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中
島
敦

「
弟
子
」
ニ~A

H冊

屡

秀

娼

は
じ
め
に

「
弟
子
」
は
「
中
央
公
論
い
の
昭
和
十
八
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
表
題
は
草
稿
段
階
で
は
「
子
路
」
で
あ
っ
た
が
、

清
書
段
階
で
は
「
師
弟
」
に
、
そ
し
て
更
に
「
弟
子
」
へ
と
三
度
書
き
換
え
ら
れ
た
。
従
来
の
先
行
研
究
を
概
観
す
れ
ば
、
幾
つ
か
の

論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
最
も
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
本
作
品
の
主
題
の
捉
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
篠
田
一
士
氏
は

「
ひ
と
り
の
弟
子
が
そ
の
「
物
」
（
筆
者
注
一
孔
子
）
に
同
化
し
、
屈
服
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
、
彼
自
身
の
生
命
を
発
見
し
、
獲
得
す

（

1
）

｛

2）
 

る
過
程
」
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
模
林
混
二
氏
と
木
村
一
信
氏
は
「
自
己
の
「
愚
か
さ
」
「
性
格
的
扶
艶
」
に
殉
じ
」
「
い
か
に
悲

劇
的
な
結
末
が
予
想
さ
れ
よ
う
と
も
、
己
に
こ
だ
わ
り
、
己
の
性
情
、
愚
か
さ
に
殉
ず
る
如
く
自
己
を
押
し
進
め
た
子
路
を
描
き
出
す

（

3）
 

こ
と
に
、
中
島
の
真
の
意
図
が
あ
っ
た
」
と
子
路
の
「
愚
か
さ
」
を
読
み
の
中
軸
に
据
え
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
篠
田
氏
と
同
じ
問

題
意
識
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
れ
は
中
島
敦
の
初
期
作
品
「
狼
疾
記
」
に
あ
る
「
俺
は
俺
の
愚
か
さ
に
殉
ず
る
外
に
途
は
無
い
」
と

37 

い
う
視
線
か
ら
、
最
後
ま
で
己
に
拘
っ
た
子
路
の
意
味
付
け
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（

4
）

（

5
）
 

一
方
、
「
拒
絶
」
「
闘
争
」
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
見
る
論
も
あ
る
。
作
品
の
中
核
は
「
子
路
と
孔
子
と
の
二
重
唱
」
、
「
師
弟
愛
の

（

6）
 

緊
密
さ
」
に
あ
る
と
子
路
一
人
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
孔
子
と
子
路
の
「
師
弟
愛
」
に
作
品
の
主
題
が
あ
る
と
越
智
良
二
氏
、
漬

川
勝
彦
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
中
島
が
題
名
を
変
更
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
の
主
題
が
子
路
の
「
愚

か
さ
」
に
あ
る
な
ら
、
作
品
の
題
名
は
「
子
路
」
で
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
主
題
が
孔
子
と
子
路
と
の
「
師
弟
愛
」
に
あ
る

な
ら
、
作
品
の
題
名
は
「
師
弟
」
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
中
島
は
「
弟
子
」
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
題
名
に

本
作
品
の
主
題
が
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
子
路
が
孔
子
に
入
門
し
て
か
ら
、
衛
国
の
内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
死
ぬ
ま
で
の
半
生
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
歳
月
は
四
十
年
以
上
に
も
渡
っ
た
。
第
二
章
で
「
此
の
精
神
的
支
柱
か
ら
離
れ
得
な
い
自
分
を
感
じ
」
、
第
八
章
で
仕
官

す
る
な
ら
「
孔
子
を
上
に
戴
く
と
い
っ
た
風
な
特
別
な
篠
件
が
絶
封
に
必
要
で
あ
る
」
と
固
く
思
っ
た
子
路
は
、
結
局
、
師
を
離
れ
衛

に
仕
官
す
る
。
そ
し
て
、
当
初
形
式
主
義
を
強
く
批
判
し
た
彼
は
死
ぬ
際
に
「
冠
を
、

正
」
し
た
。

つ
ま
り
、
今
ま
で
忌
避
し
て
き
た

儒
教
の
礼
に
則
っ
て
死
を
迎
え
た
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
一
つ
の
特
徴
が
指
摘
出
来
る
。
そ
れ
は
、

子
路
の
所
信
は
必
ず
し
も
不
変

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
子
路
の
成
長
や
変
化
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
子
路
の
「
愚
か

さ
」
に
気
を
取
ら
れ
す
ぎ
て
、
看
過
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

子
路
の
成
長
に
着
目
し
、
孔
子
の
造
型
、
及
ぴ
最
後
に
子
路
が
「
君

子
」
に
辿
り
着
い
た
境
地
に
つ
い
て
考
え
、
本
作
品
の
主
題
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
子
路
の
目
覚
め

作
品
の
前
半
で
は
、

子
路
が
孔
子
に
入
門
す
る
以
前
、

既
に
有
し
て
い
た
固
有
の
倫
理
感
が
中
心
に
描
か
れ
る
一
方
、
彼
の
孔
子
へ



の
敬
愛
の
情
の
描
写
に
も
重
点
が
置
か
れ
、
「
死
に
至
る
迄
識
ら
な
か
っ
た
・
極
端
に
求
む
る
所
の
無
い
・
純
粋
な
敬
愛
の
情
だ
け
が
、

此
の
男
を
師
の
傍
に
引
留
め
た
の
で
あ
る
」
と
子
路
の
孔
子
へ
の
厚
い
敬
愛
の
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
師
の
幸
福
を
第

一
に
考
え
る
子
路
は
、
単
純
な
価
値
観
を
持
っ
て
世
の
中
を
眺
め
、
無
念
に
も
「
邪
が
栄
え
て
正
が
虐
げ
ら
れ
る
」
時
代
の
厳
し
さ
と

ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
ー
え
な
い
。
「
善
と
悪
と
の
聞
に
も
差
別
を
立
て
な
い
の
か
」
と
子
路
は
天
に
そ
の
不
満
を
訴
え
た
。
彼
が
最
も
不
満

に
思
う
の
は
孔
子
の
不
－
運
で
あ
る
。
「
天
下
蒼
生
」
の
た
め
に
奔
走
す
る
孔
子
に
酬
い
よ
う
と
し
な
い
天
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
そ
の
天

に
ま
で
反
抗
す
る
の
で
あ
る
。
「
濁
世
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
か
ら
斯
の
人
を
守
る
楯
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
の
裏
に
、
人
生
の
す
べ
て
を

中島敦 f弟子J論

投
げ
出
し
て
も
世
俗
の
悪
意
が
ら
孔
子
を
守
る
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
自
認
す
る
子
路
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

本
作
品
の
第
六
章
で
、
斉
の
宰
相
は
孔
子
の
存
在
に
憧
れ
を
抱
き
、
反
孔
子
派
と
手
を
繋
ぎ
、
定
公
と
孔
子
の
聞
を
離
そ
う
と
策
動

し
た
。
魯
候
と
大
官
連
の
淫
ら
な
行
為
を
見
て
い
ら
れ
な
い
子
路
は
真
先
に
憤
慨
し
て
官
を
辞
し
た
。
そ
し
て
、
懸
命
に
師
を
世
間
の

乱
れ
か
ら
隔
離
し
よ
う
と
し
た
彼
は
、
「
孔
子
に
早
く
辞
め
て
貰
ひ
度
く
て
仕
方
が
無
い
」
が
、
孔
子
は
な
お
尽
く
せ
る
所
ま
で
尽
く

そ
う
と
考
え
て
い
る
。
孔
子
を
守
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
る
子
路
に
は
恐
ら
く
、
孔
子
は
何
の
た
め
に
粘
る
の
か
、
な
ぜ
尽
く
せ
る
所

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
孔
子
が
魯
国
を
去
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
ほ
っ
と

ま
で
尽
く
そ
う
と
す
る
の
か
、

し
」
て
、
「
欣
ん
」
だ
子
路
に
は
、
魯
国
を
出
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
孔
子
に
と
っ
て
知
何
に
痛
み
を
伴
う
の
か
は
判
ら
な
い
の
で
あ

る
こ
の
師
弟
の
間
に
あ
る
す
れ
違
い
は
第
八
章
の
官
頭
部
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
こ
に
美
玉
あ
り
。
匡
に
組
め
て
戴
さ
ん
か
。

善
買
を
求
め
て
枯
ら
ん
か
」
と
い
う
子
貢
の
質
問
に
対
し
て
、
孔
子
は
即
座
に
、
「
之
を
枯
ら
ん
哉
。
之
を
泊
ら
ん
哉
。
我
は
買
を
待

39 

つ
も
の
な
り
」
と
答
え
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
子
貢
の
質
問
に
つ
い
て
子
路
は
孔
子
や
他
の
弟
子
と
違
う
考
え
を
持
っ
て
い
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る

権
力
の
地
位
に
在
っ
て
所
信
を
断
行
す
る
快
さ
は
岐
に
先
頃
の
経
験
で
知
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
は
孔
子
を
上
に
戴
く
と
い
っ
た
風
な
特

別
な
候
件
が
絶
封
に
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
な
い
な
ら
、
寧
ろ
、
市
褐
（
粗
衣
）
を
被
て
玉
を
懐
く
」
と
い
ふ
生
き
方
が
好
ま
し
い
。

生
涯
孔
子
の
番
犬
に
終
ら
う
と
も
、
比
一
一
か
の
悔
も
無
い
。
世
俗
的
な
虚
栄
心
が
無
い
課
で
は
な
い
が
、
な
ま
じ
ひ
の
仕
官
は
却
っ
て
己
の
本

領
た
る
霧
落
潤
達
を
害
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
。
（
八
）
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
全
て
同
様
）

子
路
に
と
っ
て
出
仕
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
孔
子
へ
の
奉
仕
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
仮
に
孔
子
へ
の
奉
仕
と
い
う
前
提
を
別
に
す
れ

ば
、
子
路
自
身
に
と
っ
て
は
、

む
し
ろ
「
褐
を
被
て
玉
を
懐
く
」
と
い
う
生
き
方
が
好
ま
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
志

向
す
る
彼
は
、
孔
子
及
ぴ
他
の
弟
子
た
ち
が
仕
官
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
「
世
俗
的
な
虚
柴
心
」
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
九
章
で
衛
の
夫
人
南
子
に
迫
ら
れ
、
や
む
を
え
ず
挨
拶
に
出
る
孔
子
に
子
路
は
不
愉
快
な
表
情
を
見
せ
た
。
「
絶
針
清
浄
で
あ
る

筈
の
夫
子
が
汚
ら
は
し
い
淫
女
に
頭
を
下
げ
た
と
い
ふ
だ
け
で
既
に
面
白
く
な
い
」
と
思
う
彼
は
、
孔
子
が
南
子
風
情
の
要
求
な
ど
は

黙
殺
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
挨
拶
に
出
た
孔
予
に
は
、
理
想
や
使
命
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め

に
現
実
と
妥
協
す
る
こ
と
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
、
柔
軟
な
処
世
態
度
が
見
出
せ
る
。
「
現
貰
主
義
者
、
臼
常
生
活
中
心
主
義
者
た
る
」

孔
子
は
、
そ
の
使
命
の
た
め
、
世
俗
を
認
識
し
、
必
ず
し
も
「
絶
封
清
浄
で
あ
る
」
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
我
々
は
一
つ
の
事
実
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
い
く
ら
子
路
が
孔
子
を
敬
愛
し
て
い
る
と
は
い
え
、

彼
が
自
ら
の
頭
に
描
い
た
孔
子
像
と
実
在
す
る
孔
子
と
の
聞
に
は
〈
ズ
レ
〉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
に
対
し
て
愛
情
を
持

