠
し
た
と
密
告
し
、
そ
の
ご
褒
美
に
と
「
犬
じ
ら
し
」
を
勝
手
に
盗
む
よ
う
に
持
ち
帰
っ
た

こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
し
て
二
人
は
閏
土
＝
泥
棒
説
に
落
ち
着
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
根
拠
な
ど
詳
し
く
語

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
空
白
な
の
だ
。
た
だ
、
そ
ん
な
こ
と
が
が
さ
ら
り
と
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
わ

た
し
」
は
楊
お
ば
さ
ん
を
「
他
の
人
の
よ
う
に
、
や
け
を
起
こ
し
て
の
ほ
う
ず
に
走
る
生
活
」、
嘘
を
平
気

で
言
い
、
盗
み
も
平
気
で
行
う
自
堕
落
な
生
活
者
と
し
て
見
て
い
る
が
、
閏
土
に
つ
い
て
は
、「
子
だ
く
さ

ん
、
凶
作
、
重
い
税
金
、
兵
隊
、
匪
賊
、
役
人
、
地
主
」
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
無
気
力
で
「
デ
ク
ノ

ボ
ー
み
た
い
な
人
間
」
に
な
り
、「
心
が
麻
痺
す
る
生
活
」
者
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ

に
は
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
閏
土
が
楊
お
ば
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
盗
み
さ
え
も
行
う
男

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
解
釈
は
、
果
た
し
て
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
で
も
持
っ
て
行
っ
て
よ
い

と
い
わ
れ
れ
ば
、
逆
に
最
低
限
必
要
な
も
の
を
要
求
す
る
と
い
う
の
が
人
情
で
、
ま
し
て
昔
は
地
主
の
息

子
だ
と
言
っ
て
も
友
達
な
の
だ
か
ら
一
層
い
い
に
く
く
、
選
別
し
て
必
要
最
低
限
の
品
物
を
要
求
し
た
と

考
え
ら
れ
、
だ
か
ら
、
閏
土
は
自
尊
心
等
も
あ
っ
て
「
わ
ん
や
皿
」を
要
求
せ
ず
、
灰
の
中
に
隠
し
た
の
だ
と
い
う

読
み
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
村
の
人
々
は
、
閏
土
が
灰
を
要
求
し
た
の
か
ど
う
か
も
知
ら
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ず
、
村
の
誰
か
（
楊
お
ば
さ
ん
を
含
む
）
が
隠
し
て
お
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
村
の
人
々
は
隙
が
あ
れ
ば
な

ん
で
も
盗
ん
で
い
く
と
母
は
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
閏
土
犯
人
説
は
、
村
の
中
に
あ
る
閏
土
へ
の
差
別

の
ま
な
ざ
し
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
私
に
は
そ
う
い
う
わ
け
で
閏
土
＝
泥
棒
説
を
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な

い
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
閏
土
＝
泥
棒
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
閏
土
＝
デ
ク
ノ
ボ
ー
説
は
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
無
気
力
で
デ
ク
ノ
ボ
ー
の
男
が
、
そ
も
そ
も
手
の
込
ん
だ
隠
し
方
を
す
る
も
の
か
ど

う
か
。
こ
こ
で
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
、
閏
土
は
こ
の
親
子
に
は
〈
気
の
毒
〉
、
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
い
う
同
情
心

の
レ
ベ
ル
で
し
か
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
語
り
手
は
、
閏
土
が
来
て
、
一
晩
泊
ま
っ
た
後
、
水

生
を
泊
め
ず
に
一
緒
に
帰
り
、
ま
た
旅
立
ち
の
日
に
は
水
生
を
連
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
書
き
留
め
て
い
る

が
、
こ
こ
で
も
こ
の
語
り
手
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
語
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
自
分
と
あ
っ
て
落
胆
し
た
「
わ
た
し
」
の

姿
を
見
て
、
「
隔
絶
」
の
中
で
ま
た
深
い
惨
め
さ
に
追
い
込
ま
れ
る
わ
が
息
子
の
未
来
の
姿
が
想
像
さ
れ
、
そ
れ
だ

け
は
避
け
た
い
と
い
う
閏
土
の
親
と
し
て
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
も
読
め
る
。
「
わ
た
し
」
は
閏
土
を
「
西
瓜
畑
の
銀
の

