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「
源

叔

父

」

の

方

法

上
、
中
、
下
か
ら
な
る
国
木
田
独
歩
の

「
源
叔
父
」
は
、
上
に
お
け
る
年
若

き
教
師
に
独
歩
の
分
身
を
見
、
中
、
下
に
お
い
て
は
、
少
年
乞
食
紀
州
へ
の
源

叔
父
の
か
か
わ
り
方
に
独
歩
の
い
わ
ゆ
る
信
子
体
験
を
重
ね
る
。
あ
た
か
も
そ

れ
が

「
源
叔
父
」
把
握
の
前
提
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
あ
る

い
は
ま
た
、
詩
や
日
記
、
他
の
小
説
を
導
入
し
て

「
源
叔
父
」
を
位
置
付
け
よ

う
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
枠
組
が
、
「
源
叔
父
」
の
作
品
世
界
を
多
様
な
角
度

か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
妻
子
を
失
っ
て
孤

独
と
な
り
歌
わ
な
く
な
っ
た
老
船
頭
の
源
叔
父
の
履
歴
を
年
若
き
教
師
が
宿
の

主
人
か
ら
聞
き
、
そ
の
後
の
悲
惨
な
結
末
を
知
ら
な
い
ま
ま
今
な
お
同
情
を
募

ら
せ
て
い
る
と
い
う
、
上
。
源
叔
父
が
紀
州
を
家
に
引
き
取
り
親
子
の
情
愛
を

交
わ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
紀
州
が
出
て
行
っ
て
し
ま
い
、
源

叔
父
が
自
死
す
る
と
い
う
、
中
、
下
。
上
と
中

・
下
の
分
離
を
別
に
す
れ
ば
単

調
に
見
え
が
ち
な
展
開
や
、
独
歩
の
実
体
験
そ
の
ま
ま
の
部
分
、
実
在
モ
デ
ル

の
存
在
と
い
っ
た
こ
と
が
、
小
説
の
叙
述
の
有
り
よ
う
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
関

心
を
向
け
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。　
一
読
し
た
時
の
情
感
を
か
り
た
て

る
こ
と
に
終
始
す
る
よ
う
な
印
象
の
背
後
に
、
こ
の
作
に
固
有
の
方
法
が
隠
さ

れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
ら
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
不
間
に
さ
れ

出

原

隆

俊

て
き
た
側
面
も
考
察
し
、
「
源
叔
父
」
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

一

上
に
お
い
て
主
人
公
格
の
位
置
に
あ
り
、
下
の
最
終
部
で
も
言
及
さ
れ
る
年

若
き
教
師
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
論
述
の
都
合
上
、
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
す
る
。

源
叔
父
と
紀
州
の
か
か
わ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。
表
現
の
細

部
に
こ
だ
わ
る
こ
と
か
ら
検
討
を
進
め
て
行
く
。

中
に
お
け
る
次
の
記
述
に
ま
ず
注
目
し
よ
う
。

祭
の
日
な
ど
に
は
舞
台
据
え
ら
る
べ
き
広
辻
あ
り
、
…
…
此
処
に
来

か
ヽ
り
し
乞
食
あ
り
。
…
…
わ
な
／
ヽ
と
戦
慄
ひ
つ
ゝ
ゆ
け
り
。
此
時
又

彼
方
よ
り
来
か
ヽ
り
し
は
源
叔
父
な
り
。
二
人
は
辻
の
真
中
に
て
出
遇
ひ

ぬ
。
源
叔
父
は
其
丸
き
ロ
ド
リ
て
乞
食
を
見
た
り
。

（傍
点
論
者
、
以
下
同
様
）

両
者
の
動
き
に
対
し
て
共
通
し
て

「
来
か

ゝ
り
し
」
と
い
う
言
葉
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
広
辻
が

「
此
処
」
と
い
う
固
定
し
た
場
所
と
し
て
設
定
さ

れ
て
お
り
、
反
対
の
方
向
か
ら
や
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
両
者
が

「真
中
に

て
出
遇
」
う
。
こ
の
後
、
コ
一人
は
暫
時
日
と
目
見
合
し
て
立
ち
ぬ
」
と
い
う



記
述
が
続
く
。
こ
れ
ら
は
、
あ
た
か
も
舞
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
光
景
に
　
　
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
小
橋
の
上
ま
で
来
し
」
「
翁
は
小
走
に
足
跡
向
き
し
方

見
え
よ
う
。
引
用
の
部
分
は
卜
書
き
に
あ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
こ
の
よ
　
　
へ
と
馳
せ
ぬ
」
で
中
が
閉
じ
、
「源
叔
父
が
紀
州
を
其
家
に
引
取
り
た
り
と
い

う
な
叙
述
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
の
後
半
部
に
は
次
の
よ
う
な
個
所
　
　
ふ
事
知
れ
渡
り
」
と
下
が
始
ま
る
。
こ
こ
は
、
源
叔
父
が
袖

へ
と
姿
を
隠
し
て

が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
台
が
暗
転
す
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

影
の
如
き
人
今
し
も
広
辻
を
横
り
て
小
橋
の
上
を
ゆ
け
り
。
橋
の
袂
に

眠
り
し
大
頭
を
あ
げ
て
其
後
影
を
見
た
れ
ど
吠
へ
ず
。
あ
は
れ
此
人
墓
よ

り
や
脱
け
出
で
し
。
誰
に
遇
ひ
誰
れ
と
語
ら
ん
と
て
斯
は
さ
ま
よ
ふ
。
渠

は
紀
州
な
り
。

こ
の
あ
と
、
記
述
は
紀
州
の
姿
か
ら
離
れ
、
時
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
母
に
捨

