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「
手
記
」

「
遺
書
」

，，--¥ 

一
¥』ー/

と

の
あ
わ
い

|
|
夏
目
激
石
『
こ
こ
ろ
」

の
構
造
と
文
体
を
め
ぐ
っ
て
|
|

【
お
断
り
】
許
さ
れ
る
紙
数
の
関
係
で
、
こ
れ
は
標
題
に
し
た
拙
論
の
前
半
部
分
で
あ
る
。

「手記Jと「遺書」のあわい(ー)

iま

じ

め

「
こ
こ
ろ
』
に
関
す
る
論
考
は
、
文
字
通
り
汗
午
充
棟
、
小
説
の
本
体
が
見
え

な
く
な
る
ほ
ど
に
さ
ま
ざ
ま
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
ら
の

論
考
に
新
た
に
付
け
加
え
る
べ
き
何
物
か
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
で
き
る
だ
け
素
直
且
つ
素
朴
な
読
み
を
心
掛
け
る
こ
と
で
い
く
つ
か
の
問
題

を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
小
説
は
、
先
生
の
死
を
告
げ
る
遺
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
数
年
後
に
主
人

公
の
「
私
」
が
書
い
た
手
記
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
と
し
て
は
サ
ス

ペ
ン
ス
に
満
ち
て
お
り
、
遂
に
は
自
殺
す
る
先
生
の
過
去
を
扶
っ
て
人
間
の
罪
を

あ
ば
く
展
開
に
は
迫
力
も
あ
る
。
文
体
や
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
日
本
の
近
代
文

学
史
の
観
点
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
作
品
と
し
て
の
纏
ま
り
、

例
え
ば
物
語
の
展
開
と
主
題
の
深
ま
り
と
い
う
点
か
ら
そ
の
構
造
を
見
る
と
、
分

里

木

章

か
り
難
い
小
説
だ
と
い
う
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

激
石
は
、
三
部
構
成
の
一
つ
に
な
る
「
先
生
と
私
」
の
部
分
つ
ま
り
「
私
は
淋
し

い
人
間
で
す
」
〈
上
七
、
十
四
〉
と
語
り
ま
た
「
私
は
倫
理
的
に
生
ま
れ
た
男
で

す
」
〈
下
二
〉
と
書
い
た
先
生
の
謎
に
迫
ろ
う
と
す
る
大
学
生
の
「
私
」
と
が
実

際
に
交
流
し
た
三
年
半
か
四
年
間
程
度
の
時
間
を
先
に
出
し
て
、
そ
の
中
で
先
生

と
「
私
」
と
が
交
わ
し
た
遣
り
取
り
l
|
|
(
先
生
)
「
あ
な
た
は
私
の
思
想
と
か
意

見
と
か
い
ふ
も
の
と
、
私
の
過
去
と
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
考
え
て
ゐ
る
ん
ぢ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か
」
、
(
私
)
「
先
生
の
過
去
が
生
み
出
し
た
思
想
だ
か
ら
、
私
は
重
き

を
置
く
の
で
す
」
、
(
先
生
)
「
あ
な
た
は
大
胆
だ
」
、
(
私
)
「
た
だ
真
面
目
な
ん
で

す
。
真
面
目
に
人
生
か
ら
教
訓
を
受
け
た
い
の
で
す
」
、
(
先
生
)
「
私
の
過
去
を

あ
ば
い
て
も
で
す
か
:
:
:
あ
な
た
は
本
当
に
真
面
目
な
ん
で
す
か
:
:
:
私
は
過
去

の
因
果
で
、
人
を
疑
り
つ
け
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
実
は
あ
な
た
も
疑
っ
て
ゐ
る
。
然

し
何
う
も
あ
な
た
丈
は
疑
り
た
く
な
い
:
:
:
私
は
死
ぬ
前
に
た
っ
た
一
人
で
好
い

か
ら
、
他
を
信
用
し
て
死
に
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
あ
な
た
は
其
た
っ
た
一
人
に
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な
れ
ま
す
か
。
な
っ
て
呉
ま
す
か
。
あ
な
た
は
腹
の
底
か
ら
真
面
目
で
す
か
」
、

(
私
)
も
し
私
の
命
が
真
面
目
な
も
の
な
ら
、
私
の
今
い
っ
た
事
も
真
面
目
で

す
」
、
(
先
生
)
「
よ
ろ
し
い
・
:
話
ま
せ
う
。
私
の
過
去
を
残
ら
ず
、
あ
な
た
に
話

し
て
上
げ
ま
せ
う
・
:
し
か
し
今
は
話
せ
な
い
ん
だ
か
ら
、
其
積
で
ゐ
て
く
だ
さ
い
。

適
当
の
時
機
が
来
な
く
ち
ゃ
話
さ
な
い
ん
だ
か
ら
」
〈
上
三
十
二
と
い
う
場
面

を
先
に
描
く
。
こ
れ
を
受
け
て
後
に
先
生
が
「
私
」
に
遺
書
を
送
り
届
け
る
。
そ

し
て
先
生
の
遺
書
を
受
け
取
っ
て
数
年
後
の
「
私
」
が
、
先
生
夫
妻
と
「
私
」
と

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

が
交
流
し
た
時
間
と
先
生
の
遺
書
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
を
反
努
し
つ
つ
「
手

記
」
を
書
く
と
い
う
構
成
に
仕
立
て
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
者
は
物
語
の
前
後

関
係
と
し
て
こ
の
手
続
き
を
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
右
に
示
し
た
先
生
と

「
私
」
と
の
遣
り
取
り
が
、
物
語
内
部
に
お
け
る
人
物
相
互
の
批
判
と
反
批
判
に

よ
っ
て
主
題
を
展
開
す
る
と
い
う
方
法
を
制
限
す
る
縛
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
実
は
作
者
が
初
め
に
構
想
し
た
は
ず
の
物
語
を
困
難
に
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
先
生
が
遺
書
の
末
尾
部
分
に
「
此
の
手
紙
が
貴
方
の
手
に
落
ち
る
頃
に

は
、
私
は
も
う
此
世
に
は
居
な
い
で
せ
う
。
と
く
に
死
ん
で
ゐ
る
で
せ
う
」
〈
下

五
十
六
〉
と
書
く
の
は
ょ
い
と
し
て
も
、
作
者
は
、
遺
書
の
冒
頭
部
分
で
先
生
に

「
あ
な
た
は
私
の
過
去
を
:
:
:
あ
な
た
の
前
に
展
開
し
て
呉
れ
と
逼
っ
た
。
私
は

其
時
心
の
う
ち
で
、
始
め
て
貴
方
を
尊
敬
し
た
:
:
:
私
の
心
臓
を
立
ち
割
っ
て
、

温
か
く
流
れ
る
血
潮
を
畷
ら
う
と
し
た
か
ら
で
す
」
と
言
っ
て
「
私
は
暗
い
人
世

の
影
を
遠
慮
な
く
あ
な
た
の
頭
の
上
に
投
げ
か
け
て
上
ま
す
。
然
し
恐
れ
て
は
不

可
せ
ん
。
暗
い
も
の
を
凝
と
見
詰
め
て
、
そ
の
中
か
ら
貴
方
の
参
考
に
な
る
も
の

を
御
撰
み
な
さ
い
:
:
:
是
か
ら
発
達
し
ゃ
う
と
い
ふ
貴
方
に
は
幾
分
か
参
考
に
な

(2) 

る
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
:
:
:
私
は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破
っ
て
、
其
血
を

あ
な
た
の
顔
に
浴
せ
か
け
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
私
の
鼓
動
が
停
っ
た
時
、

あ
な
た
の
胸
に
新
し
い
命
が
宿
る
事
が
出
来
る
な
ら
満
足
で
す
」
と
書
か
せ
る
直

前
で
特
に
「
其
上
私
は
書
き
た
い
の
で
す
。
義
務
は
別
と
し
て
私
の
過
去
を
書
き

た
い
の
で
す
:
:
:
私
は
何
千
高
と
ゐ
る
日
本
人
の
う
ち
で
、
た
だ
貴
方
丈
に
、
私

の
過
去
を
物
語
た
い
の
で
す
。
あ
な
た
は
真
面
目
だ
か
ら
。
あ
な
た
は
真
面
目
に

人
生
そ
の
も
の
か
ら
生
き
た
教
訓
を
得
た
い
と
云
っ
た
か
ら
」
〈
下
二
〉
と
書
か

せ
て
い
る
。
「
過
去
の
閃
栗
で
人
を
疑
り
つ
け
て
ゐ
る
」
と
言
い
な
が
ら
「
死
ぬ

前
に
た
っ
た
一
人
で
好
い
か
ら
他
を
信
用
し
て
死
に
た
い
」
と
も
言
っ
て
い
た
先

生
が
や
っ
と
見
つ
け
た
「
た
っ
た
一
人
」
の
「
私
」
に
向
け
て
己
れ
の
命
を
か
け
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て
遺
書
を
書
く
こ
と
、

い
わ
ば
先
生
の
「
書
く
行
為
」
の
喜
び
と
闘
い
と
で
も
い

う
べ
き
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、

激
石
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
こ
の
小
説
の
主
題
或
い
は
創
作
の
意
図
を
明
ら
か
に

す
る
だ
け
で
な
く
、
先
生
の
筆
を
借
り
て
激
石
自
身
の
「
書
く
行
為
」
の
喜
び
と

闘
い
|
|
こ
れ
は
、
例
え
ば
「
僕
は
世
の
中
を
一
大
修
羅
場
と
心
得
て
ゐ
る
。
さ

う
し
て
其
内
に
立
っ
て
華
々
し
く
打
死
を
す
る
か
敵
を
降
参
さ
せ
る
か
ど
っ
ち
に

か
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
:
:
:
世
の
中
は
僕
一
人
の
手
で
ど
う
も
な
り
様
は
な

い
。
な
い
か
ら
し
て
僕
は
打
死
を
す
る
覚
悟
で
あ
る
。
打
死
を
し
て
自
分
が
天
分

を
尽
し
て
死
ん
だ
と
い
ふ
慰
藷
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
結
構
で
あ
る
:
:
:
ど
の
位
人
が

自
分
の
感
化
を
、
つ
け
て
、
ど
の
位
自
分
が
社
会
的
分
子
と
な
っ
て
未
来
の
青
年
の

血
肉
と
な
っ
て
生
存
し
得
る
か
を
た
め
し
て
み
た
い
」
(
明
治
三
十
九
年
十
月
二



十
三
日

狩
野
亮
吉
宛
書
簡
)
を
想
起
さ
せ
る
ー
ー
ー
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い

て
い
る
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
拙
論
は
、
『
こ
こ
ろ
」

の
構
造
と
文
体
の
分
析
を
試
み
な
が
ら
、
こ
の
小

説
の
作
品
と
し
て
の
分
か
り
難
さ
を
考
察
し
、
先
生
と
「
私
」
の
「
書
く
行
為
」

の
意
味
さ
ら
に
は
激
石
の
そ
れ
を
も
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
予
め
断
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
作
者
が
こ
の
小
説

に
三
つ
の
時
間
を
設
定
し
、
そ
の
上
で
「
私
」
は
反
努
す
る
過
去
の
自
分
の
在
り

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

ょ
う
と
今
の
自
分
の
在
り
よ
う
と
を
区
別
し
て
手
記
を
綴
ら
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

読
者
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
つ
ま
り
①
「
私
」
が
先
生
に
出
会
う
前
の
先
生
田

有
の
時
間
、
②
「
私
」
の
過
去
の
時
間
つ
ま
り
先
生
と
出
会
っ
て
遺
書
を
受
け
取

る
ま
で
交
流
し
た
約
三
年
半
か
四
年
間
の
時
間
、
③
「
私
」
が
先
生
の
遺
書
を
読

ん
で
数
年
経
て
①
②
を
反
努
し
つ
つ
手
記
を
書
い
て
い
る
今
の
時
間
と
い
う
三
つ

の
時
間
を
細
か
く
確
認
し
な
が
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
事
な
点
だ
と
思
う
の
で
、
拙
論
で
は
以
後
必
要
に
応
じ
て
②
の
「
私
」

を
「
私
1
」
、
③
の
「
私
」
を
「
私
2
」
と
表
記
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
「
私
2
」
が
物
語
を
構
成
す
る
右
記
①
②
の
事
柄
が
終
わ
っ
た
後
に
数
年

経
っ
て
そ
れ
を
反
努
し
つ
つ
手
記
を
書
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
た
く
し
ど
も

現
代
の
読
者
は
三
部
構
成
の
単
行
本
『
こ
こ
ろ
』
に
よ
っ
て
物
語
全
体
を
一
旦
読

み
終
わ
っ
た
後
に
改
め
て
作
中
に
描
か
れ
た
場
面
の
意
味
を
考
察
し
た
り
作
品
の

構
造
を
分
析
し
た
り
す
る
場
合
が
殆
ど
な
の
で
あ
っ
て
、
日
々
連
載
さ
れ
る
物
語

を
追
い
な
が
ら
読
ん
だ
人
々
の
場
合
と
は
読
み
の
前
提
が
違
う
と
い
う
こ
と
、
即

ち
作
者
が
予
め
大
枠
の
構
想
は
持
っ
て
い
な
が
ら
書
き
進
め
る
途
中
で
予
定
外
の

変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
連
載
小
説
と
し
て
こ
れ

を
読
む
人
々
に
は
気
付
か
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
現
代
の
読
者
に
は
分
か
る
こ