っ
て
い
て
も
自
ら
の
理
念
を
持
た
な
い
子
路
に
と
っ
て
は
、
理
想
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
孔
子
の
見
せ
た
処
世
態
度
は
理
解
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。
弟
子
へ
の
愛
情
を
持
っ
て
い
て
も
、
遠
い
未
来
に
視
線
を
注
い
で
い
る
孔
子
は
子
路
の
望
み
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な



い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
ズ
レ
〉
は
必
ず
し
も
不
変
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
十
一
章
で
、
子
路
が
一
人
孔
子

（

7）
 

の
一
行
に
遅
れ
て
歩
い
て
い
く
途
中
に
隠
者
と
出
会
い
、
彼
は
初
め
て
〈
他
者
v

に
対
し
て
孔
子
を
語
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
柴
し
み
全
く
し
て
始
め
て
志
を
得
た
と
い
へ
る
。
志
を
得
る
と
は
軒
寛
の
謂
で
は
な
い
」
と
そ
の
隠
者
は
孔
子
の
行
動
を
「
軒
昆

の
謂
」
と
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
孔
子
ら
の
行
動
を
「
世
俗
的
な
虚
柴
心
」
と
理
解
し
た
子
路
と
共
通
し
て
い
る
。

隠
者
の
「
潅
然
無
極
」
の
生
活
を
「
之
も
又
一
つ
の
美
し
き
一
生
き
方
に
は
違
ひ
な
い
」
と
子
路
は
そ
の
生
活
に
共
鳴
を
感
じ
た
。
「
褐

を
被
て
玉
を
懐
く
」
と
い
う
生
き
方
を
志
向
し
て
い
る
子
路
の
根
源
に
、
「
潅
然
無
極
」
を
理
想
と
す
る
隠
者
と
共
通
す
る
部
分
が
あ

中島敦「弟子」論

る
た
め
に
、
彼
が
隠
者
の
生
活
に
憧
れ
を
感
じ
て
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
羨
望
を
感
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
隠
者
が
孔
子

の
行
動
を
誤
解
す
る
こ
と
を
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。

今
ま
で
彼
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
の
は
孔
子
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
彼
が
孔
子
と
共
に
放
浪
の
親
苦
を
味
わ
う
理
由
は
孔
子
へ
の
敬

愛
の
情
で
あ
っ
て
、
こ
の
旅
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
は
、
彼
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

老
人
に
孔
子
の
理

想
を
語
る
事
に
よ
っ
て
、
彼
は
初
め
て
孔
子
を
自
ら
が
描
い
た
枠
か
ら
外
し
、
新
た
な
視
点
を
獲
得
し
孔
子
の
理
想
を
考
え
始
め
た
の

で
あ
ろ
う
。
老
人
の
隠
者
生
活
に
羨
望
を
感
じ
た
子
路
が
そ
の
老
人
の
行
動
に
「
憎
悪
」
を
覚
え
始
め
た
こ
と
は
、
子
路
が
昔
の
子
路

と
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。

本
作
品
の
第
十
二
章
で
、

工
伊
商
陽
に
つ
い
て
子
路
と
孔
子
と
の
聞
に
問
答
が
あ
っ
た
。
工
伊
商
陽
は
呉
国
を
討
つ
際
に
、

一
人
を

射
る
ご
と
に
目
を
覆
っ
て
、
三
人
を
殺
し
た
後
に
戦
地
か
ら
車
を
返
し
た
。
そ
の
工
伊
商
陽
の
行
動
に
対
し
て
、
孔
子
は
「
人
を
殺
す

の
中
、

又
瞳
あ
り
」
と
感
心
し
た
が
、
子
路
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
「
人
臣
の
節
、

君
の
大
事
に
嘗
り
て
は
、
唯
力
の
及
ぶ
所
を
壷
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く
し
、
死
し
て
而
し
て
後
に
巳
む
。
夫
子
何
ぞ
彼
を
善
し
と
す
る
？
」
と
彼
は
孔
子
に
反
論
し
た
。
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こ
の
場
面
は
こ
の
作
品
で
孔
子
が
初
め
て

そ
し
て
唯

「
一
言
も
無
い
」
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

子

路
と
孔
子
が
初
め
て
同
じ
次
一
冗
で
、
食
い
違
い
が
な
い
状
態
で
話
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
、
孔
子
の
行
動
の
真
意
を
理

解
で
き
な
い
子
路
は
孔
子
の
行
動
に
対
し
て
た
だ
「
不
愉
快
な
顔
」
を
し
、
自
ら
の
不
満
を
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
十
二
章
の
子
路

は
孔
子
の
教
え
に
則
っ
て
、
孔
子
と
同
じ
位
置
で
物
事
を
論
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
子
路
の
成
長
は
後
に
「
積
極
的
な
命
な

り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
更
に
確
認
さ
れ
る
。

子
路
は
「
一
小
固
に
限
定
さ
れ
な
い
・
一
時
代
に
限
ら
れ
な
い
・
天
下
寓
代
の
木
鐸
」
と
し
て
の
使
命
に
目
覚
め
、
彼
の
視
線
は
、

孔
子
か
ら
離
れ
て
、
世
俗
に
移
っ
て
い
た
。
よ
り
広
い
意
味
で
言
え
ば
、
後
世
に
移
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
第
七
章
で
、
「
孔
子
が
嘆

じ
た
の
は
天
下
蒼
生
の
為
だ
っ
た
が
、

子
路
の
泣
い
た
の
は
天
下
の
為
で
は
な
く
、
孔
子
一
人
の
為
で
あ
る
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。

か
つ
て
の
子
路
に
と
っ
て
は
「
天
下
蒼
生
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
孔
子
の
理
想
に
留
ま
り
、
彼
自
身
に
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。