て
ら
れ
て
か
ら
感
情
を
喪
失
す
る
に
至
る
紀
州
の
履
歴
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
説

明
が
閉
じ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
語
ら
れ
て
い
る
部
分
が
舞
台
上
の
時
間
の
経

過
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
記
述
が
続
く
。

源
叔
父
が
ど
の
よ
う
に
紀
州
を
説
き
伏
せ
た
か
な
ど
は
い
っ
さ
い
記
さ
れ
な
い
。

小
説
に
お
い
て
も
略
筆
は
有
る
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
舞
台
上
を
想
定
す
る

方
が
鮮
明
な
印
象
が
得
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
源
叔
父
と
紀
州
の
行
動
が
舞
台
上
に
あ
る
か
の
よ
う
な

記
述
が
な
ぜ
な
さ
れ
る
の
か
。
「
物
言
は
」
ぬ
源
叔
父
と
い
う
人
物
の
造
型
上

そ
の
内
面
の
思
慮
、
感
情
が
直
接
的
に
言
葉
で
語
ら
れ
な
い
方
が
自
然
で
あ
る
。

読
者
は
、
観
客
と
し
て
、
源
叔
父
の
振
る
舞
い
を
眺
め
そ
の
内
面
を
把
え
る
こ

と
を
要
請
さ
れ
る
。　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

紀
州
が
小
橋
を
彼
方
に
渡
り
て
よ
り
間
も
な
く
広
辻
に
来
か
ゝ
り
て
四
　
　
　
　
与
へ
し
も
の
も
言
葉
な
く
受
け
し
も
の
も
言
葉
な
く
、
互
に
嬉
し
と
も
憐

辺
を
見
廻
す
も
の
あ
り
。
手
に
は
小
さ
き
舷
燈
提
げ
た
り
。
…
…
丸
き
日
、
　
　
　
と
も
思
は
ぬ
や
う
な
り
、
紀
州
は
そ
の
ま

ゝ
行
き
過
ぎ
て
後
振
向
き
も
せ

深
き
破
、
太
き
鼻
、
邊
し
き
舟
子
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
、
源
叔
父
は
其
後
影
角
を
め
ぐ
り
て
見
え
ず
な
る
ま
で
目
送
り
つ
、

こ
こ
で
も
固
定
さ
れ
た
場
所
と
し
て
広
辻
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
い
っ
た
ん
は

「
思
は
ぬ
や
う
な
り
」
と
、
内
面
が
空
白
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記

先
の
二
人
の
出
会
い
の
場
面
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
い
っ
た
ん
別
の
場

（源
　
　
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
見
え
ず
な
る
ま
で
目
送
り
つ
」
と
い
う
動
作
が
示
さ
れ
る
。

叔
父
の
家
の
内
外
が
記
さ
れ
て
い
る
）
に
移
っ
た
あ
と
、
再
び
舞
台
は
元
に
戻
　
　
一
葉
の

「
た
け
く
ら
べ
」
に
お
け
る

「
と
は
と
ぼ
と
歩
む
信
如
の
後
か
げ
、
何

り
、
二
個
所
の
引
用
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
ま
ず
人
影
の
動
き
が
記
さ
れ
た
　
　
時
ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
見
送
る
に
」
と
い
う

一
節
が
想
起
さ

後
、
前
者
に
は

「渠
は
紀
州
な
り
」
と
あ
り
、
後
者
で
は
引
用
部
の
後
に
、
　
　
れ
る
が
、
内
面
を
平
板
な
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
よ
り
も
、
動
作
を
通

「
源
叔
父
な
ら
ず
や
Ｌ
、
と
い
う
言
葉
が
来
る
。
薄
暗
い
と
こ
ろ
か
ら
進
み
出
　
　
し
て
微
妙
な
心
理
を
読
み
取
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
「
そ
の
心
を

て
ラ
イ
ト
の
あ
た
る
所
に
来
、
人
物
が
誰
な
の
か
が
わ
か
る
と
い
う
設
定
が
共
　
　
葬
」
っ
た
と
さ
れ
る
紀
州
の
場
合
は
異
な
る
。
紀
州
に
つ
い
て
は
常
に
内
面
が

通
し
て
い
る
。
語
り
手
の
感
想
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
全
体
と
　
　
読
み
取
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
源
叔
父
と
好
対
照
に
な
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。

し
て
舞
台
上
の
動
き
を
思
わ
せ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
台
の
想
定
は
次
の
把
握
を
要
請
す
る
。
中
で
は
広
辻
が
中
心
的
な
場
で
あ

さ
ら
に
、
小
説
と
し
て
の
中
か
ら
下
へ
の
移
動
も
、
舞
台
上
の
展
開
と
し
て
　
　
っ
た
。
本
来
ひ
っ
そ
り
と
家
に
閉
じ
込
も
る
源
叔
父
が
、
紀
州
が
紡
復
す
る
場



所
で
あ
る
広
辻
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
家
と
広
辻
と
い
う
場
の
対

比
の
考
察
を
深
め
よ
う
。
ま
ず
、
紀
州
の
描
か
れ
方
を
振
り
返
る
。
さ
き
に
引

用
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
「橋
の
袂
に
眠
り
し
大
頭
を
あ
げ
て
其
後
影
を
見
た
れ

ど
吠

へ
ず
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
よ
う
。
「あ
れ
は
此
人
墓
よ
り
や
脱
け
出

で
し
」
と
続
い
て
い
た
よ
う
に
、
紀
州
は
死
者
の
世
界
に
住
む
か
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
此
童
を
乞
食
の
境
に
落
し
つ
く
し
人
情
の
世