首
輪
の
小
英
雄
」
か
デ
ク
ノ
ボ
ー
か
の
極
端
な
形
で
し
か
み
て
い
な
い
が
、
現
実
の
閏
土
は
、
「
わ
た
し
」
が

捉
え
て
い
る
像
の
は
る
か
向
こ
う
で
、
心
優
し
い
心
を
持
ち
な
が
ら
も
中
国
の
未
来
に
対
し
て
深
い
冷
め
た
絶
望
感

を
持
ち
な
が
ら
生
き
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
の
デ
ク
ノ
ボ
ー
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
「わ
た
し
」は
、
閏
土
」

＝
デ
ク
ノ
ボ
ー
と
い
う
他
者
像
の
も
と
農
事
へ
の
意
欲
を
持
つ
閏
土
の
側
面
な
ど
を
含
め
て
全
く
そ
ん
な

こ
と
な
ど
知
る
余
地
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
こ
う
し
て
、「
わ
た
し
」
は
、
船
の
中
で
、
自
分
だ
け
が
「
目
に
見
え
な
い
壁
」
で
隔
離
さ
れ
て

い
る
孤
立
感
を
深
め
、
一
人
、
孤
独
な
「
自
分
の
道
」
を
歩
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
絶
望
的
な
境
地
へ
と

落
ち
込
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。
「
わ
た
し
」
の
中
で
、
か
つ
て
〈
あ
っ
た
〉
「
西
瓜
畑
の
銀
の
首
輪
の
小
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英
雄
の
面
影
は
、
も
と
は
鮮
明
こ
の
う
え
な
か
っ
た
の
が
、
今
で
は
急
に
ぼ
ん
や
り
し
て
し
ま
」
い
、
い

よ
い
よ
孤
独
感
を
深
め
て
い
る
の
だ
。
こ
の
時
、〈
あ
っ
た
〉
と
思
っ
て
い
た
故
郷
は
、
実
在
と
し
て
そ
こ

に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
わ
た
し
」
の
心
、
脳
裏
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
も
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
三
十
年
前
、「
わ
た
し
」
は
こ
の
囲
わ
れ
た
「
目
に
見
え
ぬ
高
い
壁
」
を
階

級
差
別
の
壁
と
も
思
わ
ず
、
外
、
外
部
を
あ
こ
が
れ
、
閏
土
を
「
西
瓜
畑
の
銀
の
首
輪
の
小
英
雄
」
と
思

い
こ
み
、
崇
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
小
英
雄
」
の
向
こ
う
に
あ
る
夜
も
寝
ず
に
小
動
物
に
荒
ら

さ
れ
な
い
よ
う
に
見
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
の
厳
し
さ
、
貧
し
さ
な
ど
想
像
す
る
こ
と
さ
え
な
か

っ
た
の
だ
。
お
も
し
ろ
お
か
し
く
話
す
閏
土
の
話
術
（
「
神
秘
の
宝
庫
」）
に
幻
惑
さ
れ
て
、「
わ
た
し
」
は

場
面
を
幻
想
的
、
神
秘
的
な
風
景
と
し
て
塗
り
込
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
言
え

ば
、「
わ
た
し
」
に
は
昔
も
今
も
閏
土
の
何
も
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
今
、
こ
こ
で
、「
わ
た
し
」
は
、「
わ
た
し
」
の
中
に
か
つ
て
〈
あ
っ
た
〉「
鮮
明
こ
の
う
え
な

か
っ
た
」「
西
瓜
畑
の
銀
の
首
輪
の
小
英
雄
の
面
影
」
さ
え
も
が
「
今
で
は
急
に
ぼ
ん
や
り
し
て
し
ま
っ
た
」

こ
と
を
「
た
ま
ら
な
く
悲
し
い
」
と
述
べ
、
唯
一
、
記
憶
の
中
に
〈
あ
っ
た
〉「
わ
た
し
」
の
中
の
「
故
郷
」

さ
え
も
喪
失
す
る
と
い
う
痛
み
の
中
で
呻
吟
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

、
、

「
わ
た
し
」
は
「
故
郷
」
と
か
か
わ
る
す
べ
て
の
も
の
を
こ
こ
で
失
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現
世
で
の

〈
つ
な
が
り
〉
を
失
い
、
い
わ
ば
宙
づ
り
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
は
、
は
じ
め
て
こ
こ
で
、
次
世
代
の
子
供