し
か
し
、
自
ら
の
運
命
に
目
覚
め
た
子
路
の
視
線
は
孔
子
か
ら
離
れ
、
自
ら
「
天
下
蒼
生
」
を
考
え
始
め
た
。
そ
れ
は
子
路
の
成
長
が

孔
子
に
近
付
き
つ
つ
あ
る
の
を
意
味
す
る
反
面
、

子
路
が
双
方
の
「
天
下
蒼
生
」
に
対
す
る
認
識
の
違
い
を
意
識
し
始
め
た
こ
と
を
も

意
味
す
る
。
第
十
四
章
に
、
師
に
再
拝
し
て
謝
し
、
「
欣
然
と
し
て
任
に
赴
い
た
」
子
路
は
、
単
純
に
師
の
教
え
、

理
想
を
理
解
す
る

だ
け
の
弟
子
で
は
な
く
な
る
。
師
の
教
え
を
背
負
っ
て
、
自
分
な
り
の
理
解
で
実
践
し
て
い
く
弟
子
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
、
聖
者
の
孤
独

こ
の
作
品
の
最
後
で
「
老
聖
人
は
作
立
膜
目
す
る
こ
と
暫
し
、

や
が
て
潜
然
と
し
て
涙
下
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
は
孔
子
を

「
老
聖
人
」
と
称
し
た
。
こ
の
孔
子
の
存
在
を
「
そ
の
行
動
の
荒
々
し
い
粗
野
な
青
年
の
内
面
を
照
ら
し
出
す
鏡
の
働
き
を
、
作
者
は
、



（

8）
 

孔
子
に
付
与
し
て
い
る
」
と
漬
川
氏
が
指
摘
し
、
孔
子
は
子
路
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
可
能
性
を
見
出
し
た
人
物
と
位
置
づ
け
た
。
そ

の
よ
う
な
孔
子
を
子
路
は
「
大
丈
夫
な
人
」
「
大
才
、
大
徳
」
の
人
物
と
し
て
評
価
し
た
。
子
路
の
眼
に
は
、
孔
子
は
完
全
に
近
い
偉

大
な
る
聖
人
と
し
て
映
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
孔
子
の
存
在
に
つ
い
て
、
木
村
氏
は
「
子
路
に
と
っ
て
は
「
規
範
」
と
も
考
え
ら
れ

（

9）
 

る
も
の
」
と
指
摘
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
聖
人
」
、
「
規
範
」
と
造
型
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
孔
子
像
と
魁
揮
す
る
描
写
が
数
カ
所
に
見
出
さ
れ
る
。

作
品
中
、
子
路
の
描
写
は
ほ
と
ん
ど
孔
子
の
目
を
通
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孔
子
の
描
写
に
は
子
路
に
限
ら
ず
、

中島敦「弟子」論

他
の
登
場
人
物
や
弟
子
達
の
視
線
も
導
入
さ
れ
、

よ
り
複
眼
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
者
の
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
「
聖

人
」
で
あ
る
孔
子
を
描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
人
物
の
視
点
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
。
様
々
な
登
場
人
物
の
視
点
を
取
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
孔
子
の
持
つ
様
々
な
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
此
の
丈
の
高
い
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
爺
さ
ん
を
、
霊
公
が
無
闇
に
賢
者
と
し
て
尊
敬
す
る
の
が
、
南
子
に
は
面
白
く
な
い
」
と

南
子
の
心
理
を
叙
述
し
、
孔
子
の
俗
人
の
一
面
を
語
ら
せ
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
孔
子
は
欣
ん
で
服
を
改
め
」
、

「
孔
子
も
流
石
に
不
愉
快
に
な
り
」
、
「
冷
や
か
に
公
の
様
子
を
窺
ふ
」
、
「
寂
し
げ
な
孔
子
」
と
、
孔
子
の
持
つ
喜
怒
哀
楽
の
側
面
が
語

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
冷
静
さ
を
保
ち
心
の
動
き
を
簡
単
に
見
せ
な
か
っ
た
孔
子
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
視

点
は
南
子
の
よ
う
な
儒
教
外
部
の
人
間
の
見
方
で
あ
る
た
め
、
表
面
的
な
批
判
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

一
方
、
「
絶
封
に
人
に
信
頼
を

起
さ
せ
る
夫
子
の
時
間
舌
の
中
の
・
僅
か
百
分
の
一
が
、
時
に
、
夫
子
の
性
格
の

（
其
の
性
格
の
中
の
・
絶
封
普
遍
的
な
真
理
と
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
極
少
部
分
の
）
薄
明
に
用
ひ
ら
れ
る
倶
れ
が
あ
る
」
と
孔
門
の
一
人
で
あ
る
子
貢
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
、
孔
子
に
あ
る
巧
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弁
の
一
面
が
語
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
、

子
貢
の
果
す
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。
子
貢
に
孔
子
の
こ
の
一
面
を
語
ら
せ
る
作
者
の
意
図
は
、
後
の
子
路
の
孔
子
批
判

へ
の
布
石
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
子
貢
を
経
ず
に
、
直
接
、
子
路
に
よ
っ
て
孔
子
の
「
明
哲
保
身
」
の
一
面
を
語
ら
せ
た
ら
、

そ
の
内
容

の
客
観
性
が
疑
わ
れ
る
。
同
じ
弟
子
で
あ
る
が
、
第
三
者
と
し
て
客
観
的
な
立
場
に
立
つ
子
貢
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
明
哲
保
身
を
最
上
智
と
考
へ
る
傾
向
が
、
時
々
師
の
言
説
の
中
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
子
路
の
考
え
方
が
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
孔
子
を
悪
く
捉
え
る
と
、

子
路
が
孔
子
か
ら
受
け
継
い
だ
「
超
時
代
的
な
使
命
」
は
何
の
意
味
も
持
た
な
く
な
る

恐
れ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
第
八
章
は
「
弟
子
」
に
お
い
て
異
質
な
存
在
で
あ
る
。
作
品
全
編
は
子
路
或
い
は
子
路
と
孔
子
の
関