と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
点
だ
と
考
え
る
の
で
拙
論
で
は
新
関
連
載
小

説
『
先
生
の
遺
書
』

の
例
え
ば
百
十
回
は
こ
れ
を
1
1
0
、
単
行
本
『
こ
こ
ろ
』

で
は
三
部
構
成
に
従
っ
て
例
え
ば
「
下

先
生
と
遺
書

五
十
六
」
は
こ
れ
を
下

五
十
六
で
示
し
、
両
者
は
同
じ
場
面
で
あ
る
の
で
〈
1
1
0

下
五
十
六
〉
の
よ

う
に
表
記
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

* 

わ
た
く
し
は
、
物
語
の
最
後
で
先
生
の
自
殺
を
描
く
こ
の
小
説
は
作
者
・
激
石

-142-

に
よ
る
壮
絶
な
殺
人
劇
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い
る
。
だ
が
、
小
説
の
主

題
に
絡
め
て
こ
の
作
品
が
成
立
す
る
状
況
に
触
れ
て
お
こ
う
。

大
正
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
「
先
生
の
遺
書
」
と
い
う
題
で
朝
日
新
聞
に
連
載

さ
れ
始
め
ら
れ
た
こ
の
小
説
が
八
月
十
一
日
の
第
百
十
回
で
連
載
を
終
わ
っ
て
、

九
月
に
三
部
構
成
の
単
行
本
ー
ー
や
や
細
か
過
ぎ
る
こ
と
に
な
る
が
、
単
行
本
の

「
序
」
に
「
箱
、
表
紙
、
見
返
し
、
扉
及
び
奥
附
の
模
様
及
び
題
字
、
朱
印
、
検

印
と
も
に
、
悉
く
自
分
で
考
案
し
て
自
分
で
描
い
た
。
木
版
の
刻
は
伊
上
凡
骨
氏

を
煩
は
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
激
石
は
実
に
細
か
な
神
経
を
使
っ
て
こ
の
本
を

作
っ
て
い
る
。
改
め
て
点
検
し
て
み
よ
う
。
箱
の
表
に
は
ほ
ぼ
正
方
形
に
二
重
の

罫
で
囲
っ
た
中
に
(
「
心
」
と
読
ま
せ
た
い
の
で
あ
ろ
う
が
)
書
体
と
し
て
ど
う

(3) 



規
定
し
て
よ
い
か
迷
う
よ
う
な
文
字
(
「
心
」
よ
り
寧
ろ
「
予
」
と
読
め
る
)
、
箱

の
背
は
「
心
」
、
小
説
本
体
の
表
紙
は
太
い
罫
と
細
い
罫
の
二
重
の
罫
で
囲
っ
た

中
に
「
心
」
を
配
し
て
街
子
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
よ
う
な
形
で
使
い
、
表
紙
の

背
は
仮
名
文
字
で
「
こ
こ
ろ
」
、
本
体
の
見
返
し
は
象
徴
的
な
二
種
類
の
円
形
模

様
を
二

O
個
配
し
、
遊
び
の
次
の
口
絵
で
は
黒
色
の
目
立
つ
木
版
画
の
中
央
に
築

書
体
の
「
心
」
を
赤
い
文
字
で
配
し
て
い
る
。
続
い
て
二
頁
に
わ
た
る
「
序
」
、

次
に
頁
を
替
え
て
赤
い
罫
で
縦
長
に
閤
っ
た
中
に
目
次
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ

「手記」と「遺書jのあわい(ー)

に
は
題
は
な
く
「
上

両
親
と
私

一
四
ゴ
一
頁
/
下

先
生
と
私

一
頁
/
中

先
生
と
遺
書

一
二
三
頁
」
、
さ
ら
に
頁
を
替
え
て
本
文
第
一
頁
に
は
「
こ
こ
ろ

/
激
石
/
上

先
生
と
私
/
こ
と
あ
っ
て
改
行
し
て
周
知
の
「
私
は
其
人
を
常

に
先
生
と
呼
ん
で
ゐ
た
。
」
と
い
う
官
頭
第
一
文
が
来
る
ー
ー
ー
と
し
て
岩
波
書
庖

か
ら
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
事
情
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し

は
こ
の
間
に
二
つ
の
問
題
が
苧
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

第
一
点
目
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
は
大
正
三
年
四
月
十
六
日
か
ら

「
小
説
予
告
/
心
/
激
石
」
を
三
日
間
載
せ
、
十
九
日
に
は
「
明
日
よ
り
掲
載
/

心
/
激
石
」
と
し
て
、
と
も
に
激
石
が
三
月
三
十
日
に
松
山
松
之
助
に
宛
て
て
そ

の
小
説
の
構
想
を
伝
え
た
手
紙
の
一
部
を
抜
粋
し
て
載
せ
て
い
る
。
即
ち
「
今
度

は
短
篇
を
い
く
つ
か
書
い
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
其
一
つ
一
つ
に
は
違
っ
た
名

を
つ
け
て
行
く
積
り
で
す
が
予
告
の
必
要
上
全
体
の
題
が
御
入
用
か
と
も
存
じ
ま

す
故
そ
れ
を
「
心
』
と
致
し
て
置
き
ま
す
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
「
小
説
予
告
」

「
明
日
よ
り
連
載
」
と
い
う
見
出
し
に
続
く
本
文
は
二
っ
と
も
こ
の
手
紙
文
を

使
っ
て
い
る
。
新
聞
に
連
載
さ
れ
始
め
た
こ
の
小
説
の
各
回
の
標
題
の
要
領
を
見

る
と
、
最
も
右
側
に
太
い
罫
で
正
方
形
に
固
ま
れ
た
内
部
の
模
様
に
猷
め
込
む
形

(4) 

で
漢
字
の
「
心
」
を
配
し
た
ロ
ゴ
が
あ
り
、
そ
の
ロ
ゴ
の
下
に
横
書
き
で
「
石

激」、

ロ
ゴ
の
左
に
「
先
生
の
遺
書
」
、
改
行
し
て
「
先
生
の
遺
書
」
の
真
ん
中
に

連
載
回
数
を
示
す
漢
数
字
が
来
る
よ
う
に
配
さ
れ
て
(
因
み
に
大
阪
朝
日
の
一

1

四
に
は
ロ
ゴ
が
な
く
、
五
か
ら
配
さ
れ
る
ロ
ゴ
は
東
京
朝
日
の
も
の
と
は
異
な

る
)
、
さ
ら
に
改
行
し
て
本
文
が
始
ま
る
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
標
題
部
分

の
要
領
は
、
激
石
が
松
山
松
之
助
宛
の
手
紙
で
書
い
た
よ
う
な
こ
の
小
説
の
構
想

を
忠
実
に
表
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
「
全
体
の
題
」
は
確
か
に
「
心
」

だ
が
、
連
載
小
説
の
題
と
し
て
は
「
先
生
の
遺
書
』
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ

け
る
。
作
者
に
幾
つ
か
の
短
編
を
重
ね
て
大
き
な
『
心
」
と
い
う
作
品
に
す
る
予

定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
新
関
連
載
小
説
の
標
題
と
し
て
は
『
先
生
の
遺
書
』
な
の

で
あ
り
、
読
者
も
こ
れ
を
『
先
生
の
遺
書
』
と
し
て
毎
日
読
ん
で
い
た
と
考
え
る

方
が
自
然
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
即
ち
こ
の
小
説
が
「
先
生
の
遺
書
』
と
い
う
標
題
で
連
載
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
一
つ
の
理
由
は
、
明
治
天
皇
の
大
葬
の
儀
の
あ
っ
た
大
正
元
年
九

月
十
三
日
の
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
ー
ー
ー
周
知
の
よ
う
に
十
七
日
に
一
斉
に

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
乃
木
大
将
の
遺
書
が
一
層
人
々
の
衝
撃
と
興
奮
を
も
た
ら
し

た
ー
ー
を
、
つ
け
て
鴎
外
が
連
載
中
の
小
説
『
灰
燈
』
を
中
断
し
て
急
速
『
興
津
弥

五
右
衛
門
の
遺
書
』
を
「
中
央
公
論
」
十
月
号
に
載
せ
た
こ
と
を
意
識
し
て
付
け

ら
れ
た
か
な
り
挑
戦
的
な
標
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
点
目
は
、
激
石
が
新
関
連
載
小
説
『
先
生
の
遺
書
』
を
終
わ
っ
て
、
右
に

述
べ
た
よ
う
な
形
の
単
行
本
に
す
る
と
き
に
重
要
な
問
題
を
未
処
理
の
ま
ま
進
め



て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
激
石
も
こ
れ
に
つ

い
て
無
自
覚
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
彼
は
単
行
本
の
「
序
」
で
「
(
新

関
連
載
を
始
め
る
)
当
時
の
予
告
に
は
数
種
の
短
篇
を
合
し
て
そ
れ
に
『
心
』
と

い
ふ
標
題
を
冠
ら
せ
る
積
だ
と
読
者
に
断
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
短
篇
の
第
一

に
当
た
る
「
先
生
の
遺
書
』
を
書
き
込
ん
で
行
く
う
ち
に
、
予
想
通
り
早
く
片
が

付
か
な
い
事
を
発
見
し
た
の
で
、
と
う
と
う
そ
の
一
篇
丈
を
単
行
本
に
纏
め
て
公

け
に
す
る
方
針
に
模
様
が
へ
を
し
た
。
然
し
此
『
先
生
の
遺
書
』
も
白
か
ら
独
立

「手記Jと「遺書」のあわい(ー)

し
た
や
う
な
又
関
係
の
深
い
や
う
な
三
個
の
姉
妹
篇
か
ら
組
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
以

上
私
は
そ
れ
を
『
先
生
と
私
』
、
『
両
親
と
私
」
、
「
先
生
と
遺
書
」
と
に
区
別
し
て
、

全
体
に
『
心
』
と
い
ふ
見
出
し
を
付
け
て
も
差
支
な
い
や
う
に
思
っ
た
の
で
、
題

は
元
の
佳
に
し
て
置
い
た
」
と
説
明
し
、
ま
た
単
行
本
を
出
す
と
き
の
短
い
広
告

文
で
は
「
自
己
の
心
を
捕
へ
ん
と
欲
す
る
人
々
に
、
人
間
の
心
を
捕
へ
得
た
る
此

作
物
を
奨
む
」
|
|
こ
の
広
告
文
に
は
当
時
の
意
識
的
な
人
々
の
読
書
欲
を
そ
そ

る
効
果
を
狙
っ
た
激
石
ら
し
い
優
れ
た
セ
ン
ス
が
覗
わ
れ
る
|
|
と
書
い
て
い
る

が
、
小
説
の
「
模
様
が
へ
」
を
し
た
い
き
さ
つ
と
単
行
本
の
主
題
に
触
れ
た
こ
の

二
つ
の
文
章
を
重
ね
る
と
、
初
め
の
構
想
が
変
形
さ
れ
て
「
短
編
の
第
一
に
当
た

る
『
先
生
の
遺
書
』
」
を
上
・
中
・
下
の
三
部
構
成
に
し
て
単
行
本
化
す
る
こ
と

で
作
品
の
構
造
と
そ
の
主
題
の
展
開
と
に
微
妙
だ
が
確
実
に
変
化
が
生
じ
て
い
る

こ
と
を
激
石
自
身
が
告
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
細
か
く
確
認
し
た
単
行
本

の
箱
・
本
体
の
表
紙
・
見
開
き
・
口
絵
・
目
次
・
第
一
頁
な
ど
に
色
々
の
絵
を
使

い
ま
た
書
体
の
違
う
漢
字
や
平
仮
名
を
使
う
な
ど
標
題
表
記
が
統
一
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
す
は
、
作
品
の
主
題
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る
工
夫
と
も
見
え
る
反
面
で
未

だ
完
全
に
は
整
理
が
つ
い
て
い
な
い
激
石
自
身
の
よ
う
す
を
示
し
て
い
る
と
一
百
三
ん

な
く
も
な
い
。
読
者
に
分
か
り
難
い
作
品
だ
と
感
じ
さ
せ
る
一
つ
の
原
因
は
こ
こ

に
も
現
れ
て
い
る
と
三
一
守
え
ょ
う
か
。

第
一
の
点
は
「
遺
書
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
の
点
は
こ
の
小

説
の
主
題
と
構
造
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
は
、
先
に
激
石
が
単
行
本
を
出
す
と
き
の
短
い
広
告
文