で
あ
る
宏
児
と
水
生
と
が
「
互
い
に
隔
絶
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
」
期
待
し
、
祈
る
の
だ
。
実
は
も
う
閏

土
は
そ
ん
な
こ
と
の
限
界
は
と
っ
く
に
み
え
て
い
た
の
に
で
あ
る
。
若
い
二
人
が
「
隔
絶
す
る
」
こ
と
が

な
い
方
策
と
し
て
、
最
低
限
、「
一
つ
心
で
い
た
い
が
た
め
に
、
わ
た
し
の
よ
う
に
、
無
駄
の
積
み
重
ね
で

魂
を
す
り
減
ら
す
生
活
」
を
し
な
い
こ
と
、
ま
た
閏
土
の
よ
う
に
、「
心
が
ま
ひ
す
る
生
活
」
を
送
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
楊
お
ば
さ
ん
の
よ
う
に
、「
や
け
を
起
こ
し
て
の
ほ
う
ず
に
走
る
生

活
」
な
ど
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。「
わ
た
し
」
は
、
次
世
代
の
子
供
達
が
し
て
は
な
ら
な
い
そ
の
「
生

活
」
の
向
こ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
の
経
験
し
な
か
っ
た
新
し
い
生
活
」
が
始
ま
る
こ
と
を
予
想
し
、
期
待

し
、「
希
望
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
」
の
一
種
の
救
い
に
近
い
祈
り
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
一
つ
心
で
い
た
い
が
た
め
に
、
わ
た
し
の
よ
う
に
、
無
駄
の
積
み
重
ね
で
魂
を
す
り

減
ら
す
生
活
」
と
か
、
閏
土
の
よ
う
な
「
心
が
ま
ひ
す
る
生
活
」
と
か
、
楊
お
ば
さ
ん
の
よ
う
に
「
や
け

を
起
こ
し
て
の
ほ
う
ず
に
走
る
生
活
」
と
か
を
語
り
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
期
待
し
た
こ
の
も
の
言
い
は
、

実
は
多
義
的
で
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
特
に
、「
わ
た
し
」
の
生
活
と
は
何

な
の
か
。
「
一
つ
心
で
い
た
い
が
た
め
に
」
に
重
き
を
置
け
ば
、
「
わ
た
し
」
が
階
級
対
立
の
和
解
、
あ
る

い
は
緩
和
を
目
指
し
て
折
衷
主
義
的
な
政
治
活
動
を
展
開
し
て
き
た
よ
う
に
も
読
め
る
し
、
知
識
人
的
な

観
念
生
活
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
閏
土
の
生
活
を
封
建
的
な
生
活
、
楊
お
ば
さ
ん
の
生
活
を
資
本

主
義
的
な
欲
望
生
活
と
置
き
換
え
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
レ
・
モ
ダ
ン
、
モ
ダ
ン
、
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
等
々
の
意
味
の
貼
り
付
け
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
も
間
違
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
魯
迅
と
魯
迅
の
生
き
た
時
代
か
ら
の
意
味
の
貼
り
付
け
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
免

れ
な
い
。
や
は
り
、
原
則
的
に
は
、
語
り
手
の
語
り
を
通
し
て
、「
わ
た
し
」
の
こ
と
も
閏
土
の
こ
と
も
、

楊
お
ば
さ
ん
の
こ
と
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
わ
た
し
」
は
閏
土
を
デ
ク
ノ
ボ
ー
と
い
う
だ
け
で
、

灰
さ
え
も
ほ
し
い
と
い
う
生
活
の
苦
し
み
と
、
し
か
し
そ
の
中
で
も
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
見
え
な

か
っ
た
し
、
同
じ
事
は
楊
お
ば
さ
ん
に
つ
い
て
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
平
気
で
嘘
を
い
い
、
盗
む
野
放
図
さ

の
向
こ
う
に
、「
豆
腐
屋
小
町
」
で
は
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
「
三
十
年
間
」
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
わ
た
し
」

は
、「
・
・
・
の
よ
う
な
生
活
」
を
列
記
し
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
た
だ
期
待
、
希
望
し
て
い
る
だ
け
な
の
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で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。
た
し
か
に
、「
わ
た
し
」
は
、
プ
レ
・
モ
ダ
ン
、
モ
ダ
ン
、
ポ
ス
ト
・
モ