係
を
中
心
に
語
る
の
に
対
し
て
、
第
八
章
だ
け
は
子
貢
ま
た
は
、
子
貢
と
孔
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
中
心
に
語
ら
れ
る
。
前
半
に
お
い
て

孔
子
の
「
警
戒
す
べ
き
黙
」
を
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
子
路
へ
の
布
石
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
半
に
子
貢
の
奇
妙

な
質
問
を
め
ぐ
る
子
貢
と
孔
子
の
問
答
を
設
定
す
る
意
図
は
不
明
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
子
路
と
孔
子
の
物
語
の
中
に
、
こ
の
子

貢
を
中
心
人
物
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
い
い
の
か
が
問
わ
れ
る
。

「
死
者
は
知
る
こ
と
あ
り
や
？

持
た
知
る
こ
と
な
き
ゃ
？
」
と
い
う
子
貢
の
質
問
に
対
じ
て
、

そ
の
質
問
の
意
味
を
理
解
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
子
は
「
凡
そ
見
嘗
違
ひ
の
返
辞
」
を
し
た
。
こ
の
孔
子
の
答
、
え
を
子
貢
は
甚
だ
「
不
服
」
、
「
不
満
」
と
思
つ

た
の
で
あ
る
。
「
此
の
優
れ
た
弟
子
の
関
心
の
方
向
を
換
へ
ょ
う
」
と
い
う
孔
子
の
苦
心
を
理
解
で
き
な
い
子
貢
の
目
に
は
、
満
足
で

き
る
答
え
が
得
ら
れ
な
い
師
の
言
動
は
「
舗
が
巧
過
ぎ
る
」
と
し
か
見
え
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、

子
貢
の
視
点
の
限
界
、
狭
さ
が
露

呈
さ
れ
、
彼
の
孔
子
へ
の
理
解
の
正
し
さ
に
疑
い
が
生
じ
る
。
こ
の
限
界
の
あ
る
視
点
を
持
つ
子
貢
は
作
者
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た

反
転
装
置
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
視
点
の
限
界
の
露
呈
に
よ
っ
て
、
子
貢
自
身
の
孔
子
認
識
が
反
転
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

子
路
の
認



識
し
た
孔
子
像
の
反
転
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
子
路
に
は
「
没
利
害
性
」
が
働
く
こ
と
に
よ
り
、
孔
子
の
あ
る
側
面
が
「
明
哲

保
身
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
一
見
子
路
と
子
貢
の
孔
子
像
が
崩
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
あ
く
ま
で
も
両
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
の
孔
子
像
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
者
は
第
八
章
の
前
半
で
子
貢
の
言
葉
を
用
い
子
路
の
訴
え
に
真
実
性
を

持
た
せ
る
一
方
、
後
半
で
子
貢
の
視
点
の
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
貢
と
子
路
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
孔
子
の
非

聖
人
像
を
反
転
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
孔
子
を
基
本
的
に
「
聖
人
」
と
し
て
描
き
な
が
ら
、

そ
の
非
聖
人
的
一
面
を
描
く
必
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

中島敦「弟子」論

子
路
の
此
の
傾
向
（
筆
者
注
一
没
利
害
性
）
は
、
孔
子
以
外
の
誰
か
ら
も
徳
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
一
種
の
不
可
解
な
愚
か
さ

と
し
て
映
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
路
、
の
勇
も
政
治
的
才
幹
も
、
此
の
珍
し
い
愚
か
さ
に
比
べ
れ
ば
、
も
の
の
数
で
な
い
こ

と
を
、
孔
子
だ
け
は
良
く
知
っ
て
ゐ
た
。
（
二
）

こ
の
よ
う
に
、
子
路
の
「
没
利
害
性
」
を
孔
子
は
無
類
の
美
点
と
見
倣
し
、
子
路
の
生
き
方
に
一
種
の
美
を
感
じ
た
。
子
路
に
美
を
見

出
し
た
孔
子
の
心
情
は
、
隠
者
の
生
活
を
一
つ
の
美
し
さ
と
し
て
羨
望
し
た
子
路
の
心
情
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
子
路
の
中
に
隠
者

と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
同
様
に
、
孔
子
の
中
に
も
、
子
路
と
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
子
路
が
隠
者
の
よ
う

な
生
き
方
を
断
念
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

い
く
ら
共
鳴
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
て
も
、
「
中
庸
へ
の
本
能
」
の
持
ち
主
で
あ
る
孔
子

に
は
子
路
の
よ
う
な
生
き
方
は
出
来
な
い
。
自
分
の
出
来
な
い
生
き
方
で
勇
敢
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
子
路
の
姿
を
前
に
し
て
べ
聖

者
・
孔
子
に
あ
る
種
の
〈
限
界
〉
あ
る
い
は
〈
淋
し
さ
〉
が
漂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
孔
子
を
「
聖
人
」
に
造
型
す
る
一
方
、

そ
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の
非
聖
人
の
一
面
が
描
か
れ
る
の
は
、
孔
子
は
「
聖
人
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、

有
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
聖
人
」
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
〈
淋
し
さ
〉
を
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＝
一
、
〈
弟
子
〉
と
し
て
の
死

第
十
六
章
で
、
子
路
は
死
ぬ
際
に
「
見
よ
！

君
子
は
、
冠
を
、

正
し
う
し
て
、
死
ぬ
も
の
だ
ぞ
！
」
と
叫
ん
だ
。
子
路
の
死
は
早

く
「
恐
ら
く
、
尋
常
な
死
に
方
は
し
な
い
で
あ
ら
う
」
と
孔
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
が
自
ら
を
君
子
と

名
乗
る
行
動
に
は
少
し
の
兆
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
臨
終
の
時
に
自
ら
の
こ
と
を
君
子
と
叫
ん
だ
こ
と
は
、
彼
の
死
に
つ
い
て
の