に
は
「
当
時
の
意
識
的
な
人
々
の
読
書
欲
を
そ
そ
る
効
果
を
狙
っ
た
激
石
ら
し
い

優
れ
た
セ
ン
ス
が
覗
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
の
歴
史
で
も
特
異
な
明
治
と
い
う
時
代
を
懸
命
に
且

つ
前
の
め
り
に
な
っ
て
生
き
て
き
た
多
く
の
人
々
が
明
治
四
十
五
年
七
月
末
の
天

皇
崩
御
に
よ
っ
て
突
然
時
代
の
終
罵
を
迎
え
た
こ
と
を
思
わ
せ
ら
れ
、
続
く
九
月
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十
三
日
の
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
は
明
治
と
い
う
時
代
の
意
味
と
懸
命
に
生

き
て
き
た
自
分
の
生
の
意
味
の
確
認
と
を
人
々
に
強
い
る
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
人
々
は
、
二
度
の
対
外
戦
争
を
経
て
曲
が
り
な
り
に
も
世
界
列

強
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
て
諸
種
の
近
代
化
に
も
成
功
し
た
と
い
う
民
族
的
高
揚

感
を
味
わ
う
一
方
で
特
に
日
露
戦
争
を
契
機
と
し
て
露
わ
に
な
っ
た
国
家
と
個
人

を
め
ぐ
る
諸
矛
盾
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
お
り
、
個
人
の
内
面

的
な
問
題
と
し
て
も
こ
こ
ま
で
辛
う
じ
て
抑
封
し
て
き
た
心
の
痔
き
或
い
は
「
う

し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
始
め
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
人
々
は
時
代
の
意
味
と
己
れ
の
生
の
意
味
の
確
認
を
強
い
ら
れ
、

己
れ
が
如
何
に
生
き
る
か
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
激
石
は
こ
う

い
う
「
自
己
の
心
を
捕
へ
ん
と
欲
す
る
人
々
」
に
向
け
て
こ
の
小
説
を
提
示
し
た

(5) 



の
だ
と
。
こ
の
点
で
鴎
外
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
と
は
対
峠
さ
せ
る
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
舞
姫
』
(
明
治
二
十
三
年
一
月
)

や
『
普
請
中
』
(
明
治
四
十
三
年
六
月
)
を

見
る
ま
で
も
な
く
、
「
富
国
強
兵
」
「
殖
産
興
業
」
を
掲
げ
て
近
代
国
家
の
形
成
を

目
指
す
為
政
者
た
ち
の
重
要
な
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
生
き
て
き
た
鴎
外
に
は
、
私
的

な
情
念
を
抑
え
つ
つ
「
我
な
ら
ぬ
我
」
を
長
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に

常
に
彼
特
有
の
気
概
と
悲
し
み
と
が
あ
り
、
殊
に
大
逆
事
件
が
象
徴
し
た
為
政
者

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

に
よ
る
思
想
弾
圧
は
彼
を
失
望
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
あ
そ
び
」

(
明
治
四
十
三
年
八
月
)

ゃ
「
沈
黙
の
塔
』
(
明
治
四
十
三
年
十
一
月
)
に
見
え
る

翰
晦
ぶ
り
、
「
灰
撞
』
(
明
治
四
十
四
年
十
月
)
に
み
え
る
徒
労
感
、
さ
ら
に
は
嘉

田
貞
吉
が
『
尋
常
小
学
日
本
歴
史
』

の
教
師
用
解
説
書
で
「
南
北
朝
の
事
は
正
問

軽
重
を
論
ず
べ
き
に
あ
ら
ず
」
「
(
そ
れ
は
)
両
皇
統
の
御
争
ひ
な
り
」
と
書
い
て

い
た
こ
と
が
明
治
四
三
年
秋
頃
か
ら
問
題
祝
さ
れ
て
沸
騰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
南

北
朝
正
問
論
の
混
乱
を
山
県
有
朋
の
意
向
に
沿
っ
て
収
め
る
べ
く
動
い
た
鴎
外

が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
と
神
学
者
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
関
係
に
「
ド
イ
ツ
の
強

み
」
を
見
て
「
妄
想
」
な
ら
ぬ
宗
教
的
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
を
天
皇
制
国
家
共
同
体

の
維
持
装
置
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
五
条
秀
麿
を
描
く
『
か
の
や
う

(
明
治
四
十
五
年
一
月
)
に
は
彼
の
中
で
科
学
者
と
し
て
の
良
心
と
為
政
者

の
ブ
レ
ー
ン
・
国
の
藩
扉
と
し
て
の
良
心
と
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
よ

く
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
苦
悩
と
模
索
の
中
で
突
然
起

こ
っ
た
天
皇
の
崩
御
は
、
(
政
治
指
導
者
た
ち
の
強
引
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
け

に
)
彼
に
国
家
解
体
の
強
い
危
機
感
を
抱
か
せ
ま
た
己
れ
の
半
生
の
努
力
を
も
水

泡
に
帰
さ
せ
る
か
と
の
不
安
を
起
こ
さ
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
崩
御
に
続
く

(6) 

乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
は
彼
を
刺
激
し
て
そ
の
素
早
い
反
応
で
あ
る
『
興
津

弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
を
書
か
せ
た
の
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
時
代
の
終

罵
に
道
遇
し
て
明
治
と
い
う
時
代
の
意
味
と
己
れ
の
生
の
意
味
の
確
認
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
で
心
の
癖
き
或
い
は
で
つ
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
抱
え
込
ん
で
い
る

こ
と
に
気
付
き
始
め
て
い
た
人
々
に
向
け
ら
れ
た
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』

は
、
国
家
と
個
人
を
め
ぐ
る
伝
統
倫
理
に
目
を
向
け
さ
せ
る
誠
に
効
果
的
な
鴎
外

の
問
題
提
示
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

* 

「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
よ
っ
て
問
題
提
示
し
た
鴎
外
の
意
図
と
そ
の

効
果
を
見
た
後
に
激
石
は
、
全
体
の
標
題
が
『
心
』
と
な
る
は
ず
の
小
説
を
構
想
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し
な
が
ら
そ
の
中
の
一
篇
で
あ
る
『
先
生
の
遺
書
」
を
連
載
し
始
め
る
の
だ
が
、

こ
の
標
題
に
は
色
々
の
仕
掛
け
や
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
見
せ
か
け
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
1
の
遺
書
』
と
す
る
こ

と
で
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
に
刺
激
さ
れ
て
激
石
も
鴎
外
と

同
じ
よ
う
に
こ
の
小
説
を
書
い
た
の
だ
と
人
々
が
思
い
込
む
よ
う
に
見
せ
か
け
た

の
で
あ
る
。
新
関
連
載
小
説
「
先
生
の
遺
書
』
を
読
む
人
々
に
は
そ
れ
が
見
せ
か

け
の
仕
掛
け
で
あ
る
と
見
抜
く
こ
と
は
難
し
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
単
行
本

を
読
む
者
に
は
容
易
に
分
か
る
。
否
、
新
関
連
載
小
説
と
し
て
日
々
読
ん
で
い
る

人
々
の
中
で
も
例
え
ば
(
「
私
」
の
母
の
名
前
は
「
御
光
」
、
妹
婿
の
名
前
は
「
関



さ
ん
」
で
あ
る
が
、
物
語
の
主
題
展
開
上
は
こ
れ
ら
の
名
前
は
無
視
し
て
よ
い
か

ら
、
こ
れ
を
除
け
ば
)
固
有
名
詞
を
示
さ
な
い
こ
の
物
語
で
特
に
先
生
の
妻
に

「
静
」
と
い
う
乃
木
大
将
夫
人
と
同
じ
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
或
は
こ

の
物
語
の
早
い
段
階
で
「
先
生
の
亡
く
な
っ
た
今
日
に
な
っ
て
、
始
め
て
解
っ
て

来
た
」
〈
4

上
四
〉
と
か
「
先
生
は
美
し
い
恋
愛
の
裏
に
、
恐
ろ
し
い
悲
劇
を

持
っ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
悲
劇
の
ど
ん
な
に
先
生
に
取
っ
て
見
惨
め
な
も
の

で
あ
る
か
は
相
手
の
奥
さ
ん
に
ま
る
で
知
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
奥
さ
ん
は
今
で
も

「手記」と「遺書jのあわい(ー)

其
れ
を
知
ら
ず
に
ゐ
る
。
先
生
は
そ
れ
を
奥
さ
ん
に
隠
し
て
死
ん
だ
。
先
生
は
奥

さ
ん
の
幸
福
を
破
壊
す
る
前
に
、
先
ず
自
分
の
生
命
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
」

ダ角、

12 

上
十
二
〉
と
あ
り
、
「
私
」
の
父
が
抱
え
て
い
る
重
篤
な
病
気
を
天
皇
と
同

じ
腎
臓
病
に
重
ね
て
そ
の
父
が
天
皇
崩
御
の
際
に
「
あ
あ
、
あ
あ
、
天
子
様
も
と

う
と
う
御
か
く
れ
に
な
る
。
己
も
:
:
:
」
と
歎
き
〈
引

中
五
〉
、
さ
ら
に
乃
木

殉
死
事
件
の
際
に
も
「
乃
木
大
将
に
済
ま
な
い
。
実
に
面
目
次
第
が
な
い
口
い
へ

私
も
す
ぐ
御
後
か
ら
」
と
う
わ
ご
と
を
一
言
う
〈
臼

中
十
六
〉
と
い
う
よ
う
に
天

皇
の
赤
子
と
し
て
の
一
般
的
な
国
民
感
情
と
乃
木
大
将
へ
の
共
鳴
感
・
尊
敬
ぶ
り

を
書
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
上
で
先
生
に
「
貴
方
に
も
私
の
自
殺
す
る
訳
が
明
ら

か
に
呑
み
込
め
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ
せ
な
が
ら
自
分
は
天
皇
崩
御
に

よ
っ
て
「
時
勢
遅
れ
」
の
人
間
に
な
っ
た
と
考
え
る
か
ら
乃
木
大
将
の
遺
書
を
読

ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積
」
の
自
殺
を
決
心

し
た
の
だ
と
説
明
す
る
遺
書
を
書
か
せ
て
い
る
〈
山
下
五
十
六
〉
こ
と
な
ど
を

読
む
と
、
(
徐
々
に
で
は
あ
ろ
う
が
)
多
く
の
読
者
は
標
題
『
先
生
の
遺
書
」
か

ら
手
繰
っ
て
、
激
石
も
鴎
外
と
同
じ
よ
う
に
乃
木
大
将
の
殉
死
事
件
に
刺
激
を
受

け
或
は
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
に
共
鳴
し
て
こ
の
小
説
を
書
い
た
の
だ
と
思
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
或
は
激
石
が
読
者
を
し
て
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
べ
く
仕
組
ん

で
い
る
と
見
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
見
せ
か
け
の
仕
掛
け
を
作
っ
て
『
先
生
の
遺
書
』
を
連

載
す
る
激
石
の
狙
い
は
そ
の
先
に
あ
る
。
彼
は
、
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
の
殉
死
事

件
で
時
代
の
意
味
と
懸
命
に
生
き
て
き
た
己
れ
の
生
の
意
味
の
確
認
を
強
い
ら
れ

て
い
る
人
々
の
心
の
痔
き
或
い
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
衝
き
な
が
ら
、

鴎
外
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
に
対
時
す
る
己
れ
の
「
先
生
の
遺
書
』
を

提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
先
生
の
遺
書
』
と
題
す
る
こ

の
物
語
で

K
の
自
殺
の
後
に
利
己
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
己
れ
の
罪
を

思
い
、
「
知
ら
な
い
路
傍
の
人
か
ら
鞭
た
れ
た
い
」
「
人
に
鞭
た
れ
る
よ
り
も
、
自
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分
で
自
分
を
鞭
つ
可
だ
」
「
自
分
で
自
分
を
殺
す
べ
き
だ
」
「
仕
方
が
な
い
か
ら
、

死
ん
だ
気
で
生
き
て
行
か
う
」
「
自
殺
よ
り
外
に
な
い
」
と
苦
悩
し
て
き
た
先
生

に
最
後
に
「
私
は
新
聞
で
乃
木
大
将
の
死
ぬ
前
に
書
き
残
し
て
行
っ
た
も
の
を
読

み
ま
し
た
。
西
南
戦
争
の
時
敵
に
旗
を
奪
は
れ
て
以
来
、
申
し
訳
の
た
め
に
死
の

う
死
の
う
と
思
っ
て
、

つ
い
今
日
ま
で
生
き
て
い
た
と
い
ふ
意
味
の
句
を
見
た

時
」
自
殺
を
決
意
し
た
の
だ
と
説
明
さ
せ
る
〈
川

下
五
十
六
〉
展
開
を
見
る
と
、

『
先
生
の
遺
書
』
は
乃
木
大
将
の
遺
書
を
真
中
に
置
い
て
鴎
外
の
「
興
津
弥
五
右

衛
門
の
遺
書
」

へ
と
人
々
を
架
橋
さ
せ
、
激
石
が
鴎
外
と
同
じ
よ
う
に
二
つ
の
事

件
に
刺
激
さ
れ
て
こ
れ
を
書
い
た
の
だ
と
思
う
よ
う
に
誘
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
の
仕
掛
け
な
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
構
想