ダ
ン
、
あ
る
い
は
新
生
中
国
の
革
命
を
予
感
さ
せ
る
「
新
し
い
生
活
」
に
入
る
必
要
性
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
か
な
り
お
お
ざ
っ
ぱ
な
民
衆
理
解
の
も
と
で
語
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。

そ
れ
で
は
、『
故
郷
』
の
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
は
、
新
生
中
国
の
革
命
の
こ
の
予
感
を
た
と
え
お
お
ざ
っ

ぱ
に
し
て
も
語
る
こ
と
自
体
に
力
を
注
い
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
く
、
魯
迅

の
『
故
郷
』
は
こ
こ
か
ら
「
わ
た
し
」
の
奇
跡
の
よ
う
な
物
語
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
語

り
手
の
〈
わ
た
し
〉
は
「
わ
た
し
」
の
中
に
起
き
た
奇
跡
の
よ
う
な
物
語
に
つ
い
て
こ
こ
で
も
事
細
か
く

、
、
、
、
、
、
、
、

語
る
こ
と
は
な
い
。

四
、「
わ
た
し
」
の
思
考
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
ー
ー
「
手
製
の
偶
像
」
を
超
え
て
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
へ

『
故
郷
』
の
終
末
部
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
希
望
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
だ
の
で
、
わ
た
し
は
ど
き
っ
と
し
た
。
た
し
か
閏
土
が
香
炉
と
燭
台

を
所
望
し
た
時
、
わ
た
し
は
あ
い
変
わ
ら
ず
の
偶
像
崇
拝
だ
な
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
忘
れ
る
つ
も
り

か
と
、
心
ひ
そ
か
に
彼
の
こ
と
を
笑
っ
た
も
の
だ
が
、
今
わ
た
し
の
い
う
希
望
も
、
や
は
り
手
製
の

偶
像
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
彼
の
望
む
も
の
は
す
ぐ
手
に
入
り
、
わ
た
し
の
望
む
も
の
は

手
に
入
り
に
く
い
だ
け
だ
。」

「
新
し
い
生
活
」
を
期
待
す
る
「
わ
た
し
」
の
ま
な
ざ
し
と
、
閏
土
が
「
香
炉
と
燭
台
」
と
い
う
〈
物
〉

自
体
に
古
い
伝
統
的
な
祖
先
崇
拝
に
よ
る
心
の
安
ら
ぎ
、
平
安
を
求
め
る
ま
な
ざ
し
と
同
じ
で
は
な
い
か

と
思
い
、「
ど
き
っ
と
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。（
注
２
）
こ
れ
ま
で
、「
わ
た
し
」
は
、「
わ
た
し
」
の
ま

な
ざ
し
に
優
位
感
を
持
っ
て
い
た
。「
わ
た
し
」
は
、
閏
土
の
ま
な
ざ
し
は
「
あ
い
変
わ
ら
ず
の
偶
像
崇
拝
」

で
「
い
つ
に
な
っ
た
ら
忘
れ
る
つ
も
り
か
」
と
そ
の
古
さ
を
笑
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
希
望
」

が
「
す
ぐ
手
に
入
」
る
か
「
入
り
に
く
い
」
か
と
い
う
多
少
の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、〈
あ
る
〉
か
〈
な

い
〉
か
も
確
定
で
き
な
い
も
の
を
あ
た
か
も
〈
あ
る
〉
も
の
と
し
て
崇
拝
し
、
絶
対
化
し
て
い
る
と
い
う

点
で
は
大
差
が
な
い
こ
と
を
「
わ
た
し
」
は
は
じ
め
て
自
覚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
も

う
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。「
わ
た
し
」
は
、
世
界
と
の
〈
つ
な
が
り
〉
を
失
う
こ
と
で
、
逆
に
、
祈

る
よ
う
に
し
て
次
世
代
へ
の
希
望
を
持
っ
た
。
こ
の
場
合
、
希
望
は
救
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
疑
う
余
地
の

な
い
絶
対
的
で
崇
高
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
わ
た
し
」
の
つ
く
っ
た
「
手
製
の
偶
像
」
で
あ
っ
た
。
閏
土

が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
日
常
か
ら
脱
出
す
る
べ
く
救
い
と
し
て
「
香
炉
と
燭
台
」
に
一
部
の
一
縷

の
救
い
を
求
め
た
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
孤
絶
す
る
こ
と
で
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
、