界
の
外
に
葬
り
し
結
果
は

一
つ
な
り
き
、
」
、
「
渠
は
何
時
か
無
人
の
島
に
其
淋

し
き
巣
を
移
し
此
処
に
其
心
を
葬
り
た
り
」
と
、
三
度
に
わ
た
っ
て

「
葬
り
」

と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
で
よ
り
強
め
ら
れ
て
い
る
。
「
其
声
は
地
の
底
に
て

響
く
が
如
し
」
、
「渠
は
波
の
底
を
這
ふ
も
の
な
れ
ば
」
と
も
あ
る
。
紀
州
が
夜

に
広
辻
の
あ
た
り
を
彿
復
す
る
の
は
死
者
に
許
さ
れ
た
自
由
な
歩
み
で
あ
る
。

そ
の
紀
州
を
源
叔
父
は
閉
じ
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
我
が
家
に
囲
い
込
も
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
常
と
は
異
な
っ
て
行
動
的
と
な
っ
た
源
叔
父
は

無
論
善
意
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が

一
方
的
な
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
こ

と
が
、
家
と
広
辻
が
互
い
に
相
容
れ
な
い
場
と
し
て
最
後
ま
で
存
続
す
る
こ
と

に
示
さ
れ
る
。
末
尾
に
は
改
め
て

「
此
古
城
市
の
夜
半
に
さ
ま
よ
ふ
こ
と
前
の

如
し
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ひ
き
続
き
舞
台
と
い
う
観
点
で
見
よ
う
。
下
で
、
源
叔
父
が
紀
州
を
引
き
取

っ
た
こ
と
が
人
々
に
知
れ
渡
っ
た
と
い
う
記
述
に
続
い
て
次
の

一
節
が
あ
る
。

此
二
人
が
差
向
ひ
に
て
夕
前
に
就
く
様
こ
そ
見
た
け
れ
な
ど
滑
稽
芝
居
見

ま
ほ
し
き
心
に
て
嘲
る
者
も
あ
り
き
。

こ
れ
は
第
三
者
の
冷
淡
な
反
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
お
い
て
は
、
場

面
は
間
の
中
で
あ
っ
た
り
、
周
囲
が
子
供
だ
け
と
い
う
状
況
で
、
源
叔
父
の
行

動
は
周
辺
の
人
々
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
下
で
は
、
源
叔
父
の
動

作
は
人
々
の
視
線
の
た
だ
中
に
あ
る
。
中
に
お
け
る
、
舞
台
上
で
展
開
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
源
叔
父
の
緊
迫
し
た
状
況
を
知
っ
て
い
る
読
者
は
、
人
々
の
興
味

本
位
な
反
応
に
関
与
し
ま
い
。
し
か
し
、
下
で
夕
飩
に
か
か
わ
る
叙
述
が
頻
出

す
る
が
、
そ
れ
は
真
の
家
庭
の
成
立
に
つ
な
が
ら
ず
、
結
果
は
源
叔
父
の
徒
労

を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
滑
稽
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
外
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

憐
れ
な
情
景
と
し
て
見
る
時
、
た
し
か
に
芝
居
の

一
場
を
担
っ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

下
で
は
、
舟
の
中
が
も
う

一
つ
の
重
要
な
場
で
あ
る
。
客
か
ら

「紀
州
連
れ

て
此
度
芝
居
見
る
心
は
な
き
か
。
」
と
聞
か
れ
た
源
叔
父
は
、
「
阿
波
十
郎
兵
衛

な
ど
見
せ
て
我
子
泣
か
す
も
益
な
か
ら
ん
。
」
と
答
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
契

機
に
源
叔
父
の
感
情
は
高
潮
す
る
。
源
叔
父
は
芝
居
と
自
ら
の
状
況
を
重
ね
合

わ
せ
た
の
で
あ
る
。

悲
と
も
恥
と
も
将
た
喜
と
も
い
ひ
わ
け
難
き
情
胸
を
衝
き
つ
。
足
を
舷
端

に
か
け
櫓
に
力
加
へ
し
と
見
る
や
、
声
高
ら
か
に
歌
ひ
い
で
ぬ
。

上
で
源
叔
父
と
歌
声
が
切
り
離
せ
な
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
至

り
、
歌
声
が

「
源
叔
父
」
全
体
の
展
開
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

さ
れ
る
。
次
の
部
分
も
含
め

一
編
中
も
っ
と
も
劇
的
な
場
面
で
あ
る
。

海
も
山
も
絶
え
て
久
し
く
此
声
を
聞
か
ざ
り
き
。
う
た
ふ
翁
も
久
し
く

此
声
を
聞
か
ざ
り
き
。

歌
声
が
源
叔
父
の
意
識
の
外
に
発
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
歌
い
出
す
直

前
の
源
叔
父
は
、
「
滑
ら
か
に
語
り
い
で
し
」
、
「
其
声
さ
へ
震
へ
る
」
、
コ
百
葉

に
は
喜
充
ち
た
り
」
、
「真
顔
に
て
い
ふ
」
、
「顔
赤
ら
め
て
言
放
ち
ぬ
」
と
、
言

葉
と
表
情
を
重
ね
て
繰
り
返
し
記
述
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
舞
台
が
想

起
さ
れ
、
「櫓
に
力
加
へ
」
る
と
い
う
演
技
が
か
っ
た
動
き
が
続
く
の
で
あ
る
。

源
叔
父
は
、
海
と
山
を
背
景
に
し
て
、
そ
の
歌
声
に
聞
き
惚
れ
る
乗
客
と
と
も

に
舞
台
上
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。



芝
居
の
事
は
源
叔
父
の
念
頭
を
去
ら
な
い
。
帰
宅
後
紀
州
の
不
在
を
知
り
よ

う
や
く
探
し
あ
て
て
か
ら
、
源
叔
父
は
紀
州
に

「
明
後
日
の
夜
は
芝
居
見
に
連

れ
ゆ
く
べ
し
」
と
言
う
。
以
前
そ
の
芝
居
を
見
た
こ
と
の
あ
る
源
叔
父
は

「
そ

な
た
に
見
せ
な
ば
親
恋
し
と
思
ふ
心
必
ず
起
ら
ん
」
と
い
う
の
が
狙
い
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
今
は
次
の
こ
と
を
見
て
お