で
は
先
生
の
遺
書
は
乃
木
大
将
の
遺
書
を
挟
ん
で
鴎
外
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の

(7) 



遺
書
』
と
対
極
に
あ
る
こ
の
小
説
の
主
題
と
物
語
の
展
開
を
担
っ
て
、
先
生
と

「
私
」
、
さ
ら
に
作
品
と
読
者
と
を
結
ぶ
鐙
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
も
の
な
の
で

あ
る
。問

題
は
、
こ
の
小
説
の
主
題
と
物
語
の
展
開
を
担
い
先
生
と
「
私
」
と
を
結
び

さ
ら
に
作
品
と
読
者
と
を
結
ぶ
鎚
と
し
て
の
先
生
の
遺
書
が
乃
木
大
将
の
遺
書
を

ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
少
し
注
意
す
る
と
、
作
者
は
乃

木
大
将
の
遺
書
を
実
に
巧
妙
に
使
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鴎
外
の

『血ハ

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
対
峠
す
る
己
れ
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
見

え
て
く
る
。

す
ぐ
前
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
作
者
は
、
先
生
が

K
の
自
殺
に
よ
っ
て
利
己
的

な
己
れ
の
「
罪
」
を
思
い
、
「
知
ら
な
い
路
傍
の
人
か
ら
鞭
た
れ
た
い
」
「
人
に
鞭

た
れ
る
よ
り
も
、
自
分
で
自
分
を
鞭
つ
可
だ
」
「
自
分
で
自
分
を
殺
す
べ
き
だ
」

「
仕
方
が
な
い
か
ら
、
死
ん
だ
気
で
生
き
て
行
か
う
」
「
自
殺
よ
り
外
に
な
い
」
と

苦
悩
し
て
き
て
、
最
後
に
「
私
は
新
聞
で
乃
木
大
将
の
死
ぬ
前
に
書
き
残
し
て
行

っ
た
も
の
を
読
み
ま
し
た
。
西
南
戦
争
の
時
敵
に
旗
を
奪
は
れ
て
以
来
、
申
し
訳

の
た
め
に
死
な
う
死
な
う
と
思
っ
て
、

つ
い
今
日
ま
で
生
き
て
い
た
と
い
ふ
意
味

の
句
を
見
た
時
」
自
殺
を
決
意
し
た
の
だ
と
言
わ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
よ
く
見
る

と
、
こ
れ
は
先
生
が
自
殺
を
決
意
す
る
本
当
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
な
る
ほ
ど
先
生
は
「
乃
木
さ
ん
は
此
三
十
五
年
の
間
死
な
う
死
な
う
と

思
っ
て
、
死
ぬ
機
会
を
待
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
す
」
と
自
分
の
思
い
と
乃
木
大

将
の
そ
れ
と
を
重
ね
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
先
生
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ

と
は
「
生
き
て
い
た
三
十
五
年
が
苦
し
い
か
、
ま
た
万
を
腹
へ
突
き
立
て
た
一
利

那
が
苦
し
い
か
」
と
い
う
方
向
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乃
木
大
将
の
殉
死

(8) 

と
自
分
の
自
殺
と
を
同
じ
も
の
と
し
て
意
味
付
け
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
。
作
者
は
す
ぐ
後
で
先
生
に
「
私
に
乃
木
さ
ん
の
死
ん
だ
理
由

が
能
く
解
ら
な
い
や
う
に
、
貴
方
に
も
私
の
自
殺
す
る
訳
が
明
ら
か
に
呑
み
込
め

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
書
か
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

作
者
が
意
図
的
に
先
生
に
言
わ
せ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
先
生
の
言
う
「
私
に

乃
木
さ
ん
の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
ら
な
い
」
と
は
、
文
字
通
り
先
生
は
「
乃
木

さ
ん
の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
ら
な
い
」
が
、
自
分
は
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す

る
積
」
で
自
殺
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
物
言
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
者
は
、
先
生
が
そ
の
自
殺
を
乃
木
大
将
の
殉
死
と
同
じ
よ

う
に
意
味
付
け
る
こ
と
を
禁
じ
て
、
先
生
は
「
殉
死
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
理
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解
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
或
は
少
な
く
と
も
先
生
の
自
殺
が
乃
木
大

将
夫
妻
の
殉
死
と
は
異
な
る
「
明
治
の
精
神
」
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
乃
木
大
将
の
殉
死
事
件

に
衝
撃
を
受
け
て
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
も
、
乃
木
大
将
の
遺
書
を

読
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積
」
で
自
殺
す
る
決
意

を
し
た
の
だ
と
説
明
す
る
先
生
の
「
殉
死
」
は
乃
木
大
将
の
そ
れ
と
は
意
味
が
違

う
と
感
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、

一
般
的
に
い

う
殉
死
と
は
個
人
が
愛
し
仕
え
た
「
主
人
」
な
ど
具
体
的
な
人
間
の
死
を
、
つ
け
て

そ
の
死
後
の
魂
を
も
守
り
殉
お
う
す
る
た
め
に
自
ら
命
を
捧
げ
る
行
為
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
乃
木
大
将
の
場
合
は
明
ら
か
に
明
治
天
皇
の
死
に
殉
う
も
の
だ
か

ら
こ
そ
衝
撃
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
に
は
命
を
捧
げ
る
べ
き
具



体
的
な
人
間
の
死
が
な
い
。
ま
た
「
殉
死
」
を
思
い
つ
く
の
も
天
皇
の
崩
御
を
う

け
て
「
明
治
の
精
神
が
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

最
も
強
く
明
治
の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
っ
て
ゐ
る
の
は
畢

寛
時
勢
遅
れ
だ
と
妻
に
」
に
話
し
た
と
き
、
妻
が
「
で
は
殉
死
で
も
し
た
ら
可
か

ら
う
」
と
調
戯
っ
た
の
で
「
平
生
使
ふ
必
要
の
な
い
」
こ
と
ば
と
し
て
忘
れ
て
い

た
の
に
「
私
は
妻
に
向
つ
で
も
し
自
分
が
殉
死
す
る
な
ら
ば
、
明
治
の
精
神
に
殉

死
す
る
積
だ
と
答
え
ま
し
た
。
私
の
答
も
無
論
笑
談
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

私
は
其
時
何
だ
か
古
い
不
要
な
一
言
葉
に
新
し
い
意
義
を
盛
り
得
た
や
う
な
心
持
が

し
た
の
で
す
」
〈
川
下
五
十
六
〉
と
説
明
す
る
。
だ
か
ら
先
生
は
「
乃
木
さ
ん

の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
ら
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
妻

に
さ
え
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
自
殺
を
無
理
に
で
も
決
行
す
る
に
は
「
古
い
不
要
な

言
葉
に
新
し
い
意
義
を
盛
り
得
た
」
と
考
え
る
こ
と
で
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す

る
積
」
だ
と
い
う
よ
う
に
、
読
者
に
は
掴
み
難
い
こ
と
ば
を
使
、
つ
し
か
な
か
っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
生
が
自
殺
を
決
心
す
る
の
に

必
要
と
し
た
の
は
乃
木
大
将
の
遺
書
に
あ
っ
た
「
死
ぬ
機
会
を
待
っ
て
ゐ
た
」
と

い
う
部
分
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
捉
え
て
「
生
き
て
ゐ
た
三
十
五
年
が
苦
し
い

か
、
ま
た
万
を
腹
に
突
き
立
て
た
一
利
那
が
苦
し
い
か
」
と
想
像
を
広
げ
て
自
殺

を
す
る
き
っ
か
け
に
し
た
の
だ
と
言
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
否
、
作
者
が
先
生

を
し
て
そ
う
言
わ
し
め
て
い
る
の
だ
。

や
や
固
執
し
過
ぎ
る
感
は
あ
る
が
、
自
殺
を
決
意
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も

の
と
説
明
し
て
先
生
が
乃
木
大
将
の
遺
書
を
要
約
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
改
め
て
振

り
返
っ
て
み
よ
う
。

乃
木
大
将
の
遺
書
は
そ
の
全
文
を
大
正
元
年
九
月
十
七
日
の
各
新
聞
が
大
々
的

に
掲
載
し
て
い
る
の
だ
が
、
先
生
が
自
殺
を
決
心
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
説

明
す
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
は
乃
木
大
将
の
遺
書
全
十
条
の
う
ち
の
第
一
条
即

ち
「
自
分
こ
の
度
御
跡
を
追
い
奉
り
自
殺
候
処
、
恐
れ
入
り
候
儀
、
そ
の
罪
は
軽

か
ら
ず
存
じ
候
。
し
か
る
処
、
明
治
十
年
役
に
於
て
軍
旗
を
失
ひ
、
そ
の
後
死
に

処
得
た
く
心
掛
け
候
も
そ
の
機
を
得
ず
、
皇
思
の
厚
き
に
浴
し
、
今
日
ま
で
過
分

の
御
優
遇
を
蒙
り
、
追
々
老
衰
も
は
や
御
役
に
立
つ
の
時
も
余
日
な
く
候
折
柄
、

こ
の
度
の
御
大
変
、
な
ん
と
も
恐
れ
入
り
候
次
第
、
こ
こ
に
覚
悟
相
定
め
候
事
に

黒
木
)

の
特
に
傍
線
部
分
だ
け
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

候
」
(
傍
線

考
え
て
み
る
と
、
実
は
九
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
乃
木
大
将
の
葬
儀
に
参
列
し

恐
ら
く
夜
八
時
半
過
ぎ
に
帰
宅
し
て
そ
の
夜
の
う
ち
に
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺

書
」
を
書
き
上
げ
る
鴎
外
に
と
っ
て
も
、
乃
木
大
将
の
遺
書
の
中
で
必
要
だ
っ
た
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の
は
そ
の
第
一
条
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
鴎
外
は
日
露
戦
争
か
ら
凱
旋
し
た
折

の
乃
木
大
将
と
明
治
天
皇
と
の
間
の
秘
話
つ
ま
り
「
日
露
の
役
、
乃
木
将
軍
が
旅

順
及
び
奉
天
大
会
戦
に
殊
勲
を
奏
し
て
凱
旋
せ
し
も
、
多
く
死
傷
者
を
出
だ
せ
し

を
恥
じ
、
身
を
以
て
上
は
聖
天
子
に
、
下
は
一
般
国
民
に
謝
せ
ん
と
の
念
切
に
し

て
、
凱
旋
の
日
閥
下
に
復
命
し
特
に
優
渥
な
る
御
沙
汰
を
拝
し
た
る
も
、
鞠
弼
如

と
し
て
御
前
に
拝
伏
し
、
『
臣
希
典
不
肖
に
し
て
、
陛
下
の
忠
良
な
る
将
校
、
士

卒
を
旅
順
に
於
て
多
く
失
ひ
た
り
。
こ
の
上
は
た
だ
割
腹
し
て
、
罪
を
陛
下
に
謝

し
奉
ら
ん
の
み
」
と
聞
え
上
げ
た
る
に
:
:
:
将
軍
を
御
呼
び
止
め
た
ま
ひ
『
卿
が

割
腹
し
て
朕
に
謝
せ
ん
と
の
衷
情
は
、
朕
よ
く
こ
れ
を
知
れ
り
。
し
か
れ
ど
も
卿

は
軽
々
に
死
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
長
く
朕
に
侍
し
て
忠
を
擢
ん
ず
べ
し
』
と
の
意

(9) 



味
の
御
沙
汰
あ
ら
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
流
石
の
将
軍
も
君
思
の
渥
き
に
感
泣
し
顔
色

蒼
然
:
:
:
陛
下
の
御
知
遇
に
感
激
し
て
、
身
も
心
も
と
も
に
先
帝
に
捧
ぐ
べ
く
、

ま
す
ま
す
決
心
を
固
め
た
る
次
第
な
る
べ
く
」
(
大
正
元
年
九
月
二
十
四
日

京
日
日
新
聞
、
傍
線

黒
木
)
と
い
う
い
き
さ
つ
も
新
開
発
表
前
に
石
黒
男
爵
か

ら
聞
き
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
だ
か
ら
こ
そ
乃
木
大
将
の
遺
書
の
第
一
条
の
裏
に

隠
さ
れ
て
い
る
こ
の
秘
話
を
使
っ
て
弥
五
右
衛
門
に
次
の
よ
う
に
書
か
せ
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
「
仮
令
主
命
な
り
と
も
香
木
は
無
用
の
翫
物

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

に
有
之
、
過
分
の
大
金
を
郷
候
事
は
不
可
然
」
と
言
う
横
田
清
兵
衛
に
対
し
て

「
主
命
た
る
以
上
は
人
倫
の
道
に
惇
り
候
事
は
格
別
、
其
事
柄
に
立
入
り
候
批
判

が
ま
し
き
儀
は
無
用
な
り
」
と
主
張
す
る
弥
五
右
衛
門
が
感
情
の
も
つ
れ
か
ら
横

田
を
殺
害
し
て
し
ま
い
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
報
告
し
て
「
殿
」
に
詫
び
る
に
当
つ