弱
さ
か
ら
、
若
い
世
代
へ
の
「
希
望
」
と
い
う
「
手
製
の
偶
像
」
に
す
が
っ
た
の
だ
。「
わ
た
し
」
は
、
み

ん
な
か
ら
孤
絶
す
る
と
い
う
立
場
に
な
っ
て
は
じ
め
て
あ
る
物
、
あ
る
出
来
事
、
あ
る
観
念
を
「
偶
像
」

化
し
、「
崇
拝
」
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
〈
人
間
の
弱
さ
〉
や
哀
し
み
、
苦
し
さ
が
や
っ
と
見
え
は

じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
も
は
や
こ
こ
で
は
、「
わ
た
し
」
の
あ
の
閏
土
＝
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
と
い
う
単
純
な

認
識
は
更
新
さ
れ
、
あ
の
閏
土
へ
の
根
拠
の
な
い
優
位
性
も
崩
れ
た
の
で
あ
っ
た
。「
偶
像
」
を
「
崇
拝
」

し
な
け
れ
ば
と
て
も
生
き
て
い
け
な
い
本
当
の
意
味
で
の
〈
人
間
の
悲
し
さ
〉
の
レ
ベ
ル
で
閏
土
の
問
題

（
〈
閏
土
の
絶
望
〉
）
は
捉
え
返
さ
れ
た
ば
か
り
か
、〈
あ
る
〉
か
〈
な
い
〉
か
も
確
定
で
き
な
い
も
の
を
〈
あ

る
〉
も
の
と
し
て
崇
拝
し
、
絶
対
化
す
る
と
い
う
人
間
の
心
、
精
神
、
思
考
の
も
ろ
さ
、
弱
さ
も
ま
た
再
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認
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
が
細
か
く
具
体
的
に
語

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
読
者
は
、
語
り
手
の
語
っ
た
語
り
の
内
容
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
な

い
領
域
（
空
白
）
を
こ
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
魯
迅
が
、
第
一
小
説
集
『
吶
喊
』
（
１
９
２
３
・
８
）
に
納
め
た
「
原
序
」
（
井
上
紅
梅
訳
）

の
中
で
、
書
く
こ
と
の
困
難
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
魯
迅
は
、「
た
と
え
ば

一
間
の
鉄
部
屋
が
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
窓
が
な
く
、
ど
う
し
て
も
壊
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
内
に
大
勢

熟
睡
し
て
い
る
と
す
る
と
、
久
し
か
ら
ず
し
て
皆
悶
死
す
る
だ
ろ
う
が
、
彼
等
は
昏
睡
か
ら
死
滅
に
入
っ

て
死
の
悲
哀
を
感
じ
な
い
。
現
在
君
が
大
声
あ
げ
て
喚
び
起
す
と
、
目
の
覚
め
か
か
っ
た
幾
人
は
驚
き
立

つ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
不
幸
な
る
少
数
者
は
救
い
戻
し
よ
う
の
な
い
臨
終
の
苦
し
み
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

君
は
そ
れ
で
も
彼
等
を
起
し
得
た
と
思
う
の
か
」
と
問
う
て
、
書
く
こ
と
の
倫
理
に
迫
っ
て
い
る
。
魯
迅

は
、
こ
こ
で
、
た
と
え
、「
臨
終
の
苦
し
み
」
を
与
え
る
側
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
ま
ず
「
鉄
部
屋
」
を
壊

し
て
開
け
る
こ
と
こ
そ
「
希
望
」
で
あ
り
、
先
決
だ
と
い
う
友
人
の
論
理
を
受
け
入
れ
、〈
書
く
行
為
〉
を

選
択
し
た
よ
う
だ
。
魯
迅
は
、
若
い
頃
、
義
憤
、「
慷
慨
激
越
」
、
人
々
か
ら
の
疎
遠
に
よ
る
「
寂
寥
」
感
、

な
ど
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
「
古
碑
を
書
き
写
し
」
て
生
き
伸
び
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
き
て
、

友
人
の
論
理
を
受
け
入
れ
、「
鉄
部
屋
」
を
壊
し
て
開
け
る
行
為
の
一
つ
と
し
て
〈
書
く
行
為
〉
へ
と
転
換

し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
『
故
郷
』
の
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
の
語
り
の
中
心
は
、
「
鉄
部
屋
」
を
壊
し
て
開
け
る
「
希