こ
う
。
源
叔
父
は
眺
め
る
存
在
と
し
て
の
観
客
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
紀
州
と

も
ど
も
舞
台
上
と

一
体
化
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
に
続
く

源
叔
父
の
夢
の
、

母
は
舞
台
見
ず
や
と
指
し
玉
ふ
。
舞
台
に
は
蛾
燭
の
光
眼
を
射
る
計
り
輝

き
た
り
。
母
が
眼
の
ふ
ち
赤
ら
め
て
泣
き
玉
ふ
を
話
し
く
思
ひ
つ
、

で
は
っ
き
り
し
よ
う
。
母
が
自
分
で
、
自
分
が
紀
州
に
置
き
代
わ
る
。
だ
が
、

源
叔
父
の
芝
居
に
か
け
る
思
い
に
紀
州
は
乗
っ
て
こ
な
い
。
逆
に
家
か
ら
消
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
で
は
饒
舌
で
さ
え
あ
る
源
叔
父
が
描
か
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
言
葉
の
な
い
無
反
応
な
紀
州
の
姿
が
提
示
さ
れ
続
け
る
。
こ
の

対
極
的
な
有
り
よ
う
は
、
源
叔
父
が
、
自
か
ら
徒
労
の
劇
を
演
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
で
振
り
返
ろ
う
。
舞
台
の
上
を
想
起

さ
せ
る
よ
う
な
叙
述
は

「
物
言
は
」
ぬ
源
叔
父
の
形
象
に
有
効
で
あ
る
。
広
辻

と
家
内
と
い
う
場
の
対
立
は
、
源
叔
父
の

一
方
的
な
思
い
入
れ
の
強
さ
を
照
ら

し
出
し
、
夕
銅
の
場
面
は
源
叔
父
の
憐
れ
な
姿
を
印
象
付
け
た
。
さ
ら
に
は
自

ら

一
つ
の
役
を
演
じ
る
か
の
よ
う
な
源
叔
父
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ

に
突
き
詰
め
ら
れ
の
は
、
源
叔
父
の
徒
労
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

二

そ
れ
で
は
、
源
叔
父
の
徒
労
を
考
え
よ
う
。
こ
こ
に
は

″
お
お
い
な
る
錯

誤
″
が
あ
る
。

中
に
お
い
て
、
先
に
見
た
の
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
語
り
手
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。

浮
世
の
波
に
漂
ふ
て
溺
る
ゝ
人
を
憐
れ
と
見
る
限
に
は
渠
を
見
出
さ
ん
こ

と
難
か
る
べ
し
、
渠
は
波
の
底
を
這
ふ
も
の
な
れ
ば
。

一
方
、
源
叔
父
は
下
で
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

渠
も
人
の
子
な
り
其
少
女
再
び
見
た
き
情
起
さ
で
や
む
べ
き
、
わ
れ
に
其

の
情
見
ぬ
く
眼
あ
り
必
ら
ず
他
所
に
は
見
じ
。

源
叔
父
も
語
り
手
が
言
う
よ
う
に
紀
州
に
通

一
遍
の
同
情
が
通
じ
な
い
こ
と
を

感
じ
て
は
い
よ
う
。
し
か
し
、
自
ら
の
苛
酷
な
体
験
を
踏
ま
え
他
者
に
は
無
い

「
見
ぬ
く
眼
」
を
信
じ
込
も
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
の
前
に
は
、

「
さ
れ
ど
さ
れ
ど
。
源
叔
父
は
頭
を
振
り
ぬ
。
否
々
渠
も
人
の
子
な
り
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
繰
り
返
し
浮
か
び
上
が
ろ
う
と
す
る
疑
念
が
あ
り
、

源
叔
父
は

「
頭
を
振
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
無
理
遣
り
追
い
払
お
う
と
す

る
。
そ
の
根
拠
を
、
重
ね
て
使
わ
れ
る

「渠
も
人
の
子
な
り
」
と
い
う
言
葉
に

求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
紀
州
は
語
り
手
に

よ
っ
て

「
人
情
の
世
界
の
外
に
葬
」
ら
れ
た
存
在
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
源

叔
父
の
思
い
込
み
は
空
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
其
少
女
再
び
見
た
き
情
」
を

起
こ
す
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
自
己
の
体
験
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
発
想
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
愛
を
得
た
経
験
の
あ
る
自
己
と
愛
を
失
っ
た
経
験
し
か
な

い
紀
州
と
の
履
歴
の
落
差
へ
の
視
点
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は

″大
い

な
る
錯
誤
〃
と
言
う
し
か
な
い
。

現
実
に
は
源
叔
父
は
紀
州
に
何
を
成
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
極
言
す
れ
ば
、

食
事
を
さ
せ
て
や
っ
た
と
い
う

一
点
に
尽
き
る
。
下
で
の
舟
客
と
の
や
り
と
り

の
合
間
に
次
の
叙
述
が
あ
る
。



源
叔
父
は
物
案
じ
顔
に
て
暫
時
答
へ
ず
。
西
の
山
懐
よ
り
真
直
に
立
の
ぼ

る
煙
の
末
の
夕
日
に
輝
き
て
真
青
な
る
を
見
視
し
や
う
な
り
。

浦
に
着
き
じ
頃
は
月
落
ち
て
夕
煙
村
を
章
め
浦
を
包
み
つ
。

時
の
経
過
が
煙
の
広
が
り
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
煙
は
夕
食
の
用
意
な
ど