て
は
「
主
命
大
切
と
心
得
候
為
と
は
申
な
が
ら
御
役
に
立
つ
べ
き
侍
一
人
を
討
ち

果
た
し
候
段
、
恐
入
り
候
へ
ば
切
腹
被
仰
付
度
」
と
申
し
出
た
の
に
、
「
殿
」
は

「
総
じ
て
功
利
の
念
を
以
て
物
を
見
候
は
ば
世
の
中
に
尊
き
物
は
無
く
な
る
べ
し

:
:
・
斯
程
の
品
を
求
め
帰
り
候
事
天
晴
」
と
誉
め
て
「
一
命
を
御
救
助
被
下
」

(
傍
線

黒
木
)
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
切
腹
は
「
此
再
造
の
大
思
あ
る

主
君
」
の
「
御
思
」
に
報
い
る
た
め
の
殉
死
な
の
だ
と
。
つ
ま
り
弥
五
右
衛
門
は

専
ら
臣
と
し
て
殉
死
す
る
こ
と
の
で
き
る
己
れ
の
幸
福
を
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
当
時
の
諸
新
聞
が
例
え
ば
「
古
武
士
の
権
化
た
る
大
将
夫
妻
」
「
鰻
骨
清
廉

の
国
士
た
る
将
軍
」
「
貞
烈
無
比
、
婦
人
の
鑑
た
る
大
将
夫
人
」
(
九
月
十
四
日

国
民
新
聞
)
、
「
武
士
の
模
範
と
な
り
、
武
士
的
教
育
を
後
進
に
施
さ
れ
た
将
軍
」

「
忠
君
の
精
神
発
露
」
「
将
軍
の
男
と
し
て
、
夫
人
は
女
ら
し
い
妻
と
し
て
、
今
の

惰
弱
な
世
に
好
模
範
」
(
九
月
十
六
日

東
京
朝
日
新
聞
)
、
「
一
点
な
ん
ら
間
然

、、，，，
F

A
U
 

唱
E
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i

、

す
る
所
な
き
立
派
な
る
武
士
的
最
期
」
(
九
月
十
八
日

東
京
朝
日
新
聞
)
、
「
忠

東

勇
高
潔
な
る
乃
木
将
軍
と
貞
操
無
比
な
る
同
夫
人
」
(
九
月
十
九
日

東
京
朝
日

新
聞
)
な
ど
と
喧
伝
す
る
こ
と
で
人
々
の
興
奮
を
作
っ
て
い
く
状
態
の
中
で
、
乃

木
大
将
の
筆
法
に
沿
っ
て
鴎
外
が
書
い
た
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
は
時
代

の
意
味
と
懸
命
に
生
き
て
き
た
己
れ
の
生
の
意
味
の
確
認
を
強
い
ら
れ
て
そ
れ
ぞ

れ
が
抑
封
し
て
い
る
心
の
痔
き
或
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
衝
い
た
の
だ

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鴎
外
は
、
乃
木
大
将
の
遺
書
と
弥
五
右
衛
門
の
遺

書
と
を
重
ね
る
こ
と
で
弥
五
右
衛
門
の
幸
福
な
殉
死
を
称
揚
し
、
同
じ
よ
う
に
天

皇
の
臣
と
し
て
幸
福
な
殉
死
を
遂
げ
た
乃
木
大
将
を
称
揚
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ

の
よ
う
に
し
て
国
家
と
個
人
を
め
ぐ
る
伝
統
倫
理
に
人
々
の
目
を
向
け
さ
せ
た
の
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で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
天
皇
の
崩
御
が
国
家
解
体
を
も
た
ら
す
こ
と
を
案

じ
た
鴎
外
の
危
機
感
か
ら
出
た
問
題
提
示
で
あ
る
が
、
彼
と
同
じ
よ
う
な
危
機
感

を
持
っ
た
人
は
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
小
説
が
巻
き
起
こ
し
た
反

応
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
弥
五
右
衛
門
が
「
殿
」
の
大
事
な
臣
を
殺
し
た
己
れ
の
罪
を
「
殿
」

に
報
告
す
る
と
き
の
彼
の
論
法
に
関
し
て
わ
た
く
し
は
敢
え
て
言
っ
て
み
た
い
。

や
や
意
地
悪
く
言
う
と
、
そ
も
そ
も
弥
五
右
衛
門
と
清
兵
衛
の
喧
嘩
は
感
情
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
武
士
の
人
間
的
未
熟
さ
が
原
因
で
あ
る
、
し
か
る
に

弥
五
右
衛
門
は
そ
れ
を
「
殿
」
へ
の
忠
誠
心
の
優
劣
の
争
い
で
あ
っ
た
と
言
い
換

え
て
「
殿
」
の
大
事
な
臣
を
殺
し
た
の
は
自
分
の
忠
義
の
心
の
方
が
勝
っ
て
い
た

か
ら
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
ま
た
「
殿
」



が
彼
の
罪
を
許
し
た
の
も
弥
五
右
衛
門
の
論
法
に
乗
ぜ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
な
さ

れ
た
「
殿
」
の
「
御
愛
」
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
弥
五
右
衛

門
の
論
法
は
組
織
社
会
の
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
同
僚
を
け
な
す
こ
と
で
権
力
者
に

取
り
入
る
手
合
い
の
論
法
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
と
乃

木
大
将
の
そ
れ
と
を
重
ね
て
乃
木
大
将
の
殉
死
を
こ
こ
ま
で
意
地
悪
く
見
る
こ
と

に
異
論
は
あ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
た
く
し
は
、
激
石
が
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
を
こ
の

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

よ
う
に
意
地
悪
く
見
て
い
た
と
考
え
る
証
拠
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
の
だ
が
、
こ
う
い
う
点
も
一
応
は
言
っ
て
お
く
方
が
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

鴎
外
の
意
図
を
見
抜
い
て
い
た
激
石
は
、
先
生
に
わ
ざ
わ
ざ
「
私
に
乃
木
さ
ん

の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
ら
な
い
よ
う
に
、
貴
方
に
も
私
の
自
殺
す
る
訳
が
呑
み

込
め
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ
せ
、
し
か
も
そ
れ
が
「
明
治
の
精
神
に
殉

死
す
る
積
」
の
自
殺
を
決
意
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
だ
と
言
う
た
め
に
乃
木

大
将
の
遺
書
を
要
約
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
生
に
は
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
を

伝
統
的
な
倫
理
を
回
復
す
る
方
向
へ
向
け
る
価
値
観
の
問
題
と
し
て
称
揚
す
る
積

り
は
な
い
は
ず
だ
。
乃
木
大
将
の
遺
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
自

殺
す
る
決
心
を
し
た
と
説
明
す
る
先
生
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
は
乃
木
大
将
の

遺
書
の
第
一
条
の
う
ち
で
も
一
部
分
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
先

生
が
乃
木
大
将
の
遺
書
か
ら
「
乃
木
さ
ん
は
此
三
十
五
年
の
間
死
な
う
死
な
う
と

思
っ
て
、
死
ぬ
機
会
を
待
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
を
引
出
す
の

は
ょ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
続
く
「
生
き
て
ゐ
た
三
十
五
年
が
苦
し
い
か
、
ま
た

刃
を
腹
へ
突
き
立
て
た
一
利
那
が
苦
し
い
か
」
と
い
う
部
分
は
先
生
が
己
れ
の
自

殺
願
望
に
け
り
を
つ
け
る
た
め
に
乃
木
大
将
の
遺
書
か
ら
都
合
よ
く
膨
ら
ま
せ
た

想
像
で
あ
る
。
先
生
が
自
殺
を
決
心
す
る
き
っ
か
け
を
欲
し
て
い
た
こ
と
は
分
か

る
。
し
か
し
、
新
聞
で
乃
木
大
将
の
遺
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た

と
い
う
の
は
飛
躍
で
あ
り
正
確
な
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
先
生
の
苦

悩
を
描
い
て
き
た
物
語
の
内
容
か
ら
み
て
も
逸
脱
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
生
の
自

殺
は
、
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
と
は
違
っ
て
、
徹
底
的
な
挫
折
者
・
敗
北
者
と
し

て
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
生
も
そ
の
説
明
の
仕

方
に
飛
躍
と
逸
脱
が
あ
る
こ
と
を
全
く
自
覚
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
作

者
が
先
生
に
「
私
に
乃
木
さ
ん
の
死
ん
だ
理
由
が
解
ら
な
い
や
う
に
、
貴
方
に
も

私
の
自
殺
す
る
訳
が
呑
み
込
め
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ
せ
て
い
る
こ
と

は
確
実
で
、
こ
の
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
激
石
が
乃
木
大
将
の
遺
書
を
読
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
先
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生
の
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
積
」
の
自
殺
を
さ
せ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、

乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
と
こ
の
事
件
を
喧
伝
す
る
新
聞
や
雑
誌
の
論
調
と
鴎
外
の

『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
に
よ
る
問
題
提
示
と
を
批
判
す
る
こ
と
即
ち
明
治

の
社
会
と
人
間
の
根
底
を
扶
る
こ
と
で
己
れ
の
問
題
を
提
示
し
た
い
と
い
う
思
い

が
激
石
に
強
く
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
と
は
全
く
対

極
に
あ
る
ノ
ン
・
ヒ
ー
ロ
ー
(
先
生
)

の
無
惨
な
死
を
際
立
た
せ
て
、
「
自
由
と

独
立
と
己
れ
」
の
幸
福
を
求
め
た
ゆ
え
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
罪
に
囚
わ
れ
て
挫
折
し

妻
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
悩
を
抱
え
た
ま
ま
自
殺
す
る
先
生
の
問

題
こ
そ
が
明
治
人
の
本
当
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
時
代
を
超
え
て
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
間
の
真
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
小
説
の
外
側
か
ら
補
足
し
て
激
石
の
意
図
を
推
測
し
て

み
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
激
石
は
早
く
「
趣
味
の
遺
伝
」

(
明
治
三
十
九
年
一
月
)

で
主
人
公
「
余
」
が
偶
々
新
橋
駅
頭
で
凱
旋
す
る
乃
木

大
将
の
日
焼
け
し
て
疲
れ
た
表
情
を
目
に
す
る
場
面
を
描
い
て
い
た
。
こ
の
場
面

の
「
余
」
の
視
線
が
、
多
く
の
兵
士
の
み
な
ら
ず
二
人
の
男
児
を
も
戦
死
さ
せ
た

大
将
の
悲
し
み
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
従
っ
て
戦
闘
を
指
揮
し
た

乃
木
大
将
に
対
す
る
激
石
の
同
情
を
窺
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
短
篇
小

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

説
の
肝
心
な
点
は
「
余
」
が
戦
争
の
実
態
を
「
狂
気
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
そ
の
圧
倒
的
な
迫
力
は
冒
頭
部
分
つ
ま
り
戦
争
は
「
人
を
屠
り
て
餓

へ
た
る
犬
を
救
へ
」
「
血
を
畷
れ
」
「
肉
を
食
ら
へ
」
「
肉
の
後
に
は
骨
を
し
ゃ
ぶ

れ
」
と
叫
ぶ
狂
え
る
神
の
所
業
だ
と
「
余
」
が
幻
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が
あ
っ
て
累
々
た
る
死
体
の
向
こ
う
側
で
友
人
「
浩
さ
ん
」
が
無
惨
な
戦
死
を

遂
げ
る
現
場
を
想
像
し
、

一
人
子
「
浩
さ
ん
」
を
亡
く
し
た
母
親
の
物
静
か
な
話

ぶ
り
の
後
に
「
浩
さ
ん
」
と
浅
か
ら
ぬ
因
縁
に
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
き
娘
の
墓
参
の

ょ
う
す
を
目
に
す
る
と
い
う
展
開
な
の
だ
が
、
こ
れ
な
ど
は
激
石
の
戦
争
嫌
悪
の

気
分
を
現
し
て
実
に
余
韻
に
富
む
物
語
に
な
っ
て
い
た
。
或
は
例
え
ば
「
晩
天
子

重
患
の
号
外
を
手
に
す
。
尿
毒
症
の
由
に
て
昏
睡
状
態
の
旨
報
ぜ
ら
る
。
川
開
き

の
催
し
差
し
留
め
ら
れ
た
り
。
天
子
未
だ
崩
ぜ
ず
川
聞
を
禁
ず
る
の
必
要
な
し

:
:
当
局
者
の
没
常
識
驚
ろ
く
べ
し
。
演
劇
其
他
の
興
行
も
の
停
止
せ
ぬ
と
か
に

て
騒
ぐ
有
様
也
。
天
子
の
病
は
万
臣
の
同
情
に
価
す
。
然
れ
ど
も
:
:
:
当
局
の
之

に
対
し
て
干
渉
が
ま
し
き
事
を
な
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
も
し
夫
臣
民
中
心
よ
り
遠