解
釈
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
君
子
に
視
点
を
置
き
、
考
察
を
進
め
る
。

こ
の
作
品
の
第
三
章
に
子
路
が
孔
子
を
庇
し
た
者
を
腕
力
で
倒
そ
う
と
し
た
場
面
が
あ
る
ー
そ
の
子
路
の
行
動
に
対
し
て
孔
子
は
次

の
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
た
。

古
の
君
子
は
忠
を
以
て
質
と
な
し
仁
を
以
て
衛
と
な
し
た
。
不
善
あ
る
時
は
則
ち
忠
を
以
て
之
を
化
し
、
侵
暴
あ
る
時
は
則
ち
仁
を
以
て
之

を
固
う
し
た
。
腕
力
の
必
要
を
見
ぬ
所
以
で
あ
る
。
兎
角
小
人
は
不
遜
を
以
て
勇
と
見
倣
し
勝
ち
だ
が
、
在
平
hη
白
骨
い
れ
｝
民
義
紅
型
ワ
か
己
い
と

の
謂
で
あ
る
云
々
。
神
妙
’
仁
子
路
は
聞
い
て
ゐ
た
。
（
三
）

後
に
、
「
所
謂
君
子
な
る
も
の
が
俺
と
同
じ
強
さ
の
念
怒
を
感
じ
て
尚
且
つ
そ
れ
を
抑
へ
得
る
の
だ
っ
た
ら
、

そ
り
ゃ
偉
い
」
と
い
う

伎
の
言
葉
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
は
孔
子
の
描
い
た
「
君
子
な
る
も
の
」
の
〈
基
準
〉
に
基
づ
い
て
自
ら
を
「
君
子
な
る
も
の
」
と
区
別

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
孔
子
を
毘
す
者
を
拳
で
倒
す
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
自
分
の
行
動
が
、
「
君
子
」

の
〈
基
準
〉

に
は
み
出
す
と
認
識
し
た
た
め
で
あ
る
。
作
品
の
結
末
に
「
君
子
は
」
と
叫
ん
だ
こ
と
は
自
ら
の
行
動
が
そ
の
〈
基
準
〉
に
叶
っ
た
と

い
う
子
路
の
心
理
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
の
心
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
事
件
当
日
の
場
面
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
効
な
手
掛
か

り
と
な
る
。



「
自
分
の
直
接
の
主
人
に
嘗
る
」
、
「
孔
家
の
禄
を
喰
む
身
で
は
な
い
か
。
何
の
為
に
難
を
避
け
る
？
」
な
ど
、
事
件
当
日
の
子
路
の

言
葉
を
考
え
て
み
れ
ば
、
「
人
臣
の
節
、
君
の
大
事
に
嘗
り
て
は
、
唯
力
の
及
ぶ
所
を
壷
く
し
、
死
し
て
而
し
て
後
に
巴
む
」
と
い
う

丘
、
仁
義
の
道
を
抱
き
乱
世
の
患
に
遭
ふ
。
何
ぞ
窮
す
と
な
さ
ん
や
」
と
、
孔
子

信
念
が
彼
の
行
動
を
支
え
て
い
る
。
か
つ
て
「
今
、

は
君
子
の
処
世
精
神
を
子
路
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
精
神
に
依
拠
し
、
子
路
は
早
く
か
ら
「
政
饗
の
機
運
の
濃
く
漂
っ
て
ゐ

る
」
こ
と
を
察
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
難
を
自
ら
の
「
命
な
り
」
と
理
解
し
、
そ
の
運
命
を
避
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
「
憤
慨
し
て
衝
突
し
、
官
を
辞
」
す
る
子
路
像
は
既
に
遠
い
昔
の
話
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

中島敦「弟子j論

「
正
義
派
は
亡
ぴ
は
せ
ぬ
ぞ
！
」
と
い
う
言
葉
か
ら
彼
は
自
ら
の
行
動
が
正
義
の
伴
う
も
の
と
認
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
正

義
ゆ
え
に
、
彼
は
自
ら
の
行
動
が
孔
子
の
語
っ
た
「
君
子
の
勇
と
は
義
を
立
つ
る
こ
と
」
と
い
う
〈
基
準
〉
に
叶
う
も
の
、
す
な
わ
ち

「
君
子
」
に
あ
た
る
と
考
え
、
「
君
子
た
る
」
死
に
方
で
死
ぬ
べ
き
だ
と
自
ら
に
課
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
形
を
軽
蔑
し
つ
づ
け
て
き
た

子
路
が
、
何
の
時
帰
路
い
も
な
く
冠
を
正
し
て
死
ん
だ
理
由
な
の
で
あ
る
。
「
形
式
主
義
へ
の
本
能
的
忌
避
」
に
よ
っ
て
、
子
路
は
す
べ

て
の
形
を
軽
蔑
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
路
が
形
式
を
不
満
に
思
う
の
は
精
神
、
行
動
の
伴
わ
な
い

場
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
行
動
に
伴
っ
て
初
め
て
形
が
意
味
を
持
つ
と
子
路
は
考
え
て
い
る
。

死
ぬ
直
前
に
「
見
よ
！
」
と
叫
ん
だ
子
路
が
明
ら
か
に
〈
誰
か
〉
を
意
識
L
て
行
動
し
た
こ
と
は
早
く
に
藤
村
猛
氏
に
指
摘
さ
れ

（

9）
 

た
。
ま
ず
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
、
自
ら
の
使
命
に
目
覚
め
た
子
路
は
、
孔
子
と
同
様
に
後
世
の
人
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
、
事
件
の
現
場
に
集
め
ら
れ
た
群
臣
を
意
識
し
、
臣
下
と
し
て
の
節
を
全
う
し
た
自
分
の
姿
を
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
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気
風
に
影
響
を
与
え
た
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
子
路
に
と
っ
て
自
分
の
死
に
様
を
最
も
見
せ
た
い
人
物
は
政
変
の
現
場