望
」
の
方
へ
シ
フ
ト
し
た
「
わ
た
し
」
の
「
無
駄
の
積
み
重
ね
で
魂
を
す
り
減
ら
す
生
活
」
そ
の
も
の
の

現
状
報
告
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、「
わ
た
し
」
の
「
鉄
部
屋
」
を
壊
し

て
開
け
る
行
為
の
無
惨
さ
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
が
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、
閏
土
と
の
距
離

は
深
ま
り
、
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
皮
肉
に
も
、
語
り
手
〈
わ

た
し
〉
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
の
現
状
が
報
告
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、「
鉄
部
屋
」
を
壊
し
て
開
け
る
行

為
の
善
し
悪
し
や
、「
希
望
」
そ
の
も
の
の
〈
あ
る
〉〈
な
い
〉
の
問
題
を
超
え
て
、「
希
望
」
を
云
々
す
る

精
神
、
思
考
そ
の
も
の
の
偶
像
崇
拝
性
の
問
題
が
顕
在
化
し
、
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
偶
像
崇
拝
的
な
精
神
・

思
考
の
堕
落
性
の
告
発
か
ら
、
や
が
て
民
族
の
自
力
更
生
、
自
主
・
自
立
の
必
要
性
を
説
く
テ
ク
ス
ト
へ

と
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
ん
な
領
域
ま
で
、
こ
の
『
故
郷
』
の
語
り
手
〈
わ
た
し
〉

は
カ
バ
ー
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
語
る
こ
と
で
、
読
者
に
そ
う
い
う
テ
ク
ス
ト
の
読
み
取
り
を
可
能

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
の
閏
土
＝
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
と
、
閏
土
の
「
わ
た
し
」
＝
「
だ
ん
な
様
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
わ
た
し
」
と
閏
土
の
関
係
を
一
種
の
フ
リ
ー
ズ
状
態
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
二
つ

の
言
葉
の
構
図
は
、
国
内
の
停
滞
し
て
動
か
な
い
〈
地
主
ー
ー
小
作
〉
の
階
級
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
状
況
を
流
動
化
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
言
葉
を
超
え
る
新
し
い
言
葉
の
獲
得
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、「
わ
た
し
」
が
「
希
望
」
し
た
次
世
代
に
よ
る
「
新
し
い
生
活
」
の

実
践
に
よ
っ
て
〈
超
え
る
〉
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
何
よ
り
も
、

閏
土
に
し
て
も
、
「
わ
た
し
」
に
し
て
も
、
あ
る
物
、
あ
る
出
来
事
、
あ
る
観
念
を
「
偶
像
」
化
し
、
「
崇

拝
」
し
て
い
る
そ
の
人
任
せ
性
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
立
ち
ゆ
か
な
い
ほ
ど
そ
れ
ほ
ど
中
国
の
状
況
は
絶

望
的
な
の
で
あ
っ
た
。
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
は
、「
希
望
」
と
い
う
言
葉
の
は
ら
む
人
任
せ
性
を
感
受
し
、

そ
こ
か
ら
中
国
の
〈
今
〉
と
い
う
状
況
の
も
と
で
の
偶
像
崇
拝
の
問
題
性
を
「
わ
た
し
」
に
読
み
取
ら
せ

た
の
で
あ
る
。「
今
わ
た
し
の
い
う
希
望
も
、
手
製
の
偶
像
に
す
ぎ
ぬ
」
と
認
識
を
深
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ

た
。
反
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
う
新
し
い
言
葉
の
浮
上
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
二
人
は
、
以
前
と
し
て
国
内
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の
階
級
関
係
の
呪
縛
の
中
に
あ
る
の
だ
が
、
知
識
人
と
農
民
と
い
う
対
立
あ
る
い
は
優
劣
の
構
図
を
超
え

て
、
同
じ
中
国
で
生
き
る
人
間
同
士
と
い
う
新
し
い
レ
ベ
ル
で
の
横
の
〈
つ
な
が
り
〉
を
持
つ
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
わ
た
し
」
は
「
わ
た
し
」
の
事
情
が
あ
り
、
ま
た
閏
土
は
閏
土
の
事
情

の
中
で
、
こ
の
受
け
身
的
で
、
偶
像
崇
拝
的
な
心
、
精
神
、
思
考
の
虜
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
き
て
、
や
っ
と
「
だ
ん
な
様
」
と
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
と
い
う
縦
の
「
厚
い
壁
」（
構
図
）
は
溶
け
始
め