家
庭
生
活
の
存
在
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
光
景
を
当
然
源
叔
父
は
意
味
深

く
眺
め
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
続
い
て
、
「
源
叔
父
」
の
全
篇
を
通
し
て
唯

一
、

源
叔
父
の
内
な
る
言
葉
が
記
さ
れ
る
個
所
が
あ
る
。　
一
部
を
引
用
す
る
。

わ
が
帰
る
を
待
で
夕
銅
了
へ
し
か
、
櫓
こ
ぐ
術
教
ふ
べ
し
と
い
ひ
し
時
、

う
れ
し
げ
に
点
頭
き
ぬ
、

「う
れ
し
げ
に
」
と
い
う
の
が
源
叔
父
の
主
観
的
な
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
こ

と
は
後
述
す
る
。
夕
食
は
源
叔
父
と
紀
州
を
ひ
と
つ
の
家
族
と
成
り
立
た
せ
る

必
須
の
も
の
と
源
叔
父
は
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
中
で
す
で
に
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
々
は
渠
と
朝
日
照
り
炊
煙
棚
引
き
親
子
あ
り
夫
婦
あ
り
兄
弟
あ
り
朋
友

あ
り
涙
あ
る
世
界
に
同
居
せ
り
と
思
へ
る
間
、
渠
は
何
時
か
無
人
の
島
に

其
淋
し
き
巣
を
移
し
此
処
に
其
心
を
葬
り
た
り
。

引
用
の
後
半
は

一
章
で
触
れ
た
。
こ
こ
で
炊
煙
は
、
源
叔
父
の
思
い
と
は
逆
に

紀
州
を
家
庭
と
い
う
場
か
ら
排
除
す
る
象
徴
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

広
辻
と
出
会
っ
た
源
叔
父
が

「袂
を
さ
ぐ
り
て
竹
の
皮
包
取
り
出
し
握
飯

一

つ
撮
み
て
紀
州
の
前
に
突
き
だ
」
し
た
こ
と
が

″
ド
ラ
マ
〃
の
契
機
で
あ
っ
た
。

「
突
き
だ
」
す
と
い
う
動
作
が
源
叔
父
の
冷
淡
さ
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

先
に
見
た

「
見
え
ず
な
る
ま
で
目
送
」
っ
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

初
は
童
母
を
慕
ひ
て
泣
き
ぬ
、
人
々
物
与
へ
て
慰
め
た
り
。
童
は
母
を
思

は
ず
な
り
ぬ
、

と
い
う
よ
う
に
、
生
半
可
に
物
を
与
え
る
こ
と
で
却
っ
て

「
人
情
の
世
界
の
外

に
葬
」
る
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
受
け
取
っ
た
紀
州
は

「
石
な
ん
ど
を
見
る
や
う
」
に
源
叔
父
を
見
た
。
こ
の
視
線
の
有
り
よ
う
は
、

下
で
源
叔
父
が
家
を
出
た
紀
州
を
連
れ
帰
ろ
う
と
し
た
時
の

「道
ゆ
く
人
を
門

に
立
ち
て
心
な
く
見
や
る
如
き
様
」
に
ひ
き
つ
が
れ
る
。
そ
し
て
、
小
説
の
末

尾
、

或
人
渠
に
向
て
、
源
叔
父
は
絵
れ
て
死
た
り
と
告
げ
し
に
、
た
だ
其
人
の

顔
を
打
ま
も
り
し
の
み
。

ま
で
徹
底
さ
れ
る
。
食
事
を
通
し
て
紀
州
を
人
間
ら
し
く
し
よ
う
と
す
る
源
叔

父
の
願
い
は
、
初
め
か
ら
空
転
す
る
も
の
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
空

転
す
る
過
程
が
執
拗
に
描
か
れ
る
。
二
人
の
夕
食
の
光
景
を

「
滑
稽
芝
居
」
と

見
る
者
が
い
た
こ
と
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
家
内
の
場
面
は
ほ
と
ん
ど
食
事

の
こ
と
で
終
始
し
た
。
紀
州
を
家
に
連
れ
帰
る
時
、
「夕
銅
は
戸
棚
に
調
へ
置

き
し
も
の
を
な
ど
い
ひ
／
ヽ
行
」
っ
た
。
「家
に
帰
る
や
」
「
戸
棚
よ
り
膳
取
出

し
て
自
身
は
食
は
ず
紀
州
に
の
み
た
べ
さ
す
」
。
「紀
州
は
翁
の
言
ふ
が
ま

ゝ
に

翁
の
も
の
ま
で
食
ひ
壼
し
」
た
。
だ
が
、
紀
州
は
自
分
の
方
か
ら
は
い
っ
さ
い

反
応
し
な
い
。
そ
こ
で
源
叔
父
は

「う
ま
か
り
し
か
と
問
ふ
」
の
で
あ
る
。
こ

の
押
し
着
せ
と
言
え
る
源
叔
父
の
言
葉
に
対
し
、
紀
州
は

「微
か
に
う
な
づ
き

し
の
み
」
で
あ
っ
た
。
中
に
お
い
て
も
、
「食
ふ
時
、
傍
よ
り
甘
き
や
と
問
ヘ

ば
ア
ク
セ
ン
ト
無
き
言
葉
に
て
甘
し
と
答
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
食
物
を
与

え
る
人
間
が
過
剰
な
ま
で
に
思
い
入
れ
を
す
る
源
叔
父
で
あ
っ
て
も
、
紀
州
に

と
っ
て
は
、
「傍
」
の
人
の
場
合
と
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先