慮
の
意
あ
ら
ば
営
業
を
勝
手
に
停
止
す
る
み
随
意
た
る
は
論
を
待
た
ず
。
然
ら
ず

し
て
当
局
の
権
を
恐
れ
、
野
次
馬
の
高
声
を
恐
れ
て
、
当
然
の
営
業
を
休
む
と
せ

ば
表
向
は
知
何
に
も
皇
室
に
対
し
て
礼
篤
く
情
深
き
に
似
た
れ
ど
も
其
実
は
皇
室

を
恨
ん
で
不
平
を
内
に
蓄
ふ
る
に
異
な
ら
ず
:
:
:
新
聞
紙
を
見
れ
ば
彼
等
異
口
問

音
に
日
く
都
下
関
寂
火
の
消
え
た
る
が
如
し
と
。
妄
り
に
狼
狽
し
て
無
理
に
火
を

消
し
て
置
き
な
が
ら
自
然
の
勢
で
火
の
消
え
た
る
が
知
し
と
吹
聴
す
。
天
子
の
徳

を
領
す
る
所
以
に
あ
ら
ず
」
(
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
日

日
記
)
、
さ
ら
に
例

え
ば
天
皇
崩
御
の
後
に
「
明
治
の
な
く
な
っ
た
の
は
御
同
様
何
だ
か
心
細
く
候

:
:
:
国
民
は
此
度
の
事
件
に
て
最
も
オ
ベ
ツ
カ
を
使
ふ
新
聞
に
候
オ
ベ
ツ
カ
を
上

手
の
編
輯
と
い
へ
ば
彼
の
右
に
出
る
も
の
無
之
候

い
づ
れ
に
し
て
も
諸
新
聞
の

0
0及
び
宮
庭
に
対
す
〔
る
〕
言
葉
使
ひ
極
度
に
仰
山
過
ぎ
て
見
と
も
な
く
叉
読

み
づ
ら
く
候
」
(
大
正
元
年
八
月
八
日

森
円
月
宛
書
簡
)
と
書
い
た
激
石
に
、

乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
を
称
揚
し
て
伝
統
倫
理
を
回
復
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
か
、

こ
れ
を
日
本
人
の
生
の
最
高
価
値
と
し
て
賞
讃
す
る
諸
新
聞
の
論
調
に
同
調
す
る

気
持
ち
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

* 

こ
の
小
説
の
人
物
造
型
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
点
検
し
て
み
る
。

「
明
治
の
精
神
」
に
関
連
さ
せ
て
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
か
ら
逆
照
す

る
と
、
激
石
の
明
治
人
の
捉
え
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
即
ち
「
官
武
一
途
庶
民
ニ
至
ル
迄
其
志
ヲ
遂
ゲ
」
云
々
と
い
う
五
箇
条

の
御
誓
文
に
始
ま
る
明
治
と
い
う
時
代
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
自
ら
の
生
を
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自
ら
演
じ
る
こ
と
の
で
き
る
望
ま
し
い
舞
台
の
幕
開
け
で
あ
っ
た

(
イ
)
。
財
能

あ
る
地
方
青
年
は
古
い
家
を
離
れ
て
東
京
の
大
学
に
進
ん
だ
(
ロ
)
。
財
能
に
恵

ま
れ
ず
強
靭
な
肉
体
を
武
器
に
で
き
る
次
男
・
三
男
た
ち
は
労
働
者
と
な
っ
て
都

市
に
集
ま
っ
た
。
と
も
に
立
身
出
世
願
望
を
秘
め
た
幸
福
追
求
の
野
心
を
持
ち

(
ハ
)
、
そ
う
し
て
成
功
し
た
或
る
者
は
官
吏
や
実
業
家
と
な
り
垢
抜
け
し
た
女
を

妻
に
し
て
都
会
に
家
庭
を
作
っ
た

(
ニ
)
。
失
敗
し
た
或
る
者
は
「
敗
残
者
」
「
余

計
者
」
と
し
て
舞
台
を
降
り
る
か
(
ホ
)
、
帰
郷
し
て
笑
い
者
に
さ
れ
挙
句
に
は

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

満
州
に
夢
を
馳
せ
る
こ
と
も
し
た
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
崩
御

に
よ
っ
て
時
代
の
終
罵
を
思
わ
せ
ら
れ
続
く
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
の
衝
撃

に
よ
っ
て
明
治
と
い
う
時
代
の
意
味
と
懸
命
に
生
き
て
き
た
己
れ
の
生
の
意
味
の

確
認
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
が
気
付
い
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
が
胸
底
深

く
心
の
痔
き
或
い
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
の
痔
き
或
い
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
の
内
実
を
こ

の
作
品
に
沿
っ
て
細
か
く
い
う
と
、
例
え
ば
彼
ら
が
捨
て
た
故
郷
に
は
子
供
に
見

捨
て
ら
れ
今
や
老
境
を
迎
え
て
片
方
の
死
後
に
た
っ
た
一
人
で
残
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
も
う
片
方
の
将
来
を
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
両
親
が
不
安
と
淋
し
さ
に
耐

え
て
生
き
て
い
る

(
ヘ
)
。
そ
の
よ
う
な
両
親
(
ト
)
を
捨
て
て
き
た
子
供
と
し

て
の
罪
責
感
(
チ
)
、
競
争
社
会
ゆ
え
に
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
友
人
・
同
僚
へ
の

裏
切
り
意
識
(
リ
)
、
ま
た
異
質
な
環
境
に
育
っ
た
男
女
が
作
っ
た
家
庭
に
お
け

る
愛
の
不
充
足
感
な
ど
で
あ
り
(
ヌ
)
、
結
果
と
し
て
孤
独
感
と
淋
し
さ
を
抱
え

て
件
立
す
る
し
か
な
い
|
|
明
治
四
十
四
年
八
月
の
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」

に
従
え
ば
西
欧
社
会
が
三
百
年
費
や
し
た
近
代
化
を
僅
か
五
十
年
で
達
成
し
よ
う

と
し
て
「
上
滑
り
に
滑
っ
て
き
た
」
結
果
の
「
神
経
衰
弱
」
に
陥
っ
て
い
る
(
ル
)

ー
ー
明
治
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。

」
の
よ
う
な
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
激
石
は

(
イ
)
を
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と

に
充
ち
た
現
代
の
我
々
」
と
言
い
換
え
て
、
(
ロ
)
(
ハ
)
か
ら
先
生
と
K
と
「
私

ー
」
|
|
先
生
と

K
は
「
六
畳
間
の
中
で
は
、
天
下
を
牌
脱
す
る
や
う
な
事
を

五
っ
て
」
「
偉
く
な
る
積
り
」
で
い
た
」
〈
お

下
十
九
〉
。
奥
さ
ん
は
学
生
時
代

の
先
生
が
「
私
の
希
望
す
る
や
う
な
頼
も
し
い
人
だ
っ
た
」
か
ら
結
婚
し
た
の
だ

と
い
う
意
味
の
話
を
す
る
〈
時

上
十
八
〉
。
「
私
1
」
は
大
学
を
卒
業
す
れ
ば

「
著
名
の
士
」
に
な
れ
る
と
家
族
や
村
人
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
「
私
1
」
も
そ
れ

を
否
定
は
し
な
い
〈
位

中
六
〉
|
|
、
(
ニ
)
か
ら
先
生
と
「
私
1
」
|
|
お
嬢

さ
ん
は
東
京
生
ま
れ
で
あ
る
〈
ロ

上
十
二
〉
。
「
私
1
」
も
「
広
い
都
を
根
拠
地

と
し
て
考
え
て
ゐ
る
」
の
だ
か
ら
近
い
将
来
に
そ
う
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
だ
ろ

、
っ
〈
必

中
六
〉
1

1

1
、
(
ホ
)
か
ら
先
生
l
l
l
K
の
自
殺
後
先
生
は
余
計
者
と
し

て
舞
台
を
降
り
て
お
り
遂
に
は
自
殺
す
る
|
|
、
(
へ
)
(
ト
)
か
ら
「
私
1
」
の

父
親
と

K
の
両
親
や
養
父
母
|
|
「
私
1
」
の
父
親
は
「
小
供
に
学
問
を
さ
せ
る

の
も
好
し
悪
し
だ
ね
。
折
角
修
業
さ
せ
る
と
、
其
小
供
は
決
し
て
宅
へ
帰
っ
て
来

な
い
。
こ
れ
ぢ
や
手
も
な
く
親
子
を
隔
離
す
る
た
め
に
学
問
さ
せ
る
や
う
な
も
の

だ
」
と
嘆
き
〈
必

中
七
〉
、
「
御
前
が
東
京
へ
行
く
と
宅
は
叉
淋
し
く
な
る
。
何

し
ろ
己
と
御
母
さ
ん
丈
な
ん
だ
か
ら
ね
。
そ
の
お
れ
も
身
体
さ
へ
達
者
な
ら
好
い

が
、
こ
の
様
子
ぢ
や
何
時
急
に
何
ん
な
事
が
な
い
と
も
云
へ
な
い
よ
」
〈
伯

八
〉
と
か
「
お
れ
が
死
ん
だ
ら
、
ど
う
か
御
母
さ
ん
を
大
事
に
し
て
遣
っ
て
く

れ
」
〈
必

中
十
〉
と
一
人
田
舎
に
残
さ
れ
る
だ
ろ
う
妻
を
案
じ
る
。
跡
を
継
が
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せ
る
た
め
に
K
に
学
資
を
出
し
続
け
た
養
家
の
医
業
は
恐
ら
く
絶
え
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
し
、

K
の
両
親
は
田
舎
で
ず
っ
と
肩
身
の
狭
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
は

ず
だ
l

l
、
(
チ
)
か
ら

K
と
「
私
1
」
|
|
両
親
が
大
学
入
学
前
に
死
亡
し
た

こ
と
で
叔
父
に
財
産
を
横
領
さ
れ
た
と
思
い
込
ん
だ
先
生
は
そ
の
後
は
血
縁
や
故

郷
を
激
し
く
憎
む
〈
侃

K
は
「
道
に
精
進
す
る
」
た
め
に

下
九
〉
け
れ
ど
も
、

早
く
か
ら
両
親
や
養
父
母
を
切
り
捨
て
て
お
り
邪
魔
な
存
在
と
考
え
て
い
る
。

K

が
大
学
卒
業
直
前
に
先
生
の
下
宿
で
自
殺
す
る
〈
問

下
四
十
八
〉
の
は
子
供
に

「手記」と「遺書jのあわい(ー)

裏
切
ら
れ
た
両
親
や
養
父
母
の
怨
念
に
責
め
ら
れ
る
「
孤
独
」
感
の
た
め
と
い
え

な
く
は
な
い
。
「
私
1
」
は
「
父
が
居
な
く
な
っ
て
母
一
人
が
取
り
残
さ
れ
た
時

の
、
古
い
広
い
田
舎
家
を
想
像
し
て
:
:
:
其
佳
立
ち
行
く
だ
ら
う
か
。
兄
は
何
う

す
る
だ
ら
う
か
。
母
は
何
と
い
ふ
だ
ら
う
か
」
〈
却

中
二
〉
と
か
「
学
問
を
し

た
結
果
兄
は
今
遠
国
に
ゐ
た
。
教
育
を
受
け
た
因
果
で
、
私
は
叉
東
京
に
住
む
覚

倍
を
固
く
し
た
。
斯
う
い
ふ
子
を
育
て
た
父
の
愚
痴
は
も
と
よ
り
不
合
理
で
は
な

か
っ
た
。
永
年
住
み
古
し
た
田
舎
家
の
中
に
、
た
っ
た
一
人
取
り
残
さ
れ
る
母
を

描
き
出
す
父
の
想
像
は
も
と
よ
り
淋
し
い
に
違
ひ
な
か
っ
た
」
〈
必

中
七
〉
と

考
え
る
。
兄
が
大
学
を
出
て
仕
事
を
し
な
い
先
生
を
「
ヰ
ゴ
イ
ス
ト
だ
」
と
批
判

し
な
が
ら
自
分
の
親
捨
て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
気
付
か
な
い
こ
と
不
快
を
感
じ
る

ヂ角、

51 

中
十
五
〉
の
も
「
私
1
」
の
中
に
親
捨
て
の
罪
責
感
が
自
覚
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
い
う
た
め
で
あ
る
1

1

1
、
(
リ
)
か
ら
先
生
と

K
、
(
ヌ
)
か
ら
先
生
夫
妻
、

(
ル
)
か
ら
先
生
、
と
い
う
よ
う
に
誠
に
解
り
易
く
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

激
石
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
以
来
一
貫
し
て
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に

充
ち
た
現
代
の
我
々
」
の
問
題
を
追
求
し
て
き
た
。
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
夫

妻
の
殉
死
事
件
に
反
応
し
た
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』

で
問
題
を
提
示
し
た

(14) 

鴎
外
の
意
図
を
理
解
し
て
い
た
激
石
は
、
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
」
を
求
め
た
結

果
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
罪
に
囚
わ
れ
て
遂
に
は
自
殺
す
る
先
生
の
心
を
扶
っ
て
、
挫
折