た
の
で
あ
っ
た
。「
新
し
い
生
活
」
の
実
践
と
い
う
社
会
的
、
階
級
的
な
問
題
（
「
手
製
の
偶
像
」）
の
レ
ベ

ル
を
超
え
て
、「
わ
た
し
」
も
「
閏
土
」
も
宏
児
も
水
生
も
、
母
も
楊
お
ば
さ
ん
も
、
中
国
人
す
べ
て
の
人

間
が
、
何
か
を
偶
像
崇
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
自
立
し
、
自
力
更
生
す
る
こ
と
こ
そ
大
切
な
の
だ
と
い
う

民
族
と
し
て
の
共
通
の
変
革
・
解
放
の
課
題
（
鍵
）
を
つ
か
み
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
魯
迅
の

「
原
序
」
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
鉄
部
屋
（
〈
絶
望
〉
の
「
壁
」）
が
解
き
放
た
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

『
故
郷
』
は
、「
わ
た
し
」
の
中
で
起
き
た
こ
の
思
考
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
ド
ラ
マ
を
こ
そ
語
り

か
け
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、「
わ
た
し
」
の
中
に
あ
っ
た
故
郷
の
幻
想
的
な
光
景
は
中
国

の
《
原
郷
》
と
化
し
て
再
び
輝
き
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。（
注
３
）

「
ま
ど
ろ
み
か
け
た
わ
た
し
の
目
に
、
海
辺
の
広
い
緑
の
砂
地
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
上
の
紺
碧

の
空
に
は
、
金
色
の
丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
思
う
に
希
望
と
は
、
も
と
も
と
あ
る
も
の
と
も
言

え
ぬ
し
、
な
い
も
の
と
も
言
え
な
い
。
そ
れ
は
地
上
の
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
地
上

に
は
道
は
な
い
。
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
の
だ
。」

「
わ
た
し
」
が
見
て
い
る
こ
の
風
景
は
も
ち
ろ
ん
地
上
に
は
〈
あ
り
も
し
な
い
〉
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

「
わ
た
し
」
は
故
郷
を
喪
失
し
な
が
ら
も
、〈
あ
る
〉
か
〈
な
い
〉
か
も
わ
か
ら
な
い
も
の
を
絶
対
化
し
、

、
、

崇
拝
し
、
信
仰
す
る
と
い
う
観
念
的
な
、
偶
像
崇
拝
的
な
精
神
・
思
考
の
堕
落
、
あ
る
い
は
そ
の
弱
さ
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
時
、
消
え
か
か
っ
た
閏
土
と
も
新
し
く
つ
な
が
る
こ
と
（
＝
「
地
上
の
道
」）

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
故
郷
』
は
、
誰
か
他
人
を
元
気
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
。『
故
郷
』
は
「
地

上
の
道
」
へ
の
通
路
を
一
度
は
完
全
に
見
失
っ
た
「
わ
た
し
」
が
船
の
中
で
、
中
国
人
全
体
が
課
題
と
し

て
背
負
う
精
神
・
思
考
の
奴
隷
性
、
堕
落
性
か
ら
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
必
要
性
を
発
見
す
る
こ
と

で
、
や
っ
と
「
無
駄
の
積
み
重
ね
で
魂
を
す
り
減
ら
す
生
活
」
か
ら
抜
け
出
て
、
閏
土
と
そ
の
向
こ
う
に

い
る
無
数
の
中
国
の
人
々
と
の
〈
つ
な
が
り
〉
を
観
念
や
思
い
こ
み
で
は
な
く
、
現
実
の
地
平
で
持
ち
始

め
る
と
い
っ
た
故
郷
へ
の
旅
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

魯
迅
の
『
故
郷
』
は
、
語
り
手
〈
わ
た
し
〉
に
よ
る
「
わ
た
し
」
の
故
郷
喪
失
の
物
語
で
あ
る
と
と
も

に
、「
わ
た
し
」
の
奇
跡
に
近
い
再
再
生
の
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
地
上
の
〈
い
ま
〉
の
現
実
の
世
界

、
、
、

か
ら
〈
地
上
の
道
〉
つ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
「
希
望
」
な
の
だ
と
い
う
最
終
フ
レ
ー
ズ
の
力
強
い

明
る
さ
の
内
実
で
あ
っ
た
。

注
１

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、
同
人
雑
誌
『
試
想
』
等
に
お
い
て
何
度
も
述
べ
て
い
る
。