に
触
れ
た
よ
う
に
、
「う
れ
し
げ
に
点
頭
き
ぬ
」
の

「う
れ
し
げ
」
が
源
叔
父

の
主
観
的
な
把
え
方
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
記
述
と
対
比
す
れ
ば
明
白
で

あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
食
事
を
介
す
る
だ
け
の
二
人
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
源
叔
父

は
そ
の
危
う
さ
に
う
っ
す
ら
と
気
が
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
を

「
頭
を
振
」
る
こ

と
で
否
定
し
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
こ
こ
で
は
、
紀
州
を
連
れ
帰
る
場
面
を

見
よ
う
。

『紀
州
な
ら
ず
や
。
」
呼
び
か
け
て
其
肩
に
手
を
掛
け
つ
、

と
あ
る
。
「
肩
に
手
を
掛
け
」
た
の
は
な
ぜ
か
。　
一
葉
の

「
わ
か
れ
道
」
を
援

用
し
よ
う
。

お
京
さ
ん
後
生
だ
か
ら
此
肩
の
手
を
放
し
て
お
呉
ん
な
さ
い
。

妾
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
お
京
が
、
自
分
を
姉
の
よ
う
に
慕
う
少
年
の
肩
を

「
お
前
を
見
捨
て
る
事
は
し
な
い
」
と
抱
い
た
。
捨
子
で
あ
っ
た
こ
の
少
年
は
、

そ
れ
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
源
叔
父
は

「
肩
に
手
を
掛
け
」
で
も
し
な
い
と

捨
子
で
あ
る
少
年
乞
食
紀
州
が
逃
げ
て
行
く
と
不
安
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
源
叔
父
は
自
死
す
る
前
日
の
朝
も
、
そ
の
日
逃
げ
だ
す
こ
と
に
な
る

紀
州
に
食
事
を
さ
せ
た
。

で
は
食
事
を
離
れ
て
は
、
源
叔
父
は
紀
州
と
ど
こ
に
接
点
を
持
と
う
と
し
た

の
か
。否

々
渠
も
人
の
子
な
り
、
我
子
な
り
、
吾
に
習
ひ
て
巧
に
う
た
ひ
出
る
渠

が
声
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
、
少
女

一
人
乗
せ
て
月
夜
に
…
…

先
に
引
用
し
た
源
叔
父
の
内
な
る
声
の
続
き
の
部
分
で
あ
り
、
紀
州
の

「情
」

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
自
分
に
言
い
き
か
す
言
葉
の
前
で
も
あ
る
。
可
能

性
の
問
題
と
し
て
は
、
少
女
を
恋
す
る
と
い
う

「
情
」
は
紀
州
も
源
叔
父
を
追

体
験
し
得
る
。
し
か
し
、
実
子
な
ら
ば
と
も
か
く
、
美
声
ま
で
も
源
叔
父
を
う

け
つ
ぐ
と
い
う
こ
と
は
肉
体
の
問
題
と
し
て
あ
り
得
な
い
。
自
ら
使
う

「
我

子
」
と
い
う
言
葉
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
い
る
。
源
叔
父
が
源
叔
父
で
あ
る
こ
と
を

特
色
付
け
る
歌
声
の
継
承
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
夢
見
る
の
で
あ
る
。
食
事
と
い

う
枠
を
は
ず
す
と
、
源
叔
父
の
思
い
込
み
は
よ
り
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
紀
州
が
姿
を
消
す
食
前
の
部
分
を
見
よ
う
。

「
母
親
恋
し
く
は
思
は
ず
や
。
』
紀
州
の
顔
見
つ
ゝ
問
ひ
ぬ
。
此
間
を
紀

州
の
解
し
兼
ね
し
様
な
れ
ば
。
…
…

『
明
後
日
の
夜
は
芝
居
見
に
連
れ
ゆ

く
べ
し
。
…
…
そ
な
た
に
見
せ
な
ば
親
恋
し
と
思
ふ
心
必
ず
起
ら
ん
、
其

時
わ
れ
を
父
と
思
へ
、
そ
な
た
の
父
は
わ
れ
な
り
。
」

こ
こ
で
源
叔
父
は
饒
舌
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
言
葉
は
あ
ま
り
に
も

現
実
を
逸
脱
し
て
い
る
。
母
親
は
紀
州
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
紀
州
が
も
し
源

叔
父
の
言
葉
を
解
し
た
な
ら
、
母
親
の
記
憶
を
よ
が
え
ら
せ
た
な
ら
、
彼
は
不

用
意
な
源
叔
父
の
言
葉
に
傷
つ
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
父
な
る
も
の
の
存
在
も

紀
州
は
初
め
か
ら
知
ら
な
い
。
源
叔
父
は
舟
の
中
で
人
々
に

「我
子
と
は
紀
州

の
事
な
り
」
と
語
っ
て
以
来
、
心
内
で

「
我
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
さ
ら

に
は
、
「
我
子
よ
今
帰
り
し
ぞ
」
、
「
寒
か
ら
ず
や
、
早
く
帰
れ
我
子
」
と
、
紀

州
に

「
我
子
」
と
よ
び
か
け
る
こ
と
さ
え
す
る
。
こ
の
呼
び
か
け
は
い
さ
さ
か

異
様
で
あ
る
。
自
分
の
子
に

「
我
子
よ
」
と
誰
が
言
お
う
か
。
過
去
の
経
緯
を

ひ
き
ず
る
紀
州
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
く
な
い
に
し
て
も
、
「
我
子
」
と
い
う

蝙
囃酬
ダ
鮮
勇
角場
詳
舞
蹴臓髯

い
う
の
は
あ
ま
り
に

一
方
的
で
あ
る
。

現
実
に
紀
州
と
源
叔
父
の
つ
な
が
り
を
保
証
す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
支
え
が
食
事