者
・
敗
北
者
と
い
う
し
か
な
い
明
治
人
の
生
き
方
の
問
題
と
そ
れ
を
克
服
す
る
課

題
と
を
読
者
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

* 

既
に
繰
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
先
ず
こ
の
小
説
の
標
題
の
っ
け
方
は
天
皇
の
崩

御
と
乃
木
大
将
夫
妻
の
殉
死
事
件
に
刺
激
さ
れ
て
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』

を
書
い
た
鴎
外
と
同
じ
よ
う
に
激
石
も
ま
た
二
つ
の
事
件
に
刺
激
さ
れ
て
こ
れ
を

書
い
た
の
だ
と
人
々
に
思
わ
せ
、
人
々
を
し
て
こ
の
小
説
を
鴎
外
の

『
興
津
弥
五

右
衛
門
の
遺
書
」

へ
と
架
橋
さ
せ
る
た
め
に
激
石
が
仕
組
ん
だ
見
せ
か
け
の
仕
掛

け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
ぬ
け
れ
ば
よ
い
。
だ
が
、
見
せ
か
け
の
仕
掛
け
と
し

て
使
わ
れ
る
先
生
の
遺
書
が
実
は
こ
の
小
説
の
主
題
を
担
い
物
語
の
構
造
を
支
え

る
鎚
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
だ
。

つ
ま
り
先
生
の
遺
書
は
、

一
つ
に
は

物
語
の
内
部
に
お
い
て
先
生
と
「
私
」
と
を
繋
ぐ
縫
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

二
つ
に
は
読
者
と
先
生
さ
ら
に
読
者
と
手
記
を
書
い
て
い
る
「
私
2
」
ま
た
作
者

と
読
者
と
を
繋
ぐ
た
め
の
鎚
と
し
て
作
者
が
使
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
前
者
に
つ
い
て
は
物
語
内
部
の
問
題
と
し
て
容
易
に
分
か
る
。
例
え
ば
、
事
柄

の
渦
中
に
あ
る
当
事
者
は
当
面
の
問
題
を
正
確
に
捉
え
難
い
と
か
或
い
は
深
刻
な



失
敗
を
味
わ
っ
た
者
に
は
た
と
え
そ
れ
が
過
ち
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
て
い
て
も

あ
っ
た
こ
と
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
は
一

般
的
に
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
当
事
者
が
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
自
力
の
み
で
抜
け

出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
精
神
科
医
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
深
刻

な
失
敗
を
経
験
す
る
先
生
の
問
題
を
物
語
の
中
で
扶
る
に
は
事
態
を
当
事
者
の
内

側
と
外
側
の
両
面
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
が
必
要
な
わ
け
で
、
「
記
憶
し

て
く
だ
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
」
〈
削

下
五
十

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

五
〉
と
言
っ
て
遺
書
を
書
く
先
生
と
そ
の
よ
う
な
先
生
と
実
際
に
交
流
す
る
時
間

を
共
有
し
得
た
「
私
1
」
(
後
に
先
生
の
遺
書
を
受
取
っ
て
事
柄
を
反
加
持
す
る
「
私

2
」
を
含
め
て
)
と
が
造
型
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
先
生
の
遺
書
は
先
生
と
「
私
」
と
を
繋
ぐ
重
要
な
鐙
に
な
っ
て
小
説
の
内
部

構
造
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
内
部
問
題
と
し
て

既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
作
者
が
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
」
は
ず
の

明
治
人
を
立
像
と
し
て
描
く
た
め
に
は
、
先
ず
自
ら
「
最
も
強
く
明
治
の
影
響
を

受
け
た
」
〈
問
下
五
十
五
〉
と
い
う
先
生
、
次
に
過
去
の
経
験
と
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
た
人
間
観
に
囚
わ
れ
て
「
自
分
で
自
分
が
信
用
出
来
な
い
:
:
:
自
分
を
呪
う

よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
言
う
先
生
に
近
づ
い
て
「
先
生
の
過
去
が
生
み
出
し
た
思

想
だ
か
ら
、
私
は
重
き
を
置
く
の
で
す
」
〈
剖

上
三
十
一
〉
と
言
い
な
が
ら
先

生
夫
妻
と
具
体
的
に
交
流
を
す
る
人
物
「
私
1
」
の
客
観
的
な
目
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
勇
気
の
な
い
」
先
生
の
本
心
を
引
出
す
に
は
「
私

ー
」
が
「
真
面
目
」
な
人
物
と
し
て
先
生
の
信
頼
を
得
る
ま
で
の
時
間
が
共
有
さ

れ
た
後
に
先
生
が
「
私
1
」
に
宛
て
て
先
生
の
生
の
総
決
算
で
あ
る
遺
書
を
書
か

せ
る
と
い
う
手
続
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者
の
構

想
し
た
こ
の
小
説
で
は
、
先
生
自
身
が
そ
の
心
を
扶
っ
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
罪
を
告

白
的
に
綴
る
遺
書
を
提
示
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
先
生
が

願
っ
て
い
る
よ
う
に
、
妻
に
す
ら
語
れ
な
い
秘
密
を
明
か
す
先
生
の
遺
書
を
受

取
っ
た
「
私
1
」
が
明
治
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
さ
ら
に
は
現
代
日
本
人
の
生

の
課
題
を
精
確
に
捉
え
て
そ
の
認
識
を
綴
る
「
私
2
」
の
手
記
に
は
先
生
の
挫
折

を
克
服
す
る
思
想
或
は
手
が
か
り
の
よ
う
な
も
の
が
僅
か
で
も
書
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
物
語
内
部
の
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
は
こ
の
物
語
の
読
者
に
「
私
」
と
同
じ
姿
勢
で
先
生

の
生
に
対
時
さ
せ
て
真
の
読
書
行
為
が
成
り
立
つ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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先
生
の
遺
書
は
こ
の
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
に
と
っ
て
「
私

1
」
が
「
あ
な
た
は
真
面
目
に
人
生
そ
の
も
の
か
ら
生
き
た
教
訓
を
得
た
い
と
云

っ
た
か
ら
」
「
何
千
寓
と
ゐ
る
日
本
人
の
う
ち
で
、
た
だ
貴
方
丈
に
、
私
の
過
去

を
物
語
た
い
の
で
す
」
と
特
別
に
呼
び
か
け
得
る
相
手
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、
激
石
が
『
先
生
の
遺
書
」

の
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
懸
命
に
且

つ
前
の
め
り
に
生
き
て
き
て
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
時
代
の
終
罵
を
思
わ
せ
ら
れ

ま
た
乃
木
大
将
の
殉
死
事
件
の
衝
撃
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
抑
封
し
て
い
た
心
の
痔

き
或
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
抱
え
込
み
な
が
ら
改
め
て
時
代
と
己
れ
の

生
の
意
味
の
確
認
を
強
い
ら
れ
て
い
る
中
で
「
ど
の
位
人
が
自
分
の
感
化
を
う
け

て
、
ど
の
位
自
分
が
社
会
的
分
子
と
な
っ
て
未
来
の
青
年
の
血
肉
と
な
っ
て
存
在

し
得
る
か
を
た
め
し
て
み
た
い
」
(
前
出

(15) 

狩
野
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と
い
う
激
石
の



意
欲
を
正
し
く
受
け
止
め
て
真
の
読
書
行
為
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
の
で
き
る
読

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
即
ち
作
者
は
、
読
者
が
こ
の
間

題
に
取
組
む
た
め
に
は
、
物
語
を
構
成
す
る
素
材
と
し
て

(
A
)
「
先
生
の
遺
書
」
、

(B)
「私
1
」
が
先
生
と
具
体
的
に
交
流
し
共
有
し
た
時
間
の
中
で
「
私
1
」
は

先
生
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
と
い
う
そ
の
当
時
の
「
私
1
」
の
認
識
、

(C)
読

者
よ
り
も
数
年
前
に
そ
れ
を
読
ん
で
今
事
柄
を
反
努
し
つ
つ
綴
っ
て
い
る
「
私

「手記」と「遺書」のあわい(ー)

2
」
の
手
記
、
こ
の
三
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
作
者
が
こ
う
い
う
工
夫
を
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
も
ま
た
①

先
生
の
遺
書
に
よ
っ
て
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
」
は
ず
の
明
治
人
の

挫
折
と
自
殺
の
問
題
を
精
確
に
捉
え
、
②
同
時
に
時
代
の
終
罵
を
思
わ
せ
ら
れ
て

明
治
と
い
う
時
代
の
意
味
と
懸
命
に
生
き
て
き
た
己
れ
の
生
の
意
味
の
確
認
を
強

い
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
込
ん
で
い
る
心
の
痔
き
或
い
は
「
う
し

ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
を
深
く
扶
る

(
こ
こ
で
先
生
と
読
者
と
の
一
次
的
な
対
話
が

生
ま
れ
る
)
、
③
先
生
の
問
題
と
己
れ
が
抱
え
込
ん
で
い
る
心
の
痔
き
或
い
は
「
う

し
ろ
め
た
さ
」
の
感
覚
と
を
比
較
点
検
し
つ
つ
「
私
2
」
の
手
記
を
読
む
、
④

「私
2
」
の
事
態
の
捉
え
方
と
読
者
自
身
の
捉
え
方
と
を
比
較
点
検
し
な
が
ら
「
私

2
」
と
の
聞
に
対
話
を
始
め
、
⑤
「
私
2
」
と
の
対
話
を
し
つ
つ
「
私
2
」
と
と

も
に
そ
れ
ぞ
れ
に
己
れ
の
生
の
次
の
一
歩
を
模
索
す
る
|
|
こ
の
よ
う
に
し
て
あ

る
べ
き
真
の
読
書
行
為
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ
の
小
説
の
主

題
を
担
い
物
語
の
構
造
を
支
え
て
し
か
も
物
語
(
も
ち
ろ
ん
登
場
人
物
を
含
め

て
)
と
読
者
、
ま
た
読
者
と
作
者
と
を
繋
ぐ
鎚
と
し
て
先
生
の
遺
書
を
構
想
し
た

の
は
、
読
者
と
の
間
で
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
作
り
出
す
た
め
な
の
だ
。

た
だ
、
わ
た
く
し
は
拙
論
の
「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
「
主
題
の
深
ま
り
と

い
う
点
か
ら
そ
の
構
造
を
見
る
と
、
分
か
り
難
い
小
説
だ
と
い
う
印
象
が
ぬ
ぐ
え

な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
の
印
象
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
手
記
に
見
ら
れ
る
「
私

2
」
の
認
識
や
物
言
い
は
あ
た
か
も
四
十
歳
を
越
え
た
人
つ
ま
り
激
石
自
身
の
そ

れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
所
が
あ
っ
て
こ
れ
も
気
に
な
る
。
な
ぜ
そ
う

な
の
か
。

作
者
が
明
治
の
人
間
の
心
を
扶
る
先
生
の
遺
書
を
「
私
1
」
に
送
り
届
け
る
よ

う
に
物
語
を
構
想
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
物
語
の
早
い
段

階
で
「
真
面
目
に
人
生
か
ら
教
訓
を
受
け
た
い
の
で
す
」
と
先
生
に
迫
っ
た
「
私

ー
」
に
対
し
て
「
よ
ろ
し
い
:
:
:
話
ま
せ
う
:
:
:
し
か
し
今
は
話
せ
な
い
ん
だ
か

ら
、
其
積
で
ゐ
て
く
だ
さ
い
。
適
当
の
時
機
が
来
な
く
ち
ゃ
話
さ
な
い
ん
だ
か

ら
」
〈
幻

上
三
十
一
〉
と
い
う
場
面
を
描
い
た
こ
と
は
分
か
る
。
だ
が
、
こ
の

遣
り
取
り
が
主
題
を
深
め
る
よ
う
に
物
語
を
展
開
さ
せ
る
方
法
を
規
制
し
て
い
る

ょ
う
で
あ
る
。
先
生
の
遺
書
は
、
物
語
内
部
で
先
生
が
そ
の
命
と
引
き
換
え
に

「
私
」
と
先
生
と
を
繋
ぐ
た
め
に
用
い
た
鎚
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
先
生
の

「
遺
書
」
で
あ
っ
て
先
生
か
ら
「
真
面
目
に
」
「
教
訓
を
受
け
た
い
」
と
願
っ
た

「私
1
」
か
ら
の
反
応
つ
ま
り
「
私
」
と
の
対
話
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
を
、
つ
け
て
先
生
・
「
私
」
・
読
者
・
作
者
と
い
う
四
者
の
関
わ
り
の
中
で
特
に

「私
2
」
と
読
者
と
を
繋
ぐ
鐙
と
し
て
先
生
の
遺
書
を
働
か
せ
る
に
は
「
私
2
」に

こ
れ
を
ど
う
処
理
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
は
ず
で
、
作
者
は
こ
こ
で
随