か
ら
離
れ
て
い
る
孔
子
で
あ
ろ
う
。
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第
十
五
章
、
斉
の
陳
恒
が
そ
の
君
を
試
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
孔
子
は
義
の
た
め
に
斉
を
伐
つ
こ
と
を
魯
の
哀
公
に
請
う
た
が
、
斉

の
強
さ
を
恐
れ
た
哀
公
は
こ
れ
に
賛
成
し
な
い
。
「
無
駄
と
は
知
り
つ
つ
も
一
磨
は
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
己
の
地
住
だ
」
と
い
う
孔
子
の

姿
勢
に
子
路
は
「
夫
子
の
し
た
事
は
、

た
だ
形
を
完
う
す
る
為
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
」
と
不
満
を
感
じ
た
。
し
か
し
、
魯
候
を
動
か

し
て
斉
を
伐
つ
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
知
り
尽
く
し
、
無
駄
と
知
り
つ
つ
も
、
国
老
と
し
て
「
言
は
ね
ば
な
ら
」
な
い
の

は
「
中
庸
」
の
人
間
孔
子
と
し
て
の
最
大
の
努
力
、

又
は
、
限
界
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
孔
子
の
行
動
は
、
無
駄
と
は

知
り
つ
つ
も
「
諌
死
」
ま
で
す
る
子
路
の
眼
に
は
単
に
形
に
留
ま
っ
て
、
実
行
に
移
さ
な
い
と
し
か
み
え
な
い
。

子
路
が
死
を
以
て
孔
子
に
み
せ
た
い
の
は
、
「
結
局
此
の
世
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、

一
身
の
安
全
を
計
る
こ
と
に
在
る
の
か
？
」

い
や
、
こ
の
世
の
中
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
「
身
を
捨
て
て
義
を
成
す
こ
と
」
に
あ
る
、
個
人
の
「
出
慮
進
退
の
適
不
適
」
よ
り
、

「
天
下
蒼
生
の
安
危
」
が
大
切
だ
と
い
う
彼
の
答
え
で
あ
る
。

そ
し
て
、
衛
の
政
変
を
聞
い
て
「
部
座
」
に
、
孔
子
は
空
間
を
越
え
て
子
路
の
叫
ぴ
を
聞
い
た
か
の
よ
う
に
「
柴
（
子
主
山
）
や
其
れ

鯖
ら
ん
。
由
や
死
な
ん
」
と
言
っ
た
。
子
路
の
行
動
に
つ
い
て
孔
子
は
何
の
コ
メ
ン
ト
も
し
な
か
っ
た
。
子
路
に
と
っ
て
は
自
分
が
君

子
と
成
っ
た
一
面
で
あ
り
、

そ
の
成
長
し
た
自
分
を
師
に
見
せ
る
の
は
〈
弟
子
〉
と
し
て
す
べ
て
を
か
け
て
も
成
し
た
い
願
望
で
あ
る
。

全
身
の
力
を
絞
っ
て
叫
ん
だ
子
路
は
自
ら
の
行
動
が
君
子
に
あ
た
る
と

い
さ
さ
か
の
遼
巡
も
な
く
固
く
信
じ
て
い
る
。
し
か
し

し、

く
ら
子
路
が
固
く
信
じ
た
と
し
て
も
「
急
い
で
死
ぬ
る
ば
か
り
が
能
で
は
な
い
」
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
前
に
す
る
と
、
子
路
の
君
子

と
し
て
の
死
に
は
暗
い
影
が
差
し
て
く
る
。
孔
子
か
ら
み
た
子
路
は
果
し
て
君
子
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
、
こ
れ
ま
で
も
絶
え

ず
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
子
路
に
と
っ
て
自
分
が
君
子
で
あ
る
か
ど
う
か
は
命
よ
り
大
事
な
問
題
で
あ
る
が
、
果
し
て
孔
子
に
と
っ
て
こ

の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
子
路
の
「
愚
か
さ
」

の
美
を
「
孔
子
だ
け
は
良
く
知
っ
て
ゐ
」
て
、
誰
よ



り
も
評
価
す
る
理
由
は
、
彼
等
に
共
通
し
あ
う
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
子
路
の
生
き
方
は
他
の
人
に
ど
の
よ

う
に
「
愚
か
」
と
思
わ
れ
で
も
、
同
じ
「
愚
か
さ
」
を
共
有
す
る
孔
子
の
涙
に
よ
っ
て
そ
の
美
が
保
証
さ
れ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

中島敦 f弟子」論

「
師
の
智
慧
の
大
き
さ
も
判
」
り
、
師
の
「
奉
措
の
意
味
も
」
領
け
、
「
孔
子
と
い
ふ
も
の
の
大
き
な
意
味
を
つ
か
み
得
た
ゃ
う
で
あ

る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
路
は
己
の
「
愚
か
さ
」
に
殉
じ
た
と
い
う
読
み
は
従
来
の
「
弟
子
」
論
に
共
通
す
る
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
強
調
し
た
い
の
は
、
子
路
と
孔
子
の
関
係
は
そ
の
〈
に
も
か
か
わ
ら
ず
〉
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
孔

子
と
い
ふ
も
の
の
大
き
な
意
味
を
つ
か
み
得
た
ゃ
う
」
に
な
っ
た
〈
か
ら
こ
そ
V

に
あ
る
。
魯
国
の
紛
乱
に
「
官
を
辞
」
し
た
子
路
に

は
、
「
天
下
蒼
生
」
は
念
頭
に
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
一
身
の
潔
さ
を
全
う
す
る
子
路
像
が
窺
え
る
。
そ
の
子
路
な
ら
、
衛
の

内
乱
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

一
歩
進
ん
で
言
え
ば
、
彼
は
生
涯
孔
子
の
「
番
犬
」
と
し
て
孔
子
か
ら
離
れ
な
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
子
路
は
自
ら
の
運
命
に
目
覚
め
た
。
そ
し
て
、