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歌
と
芝
居
は
よ
り
強
い
情
的
な
き
づ
な
を
成
立
さ
せ
る
手

立
て
と
し
て
夢
想
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
紀
州
に
と
っ
て

は
何
ら
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
源
叔
父
は
ひ
た
す
ら
錯
誤
を
深
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
読
み
解
く
な
ら
ば
、
通
説
の
よ
う
に

「
源
叔
父
」
渾
身
の
愛

情
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
悲
劇
と
受
け
止
め
る
の
は
正
確
で
あ
る
ま
い
。
予
定
さ



れ
て
い
る
不
可
能
に
目
を
そ
む
け
、
か
す
か
な
不
安
を
自
己
の
思
い
込
み
で
振

め
払
お
う
と
し
て
錯
誤
を
増
大
さ
せ
て
行
く
。
悲
劇
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
と

こ
ろ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も

「
源
叔
父
」
は
悲
劇
の
物
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

桂
港
に
程
近
き
山
ふ
と
こ
ろ
に
小
き
墓
地
あ
り
て
東
に
向
ひ
ぬ
。
源
叔
父

の
妻
ゆ
り
独
子
幸
助
の
墓
み
な
此
処
に
あ
り
。
「池
田
源
太
郎
之
墓
」
と

書
き
し
墓
標
亦
此
処
に
建
ら
れ
ぬ
。
幸
助
を
中
に
し
て
三
つ
の
墓
並
び
、

「
幸
助
を
中
に
し
て
三
つ
」
と
い
う
表
現
は
、
無
論
、
い
わ
ゆ
る
親
子
が
川
の

字
に
寝
る
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
こ
こ
に
は
、
本
来
の
源
叔
父
の

″家
庭
″
が

あ
る
。
紀
州
と
の
か
か
わ
り
を
振
り
返
る
な
ら
、
源
叔
父
が
紀
州
に
握
飯
を
与

え
た
日
か
ら
自
死
す
る
ま
で
、
わ
ず
か
十
日
足
ら
ず
の
時
間
経
過
で
し
か
な
い
。

紀
州
へ
の
愛
が
通
じ
な
い
も
の
と
断
念
し
き
る
に
は
、
け
っ
し
て
長
い
日
数
で

は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
紀
州
を

「
我
子
」
と
す
る
こ
と
に
執
着
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
源
叔
父
は
再
々
の
徒
労
を
厭
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

其
日
源
叔
父
は
布
団
被
り
し
ま

ヽ
起
出
で
ず
、
何
も
食
は
ず
、
頭
を
布
団

の
外
に
す
ら
い
だ
さ
ゞ
り
き
。

こ
こ
も
源
叔
父
の
内
面
に
入
っ
た
叙
述
が
さ
れ
て
い
な
い
。
読
者
の
推
測
が
要

求
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
上
に
立
て
ば
、
こ
の
沈
黙
の
時
間
は
源
叔

父
が
自
己
の
錯
誤
に
気
づ
き
帰
る
べ
き
場
所
に
思
い
至
る
時
間
で
あ
っ
た
ろ
う
。

末
尾
近
く
の
記
述
を
見
よ
う
。

都
な
る
年
若
き
教
師
は
源
叔
父
今
も
尚

一
人
淋
し
く
磯
辺
に
暮
し
妻
子
の

事
思
ひ
て
泣
つ
ヽ
あ
り
と
偏
に
哀
れ
が
り
ぬ
。

後
に
も
触
れ
る
が
、
こ
こ
は
年
若
き
教
師
が
自
己
の
見
聞
後
の
源
叔
父
の
悲
し

い
体
験
を
知
ら
ず
に
い
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、　
一
方
で
、
「今
も

尚
」
「泣
つ
ゝ
あ
」
る
こ
と
が
事
実
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
か
ら
源
叔
父
が
自

由
に
成
り
得
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

さ
て
、
次
に
、
源
叔
父
と
い
う
存
在
を
、
特
異
な
運
命
を
背
負
っ
た
憐
れ
な

翁
と
い
う
枠
か
ら
外
し
て
考
察
し
よ
う
。

源
叔
父
の
渡
船
と
い
う
業
に
か
か
わ
っ
て
、
交
通
事
情
の
変
化
に
目
を
止
め

た
い
。
宿
の
主
人
が
言
う
。

渠
が
家
の
横
な
る
松
、
今
は
幅
広
き
道
路
の
傍
に
立
ち
て
夏
は
涼
し
き
蔭

を
旅
人
に
借
ど
十
余
年
の
昔
は
沖
よ
り
波
寄
せ
て
節
々
其
根
方
を
洗
ひ
ぬ
。

城
下
よ
り
来
り
て
源
叔
父
の
舟
頼
ま
ん
も
の
は
海
に
突
出
し
厳
に
腰
を
掛

け
し
事
し
ば
／
ヽ
な
り
、
今
は
火
薬
の
力
も
て
危
き
涯
も
裂
か
れ
た
れ
ど
。

菊
地
寛
の

「
恩
讐
の
彼
方
に
」
と
は
違
っ
て

「
火
薬
の
力
」
が
使
わ
れ
て
い
る

が
、
資
本
主
義
の
展
開
に
交
通
の
発
達
は
必
須
で
あ
る
。
交
通
手
段
の
興
廃
も

生
じ
る
。
汽
車
の
登
場
は
様
々
な
影
響
を
与
え
た
。
佐
伯
に
お
い
て
は
港
の
開

築
が
あ
り
、
道
路
の
整
備
が
あ
っ
た
。
源
叔
父
の
よ
う
な
水
運
は
基
本
的
に
衰

退
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
彼
の

一
生
が
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
こ
と

を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
作
中
の
時
間
を
た
ど
れ
ば
、
源
叔
父
の
結
婚
は
お