分
苦
労
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
作
者
が
、
先
生
と
読
者
さ
ら
に
「
私
2
」
と
読
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者
と
を
繋
ぐ
鎚
と
し
て
先
生
の
遺
書
と
「
私
2
」
の
手
記
を
使
っ
て
読
者
に
お
け

る
真
の
読
書
行
為
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
つ
ま
り
右
に
述
べ
た
①

1
⑤
が
十
全
な

も
の
に
な
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
作
者
が
先
生
と
読
者
と
を
対
峠
さ
せ
る
た

め
に
は
、

「私
2
」
は
先
ず
先
生
の
遺
書
の
全
体
を
|
|
た
と
え
引
用
と
い
う
形

で
あ
る
と
し
て
も
|
|
そ
れ
と
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
先
生
と
の
対
話
を
拒
否
さ
れ
た

「私
1
」
が
先
生
の
生
と
死
か
ら
教
訓
を
得
た
こ
と
を
描
く
た
め
に
は
、
先
生
夫

「手記Jと「遺書」のあわい(ー)

妻
と
実
際
に
交
流
し
た
過
去
の
時
間
を
精
確
に
回
想
し
し
か
も
先
生
が
一
方
的
に

示
し
た
遺
書
に
つ
い
て
も
時
間
を
か
け
て
反
努
さ
せ
、
そ
の
後
に
「
私
2
」
は
手

記
を
綴
っ
て
事
柄
に
つ
い
て
の
己
れ
の
認
識
を
提
示
し
て
読
者
と
繋
が
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
先
生
と
読
者
と
を
対
時
さ
せ
る
た
め
に
先
生
の

遺
書
の
全
体
を
示
す
よ
う
に
工
夫
し
た
作
者
は
、
次
に
読
者
が
「
私
2
」
と
同
じ

よ
う
に
先
生
の
生
と
死
を
受
け
て
「
私
2
」
と
を
対
等
の
立
場
で
対
話
し
つ
つ
そ

れ
ぞ
れ
の
課
題
に
取
組
む
こ
と
を
考
え
て
、
「
私
2
」
に
抑
制
を
課
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
④
に
お
い
て
「
私
2
」
が
そ
の
認
識
を
読
者
に
強
制
し
た

り
、
読
者
自
身
が
先
生
の
生
と
死
の
問
題
に
対
面
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題

と
取
組
む
姿
勢
を
歪
め
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
物
語
の
展
開
と
主
題

の
深
ま
り
と
い
う
点
か
ら
こ
の
小
説
は
分
か
り
難
い
作
品
だ
と
感
じ
る
理
由
の
一

に
は
、
こ
う
い
う
問
題
が
絡
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
|
|
こ
の

」
と
は
文
体
の
問
題
に
絡
め
て
後
に
触
れ
る
1
1
1
0

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
こ
の
小
説
が
生
ま
れ
る
現
実
的
な
時
間
に
即
し
て
、
物
語

の
時
間
で
は
「
私

1
」
先
生
の
遺
書
を
受
取
っ
た
の
は
大
正
元
年
九
月
下
旬
で

あ
っ
て
そ
れ
か
ら
約
一
年
半
後
の
大
正
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
連
載
の
始
ま
る

『
先
生
の
遺
書
』
と
い
う
手
記
の
体
裁
で
「
私

2
」
に
先
生
の
問
題
を
反
相
拐
さ
せ

先
生
の
挫
折
と
自
殺
と
を
回
避
或
い
は
克
服
す
る
た
め
の
解
答
と
か
思
想
を
確
か

な
も
の
と
し
て
探
り
当
て
さ
せ
る
に
は
実
際
の
時
間
距
離
と
し
て
は
短
か
過
ぎ
る

(
現
実
の
約
一
年
半
の
時
間
を
「
私
1
」
が
先
生
の
遺
書
を
受
取
っ
て
か
ら
「
私

2
」
が
手
記
を
書
き
始
め
る
ま
で
の
時
間
と
見
倣
す
必
要
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
)
た
め
に
主
題
の
深
め
方
が
徹
底
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
考
え

方
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
別
問
題
で
あ
り
、
先
生
の
遺
書
を
そ
っ
く
り

提
示
し
て
そ
れ
を
受
取
っ
て
か
ら
数
年
後
の
「
私
2
」
が
手
記
を
書
い
て
い
る
と

い
う
作
品
の
構
造
に
絡
め
て
主
題
の
展
開
と
そ
の
深
ま
り
を
点
検
し
て
み
よ
う
と

す
る
わ
た
く
し
の
問
題
意
識
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
敢
え
て
触
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
先
生
の
遺
書
は
物
語
の
内
部
で
は
先
生
と
「
私
」
と
を
繋
ぐ
鎚
で

あ
り
、
同
時
に
読
者
が
物
語
の
中
ま
で
出
入
り
す
る
こ
と
で
真
の
読
書
行
為
を
成

り
立
た
せ
る
鎚
と
し
て
先
生
と
「
私
」
さ
ら
に
は
作
者
と
読
者
と
い
う
四
者
を
繋

ぐ
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鴎
外
の
『
興
津

弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
よ
る
問
題
提
示
と
厳
し
く
対
峠
す
る
己
れ
の
問
題
を
提

示
し
よ
う
と
す
る
激
石
の
狙
い
が
達
成
で
き
て
い
る
か
否
か
は
さ
ら
に
細
か
な
文

体
分
析
を
通
じ
て
作
品
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

注
1 

こ
の
点
は
、
例
え
ば
小
森
陽
一
氏
の
「
『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
心
臓
」

(
「
成
城
国
文
学
」

一
九
八
五
年
三
月
、
同
年
十
二
月
か
な
り
の
書
き
直
し
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を
し
て
「
ち
く
ま
文
庫
『
こ
こ
ろ
』
解
説
」
)
や
田
中
実
氏
の
「
「
こ
こ

ろ
』
と
い
う
掛
け
橋
」
(
「
日
本
文
学
」

一
九
八
六
年
二
一
月
、
後
「
小
説

の
力
」

大
修
館
書
庖
刊
)
な
ど
の
論
考
を
う
け
て
今

一
九
九
六
年
二
月

で
は
論
者
の
共
通
理
解
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
も
そ
れ
に
沿
っ
て
い

る

(
2
)
 
単
行
本
『
こ
こ
ろ
』
は
「
名
著
復
刻
全
集

近
代
文
学
館
』
(
昭
和
四
四
年

四
月

日
本
近
代
文
学
館
刊
)
を
使
用
し
た
。
な
お
、
荒
正
人
氏
は
単
行

本
「
こ
こ
ろ
』
の
標
題
に
触
れ
な
が
ら
、
激
石
は
新
し
い
倫
理
を
「
乃
木

大
将
の
殉
死
の
な
か
に
見
出
さ
う
と
し
た
」
と
言
い
、
乃
木
殉
死
事
件
に

対
し
て
鴎
外
と
激
石
が
同
じ
よ
う
な
意
味
付
け
を
し
た
と
い
う
見
解
を
示

し
た
(
『
激
石
文
学
全
集
6
巻
』
解
説

一
九
七
一
年
一
二
月

集
英
社

刊
)
が
、
わ
た
く
し
は
荒
氏
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

朝
日
新
聞
の
連
載
小
説
『
先
生
の
遺
書
』
は
『
激
石
新
聞
小
説
復
刻
全
集

8 

先
生
の
遺
書

ゆ
ま
に
書

「
こ
こ
ろ
」
原
題
』
(
平
成
十
一
年
九
月

房
刊
)
を
使
用
し
た
。
こ
の
復
刻
は
東
京
版
に
依
っ
て
お
り
、
大
阪
版
と

の
異
同
に
つ
い
て
も
必
要
な
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
。

3 

明
治
四
十
四
年
二
月
二
十
三
日
の
鴎
外
日
記
に
「
賀
古
が
き
て
市
村
・
井

上
と
共
に
古
希
庵
行
き
と
南
朝
正
統
論
を
な
す
よ
う
に
告
げ
る
」
と
あ
り
、

二
十
七
日
に
は
「
賀
古
が
来
て
南
朝
正
統
論
同
志
者
の
行
動
を
告
ぐ
」
と

あ
る
。

4 

「
近
代
文
学
注
釈
大
系

有
精
堂
刊
)
の

森
鴎
外
」
(
一
九
六
六
年
一
月

解
説
で
三
好
行
雄
氏
は
、
秀
麿
の
考
え
方
に
対
し
て
綾
小
路
が
繰
返
し
「
駄

目
、
駄
目
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
鴎
外
の
苦
悩
が
現
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
留
意
し
た
い
。

管
見
で
は
遺
書
の
問
題
に
関
わ
る
激
石
の
発
言
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。

二
の
発
言
を
見
て
も
彼
ら
し
い
個
性
や
見
解
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

明
治
四
十
三
年
七
月
十
九
日
に
「
文
芸
と
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
」
、
二
十
日
に
「
艇

長
の
遺
書
と
中
佐
の
詩
」
を
朝
日
の
文
芸
欄
に
載
せ
て
て
い
る
。
そ
こ
で

佐
久
間
艇
長
の
遺
書
が
「
今
日
の
日
本
に
於
て
猶
真
個
の
生
命
あ
る
を
事

実
の
上
に
於
て
証
拠
立
て
」
た
も
の
だ
と
称
揚
す
る
。
し
か
し
こ
の
論
は
、

旅
順
港
閉
鎖
で
喧
伝
さ
れ
た
広
瀬
中
佐
の
詩
を
取
り
上
げ
て
批
判
す
る
こ

と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
道
義
的
情
操
に
関
す
る

言
辞
は
其
言
辞
を
実
現
し
得
た
る
と
き
始
め
て
他
を
し
て
其
誠
実
を
肯
は

し
む
る
の
が
常
で
あ
る
:
:
:
微
な
る
欠
陥
は
言
辞
詩
歌
の
奥
に
潜
む
か
、

又
は
そ
れ
を
実
現
す
る
行
為
の
根
に
絡
ん
で
ゐ
る
か
何
方
か
で
あ
ら
う

:
:
:
余
は
中
佐
の
敢
て
せ
る
旅
順
閉
塞
の
行
為
に
一
点
虚
偽
の
疑
ひ
を
挟

む
を
好
ま
ぬ
:
:
:
だ
か
ら
好
ん
で
罪
を
中
佐
の
詩
に
」
見
る
。
な
ぜ
な
ら

中
佐
が
「
作
ら
な
い
で
よ
い
も
の
を
作
っ
て
ゐ
る
」
か
ら
だ
と
述
べ
て
い

る

(
6
)
 
大
正
元
年
九
月
十
三
日
の
鴎
外
の
日
記
に
は
、
彼
が
大
葬
の
儀
に
参
列
し

て
「
翌
日
午
前
二
時
青
山
を
出
で
て
帰
る
。
途
上
乃
木
希
典
夫
妻
の
死
を

説
く
も
の
あ
り
。
予
半
信
半
疑
す
」
と
あ
り
、
十
八
日
の
日
記
に
は
「
午

後
乃
木
大
将
希
典
の
葬
を
送
り
て
青
山
斎
場
に
至
る
。
興
津
弥
五
右
衛
門

を
州
し
て
中
央
公
論
に
送
る
」
と
あ
る
。
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7 

栗
坪
良
樹
氏
「
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
l

l

遺
書
の
形
式
と
そ
の
弁

明
」
(
『
森
鴎
外
研
究
6
』
平
成
七
年
八
月
)
に
示
唆
を
う
け
た
。
た

だ
、
わ
た
く
し
が
「
意
地
悪
く
言
、
っ
と
」
と
留
保
を
置
い
て
こ
の
こ
と
を

指
摘
し
て
み
た
の
は
、
鴎
外
自
身
が
主
従
間
の
誤
魔
化
し
合
い
の
問
題
に

は
直
ぐ
気
付
い
た
ら
し
く
直
後
に
権
力
者
の
責
任
逃
れ
を
追
及
し
て
叛
乱

を
起
こ
す
『
阿
部
一
族
」
(
大
正
二
年
一
月
)
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
念
頭

に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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The Relationship between “The Memoirs" and “The Will". 

一一TheStyle and the Structure on Souseki's novel Kokoγo 

Akira KUROKI 

This article is the first in a live which is intended to clarify the style and structure of Natsurne 

Souseki's novels， Kokoγo. This novel was originally published as a series by the Asahi Shinbun 

between April20 and August 11， 1914 under the title， "The Will of the Sensθi (Teacher)." The title 

of this serial novel suggests that Souseki was atternpting to counter Ougai's novel，“The Will of Okitsu 

Yagoernon，" under the controversial circurnstances surrounding the death of Ernperor Meiji and 

General Nogi's irnrnolation. “The will" was apparently the tool through which Souseki intended to 

rnediate between the sensei (Teacher) and Okitsu Yagoernon. However， by “the will， "the author had 

as his real airn distinguishing between the defeat of the egoistic rnan who had failed in love and life in 

the Meiji Period and rnodern rnan in the subsequent period. 

Key words; 

death of Ernperor Me叫吋i討ji，General Nogi's irnrnolation， Apparently the Tool Through which 

(20) 
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