そ
の
き
っ
か
け
は
や
は
り
子
路
の
孔
子
へ
の
敬
愛
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
敬
愛
に
よ
っ
て
彼
は
「
天
下
蒼
生
」
に
眼
を
向
け
、
孔
子
の
保
護
か
ら
出
て
世
俗
に
歩
き
出
し
、

と
り
わ
け
、
時
代
の
悪
意
に
向

か
っ
た
。
そ
こ
に
、
師
か
ら
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
へ
の
使
命
感
に
よ
っ
て
、
ー
子
路
は
一
人
の
〈
弟
子
v

と
し
て
そ
の
所
与
さ
れ
た
運
命
を

必
然
と
考
え
、
更
に
そ
の
必
然
を
自
由
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
子
路
は
師
の
「
超
時
代
的
な
使
命
」
に
目
覚
め
た

か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
一
日
一
事
あ
る
場
合
真
先
に
夫
子
の
為
に
」
描
と
う
と
す
る
生
命
を
「
天
下
蒼
生
」
の
た
め
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
本
作
品
の
題
名
「
弟
子
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
の
テ
l
マ
は
子
路
の
「
愚
か
さ
」
に
は
な
い
。
ま
た
、
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「
師
弟
愛
」
に
も
限
つ
て
は
い
な
い
。
テ
ー
マ
は
そ
の
「
弟
子
」
に
あ
る
。
「
師
」
と
「
弟
」
は
「
蒼
生
」
を
思
う
心
は
同
じ
で
あ
る
が
、



そ
の
形
は
異
な
る
が
、

そ
の
精
神
は
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師
は
「
中
庸
」
と
し
て
の
表
現
方
法
で
表
現
し
、
弟
子
は
弟
子
と
し
て
の
表
現
方
法
で
表
現
し
、

そ
の
受
け
た
教
え
を
実
践
に
移
す
の
も

繋
が
っ
て
い
る
。
弟
子
と
い
う
の
は
師
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
師
か
ら
離
れ
、

子
路
は
世
俗
へ
、
自
分
の
運
命
へ
と
向
か
っ
て
歩
み

弟
子
と
し
て
の
務
め
で
あ
ろ
う
。
孔
子
か
ら
受
け
継
い
だ
使
命
を
基
軸
と
し
て
、

出
し
た
。
こ
の
子
路
の
姿
こ
そ
が
「
弟
子
」
の
主
題
で
あ
ろ
う
。

註
（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4）
 

篠
田
一
土
「
『
弟
子
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
中
島
敦
研
究
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
・
一
二

模
林
混
二
「
「
弟
子
」
の
構
想
」
『
現
代
文
シ
リ
ー
ズ
日
「
中
島
敦
」
』
尚
学
図
書
、
一
九
八
三
・
五

木
村
一
信
「
『
弟
子
」
論
1
己
が
性
情
へ
の
指
向

i
」
『
中
島
敦
論
」
双
文
社
、
一
九
八
六
・
二

富
田
一
生
「
中
島
敦
『
弟
子
』
詳
細
」
『
日
本
文
萎
研
究
」
第
四
十
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
七
・
三
「
子
路
は
孔
子
と
の
調
和
と
不
調

和
の
激
し
い
闘
争
を
演
じ
つ
つ
、
自
己
を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
島
が
『
弟
子
』
に
お
い
て
、
試
み
た
ド
ラ
マ
で
あ

った」。

越
智
良
二
「
「
弟
子
」
の
基
軸
」
『
国
文
学
孜
』
第
六
十
八
号
、
一
九
七
五
・
八

演
川
勝
彦
「
弟
子
」
『
中
島
敦
の
作
品
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
七
六
・
九

第
三
章
と
第
九
章
で
子
路
が
孔
子
を
足
す
人
々
や
南
子
に
「
拳
」
を
あ
げ
る
場
面
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
が
孔
子
を
語
る
場

面
は
こ
の
一
カ
所
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
子
路
は
初
め
て
〈
門
人
以
外
〉
の
人
物
、
し
か
も
儒
教
的
な
価
値
観
を
持
た
な
い
人
物
に

孔
子
を
語
っ
た
。
そ
の
意
味
で
老
人
を
〈
他
者
〉
と
し
て
捉
え
る
。

（8
）
注
（
6
）
に
同
じ
。

（9
）
注
（
3
）
に
同
じ
。

（
叩
）
藤
村
猛
「
中
島
敦
「
弟
子
」
論
」
『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
一
号
、
一
九
九
三
・
一

O

※
「
弟
子
」
の
本
文
は
『
中
島
敦
全
集
1
』
（
筑
摩
書
房
二

O
O
一
・
一

O
）
に
拠
っ
た
。
傍
点
は
凡
て
作
者
に
拠
る
。

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7）
 



本
稿
は
、
二

O
O
一
年
度
阪
神
近
代
文
学
会
冬
季
大
会
（
十
二
月
八
日
、
於
関
西
学
院
大
学
）
で
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
き
、
加
筆
・
訂
正
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
の
内
外
で
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
深
い
感
謝
の
念
を
表
し
た
い
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY 52 

A Study of Nakajima Atsushi’s“Des hi” 

L IAO, Hsiu-Chuan 

The short story 

February 1943 edition of the magazine Chuokoron. As can be seen 

in the original draft, the work’s original title was“Shiro”（the name 

of the ρrotagonおt).However, as the author reworked the text, he 

changed the title to“Shitei”（Ma,sfer and Disciple) and then finally 

to“Des hi”. Previous scholarship on the Nakajima’s short story has 

focused on delineating the influence of the Confucian classics on the 

text, examinations of the process by which the text was created, and 

formalist and structuralist analyses of the text. Moreover, there has 

also been some scholarly interest in the relationship between the 

changes in title and the story of the downfall and death of Shiro, the 

hero the short story. This paper will attempt to shed new light on 

the text by focusing on the maturation of the main character. 
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