・
「
自
我
の
複
数
性
と
近
代
文
学
史
の
転
換
」（
『
試
想
』
創
刊
号

平
１
３
・
１
０

「
試
想
」
の
会
）

・
「
意
識
の
劇
か
ら
関
係
の
劇
へ
」（
『
社
会
文
学
』
第
１
８
号

平
１
５
・
１

日
本
社
会
文
学
会
）

・
「
関
係
の
劇
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」（
『
試
想
』
第
２
号

平
１
５
・
２

「
試
想
」
の
会
）
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・
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
文
学
ー
ー
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
の
豊
か
な
関
係
性
の
構
築
を
め
ざ
し
て
」
（
『
試
想
』
第
３
号

平
１
６
・

８

「
試
想
」
の
会
）

・
「
新
し
い
読
み
の
技
法
ー
ー
二
項
対
立
的
思
考
か
ら
多
項
選
択
的
思
考
へ
」
（
『
試
想
』
第
４
号

平
１
７
・
１
１

「
試

想
」
の
会
）

・
「
漱
石
・
鴎
外
そ
し
て
文
学
研
究
ー
ー
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
道
」
（
『
試
想
』
第
５
号

平
１
９
・
３

「
試
想
」
の
会
）

・
「
文
学
的
価
値
＝
〈
関
係
の
豊
か
さ
〉」
論
覚
書
ー
ー
読
み
を
め
ぐ
る
原
則
的
問
い
か
け
ー
ー
」

（
『
試
想
』
第
７
号

平

２
１
・
７
「
試
想
」
の
会
）

要
約
す
る
と
、
「
テ
ク
ス
ト
は
、
一
般
に
簡
単
に
は
語
ら
れ
な
い
、
わ
か
ら
な
い
部
分
す
な
わ
ち
空
白
を
抱
え
て
い
る
」

こ
と
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
は
、
こ
の
空
白
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
「
行
間
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
こ
の
「
再
造
さ
れ
た
〈
テ
ク
ス
ト
〉
す
な
わ
ち
読
み
手
に
よ
っ
て
〈
自
己
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
〉
は
、
正
解

と
は
無
縁
で
あ
り
、
繰
り
返
し
再
読
さ
れ
る
こ
と
で
無
限
の
変
貌
を
と
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
」
こ
と
、
テ
ク
ス
ト
の
価
値

と
は
、
こ
の
「
再
造
さ
れ
た
〈
テ
ク
ス
ト
〉
」
の
中
で
意
識
で
は
な
く
、
作
り
出
さ
れ
た
〈
関
係
の
豊
か
さ
〉
に
よ
っ
て
評

価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
こ
で
は
「
正
解
」
は
な
く
、「
ど
の
よ
う
な
角
度
、
視
点
か
ら
見
た
時
、〈
テ

ク
ス
ト
〉
の
構
造
は
こ
う
見
え
る
」
と
公
開
、
討
論
す
る
か
、
歴
史
の
審
判
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
な
く
、
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス

ト
の
構
造
の
中
に
そ
の
客
観
性
、
普
遍
性
の
根
拠
を
も
と
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
筆
者
は
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
し

て
い
る
。

注
２

井
上
紅
梅
訳
で
は
、「
わ
た
し
は
そ
う
思
う
と
た
ち
ま
ち
羞
し
く
な
っ
た
」
と
あ
る
。

注
３

井
上
紅
梅
訳
「
深
藍
色
の
大
空
」、
竹
内
好
訳
「
紺
碧
の
空
」
と
の
訳
語
が
あ
る
。
田
中
氏
は
、
昼

は

な

だ

い

ろ

と
夜
が
併
存
す
る
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
夜
の
一
光
景
で
矛
盾
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
日
本
の
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
で
こ
う
し
た
光
景
を
よ
く
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

注
４

こ
の
原
稿
は
、
２
０
１
３
・
４
・
１
９

『
試
想
』
Ｈ
Ｐ
ブ
ロ
グ
に
ア
ッ
プ
し
た
も
の
を
章
構
成
し
、

文
言
も
一
部
変
更
し
て
本
誌
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

付
記

『
故
郷
』
の
引
用
は
、
竹
内
好
訳
版
で
あ
る
。

２
０
１
３
・
４
・
１
９

中
国
福
州