よ
そ
二
十
年
前
と
考
え
ら
れ
る
。
「
十
年
余
の
昔
」
の
光
景
は
、
三
度
目
の
産

で
ゆ
り
が
亡
な
る
頃
ま
で
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
死
の
後
二
年
過
ぎ

て

「港
の
工
事
半
ば
成
」
り
、
「源
叔
父
の
家
の
前
に
は
今
の
車
道
で
き
」
た

と
宿
の
主
人
は
言
う
。
そ
し
て
、
「斯
く
て
又
三
年
過
ぎ
」
幸
助
の
死
と
な
る
。

そ
の
頃
に
は
港
の
整
備
は
終
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
源
叔
父
の
不
幸
―
―
歌
声

を
失
う
過
程
は
、
こ
の
交
通
手
段
の
整
備
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
整
備
に
対

す
る
源
叔
父
を
主
人
は

「
此
処
も
浮
世
の
仲
間
入
り
せ
し
を
渠
は
う
れ
し
と
も

将
た
悲
し
と
も
思
は
ぬ
様
」
と
把
え
て
い
た
。
し
か
し
、
中
で
は
、
「
渠
が
家



の
窓
は
道
に
向
へ
ど
開
か
れ
し
こ
と
な
く
」
と
記
述
が
あ
る
。
開
通
し
た
車
道

に
背
を
向
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
終
末
部
で
源
叔
父
の
自
死
が

「道
に

差
出
で
し
松
が
枝
よ
り
怪
し
き
物
さ
が
れ
り
」
と
描
か
れ
る
。
浮
世
離
れ
の
こ

ろ
か
ら
源
叔
父
の
家
に
寄
り
添
う
よ
う
に
立
っ
て
い
た
松
で
首
を
つ
り
、
車
道

へ
垂
れ
下
が
る
。
意
識
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
結
局
、
源
叔
父
は
交
通
の
発
達

を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。

源
叔
父
の
家
の
壁
に
は
錦
絵
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
何
が
描
か
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
。
美
人
、
役
者
等
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
近
代
の
小
説
で

地
方
を
場
所
と
す
る
小
説
に
錦
絵
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
醸
で

そ
の
絵
は
お
そ

ら
く
次
の
よ
う
な
も
の
を
典
型
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

不
忍
池
か
ら
大
学
の
時
計
台
を
見
渡
し
た
新
東
京
百
景
だ
の
錦
絵
が
張
ら

れ
て
そ
れ
が
く
ろ
く
俺
し
く
煤
け
て
ゐ
た
。

（
田
山
花
袋

「
時
は
過
ぎ
行
く
し

「
幸
助
五
六
歳
の
こ
ろ
妻
の
百
合
が
里
帰
り
し
て
貰
ひ
来
」
た
錦
絵
も
そ
ん
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
時
、
近
代
化
の
光
景
へ
の
素
朴
な
興
味
を
拒
否
は

し
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
貼
ら
れ
て
わ
ず
か
の
う
ち
に
百
合
の
死
が
あ
り
、

不
幸
の
進
行
の
中
で
錦
絵
は
返
り
見
ら
れ
ず
、
「
今
は
薄
墨
塗
り
し
や
う
」
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
交
通
の
発
達
へ
の
拒
絶
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

源
叔
父
の
歌
声
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
様
々
な
場
所
で
の
労
働
と
結

び
付
い
て
い
た
歌
が
、
や
が
て
近
代
的
な
機
器
の
登
場
な
ど
に
よ
る
労
働
の
形

態
の
変
化
な
ど
に
つ
れ
、
次
第
に
失
わ
れ
て
行
く
の
が

一
般
的
な
傾
向
と
言
え

よ
う
。
源
叔
父
の
歌
声
の
喪
失
は
直
接
的
に
は
個
人
の
不
幸
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
は
舟
の
撤
退
と
と
も
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
源
叔
父
と
い
う
存
在
の
不
幸
は
、
近
代
化
の
波
に
洗
れ
る
地

点
に
出
現
し
た
。
単
に
愛
の
不
能
と
い
う

一
点
の
み
が
彼
を
翻
弄
し
た
の
で
は

な
い
。
「源
叔
父
」
の
把
握
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
―
―
私
小
説
的

理
解
に
解
消
し
な
い
こ
と
―
―
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

四

こ
こ
ま
で
考
察
を
進
め
た
う
え
で
、
最
初
に
棚
上
げ
し
て
い
た
年
若
き
教
師

の
役
割
を
考
え
よ
う
。

上
で
主
人
が
源
叔
父
の
身
の
上
を
語
る
前
後
に

「
さ
れ
ど
教
師
は
翁
が
上
を

委
し
く
知
れ
る
に
あ
ら
ず
」
、
「
さ
れ
ど
教
師
は
知
ら
ざ
り
き
」
と
同
内
容
の
事

が
ほ
ぼ
同
じ
物
の
謂
い
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
章
の
終
わ
り
に

引
用
し
た
よ
う
に
、
終
末
部
に

「今
も
尚
」
「哀
れ
が
る
」
教
師
の
姿
が
記
さ

れ
る
。
教
師
の
思
い
入
れ
が
源
叔
父
の
現
実
に
達
し
な
い
こ
と
が
く
ど
い
ま
で

に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
源
叔
父
の
紀
州
に
対
す
る
有
り
よ
う
と
重
な
る
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
従
来
の
論
考
を

一
歩
進
め
て
、
「教
師
の

回
想
そ
の
も
の
に
源
叔
父
と
の
埋
め
難
い
亀
裂
」
を
読
み
取
り
、
さ
ら
に

稲

辟

ず

導

一
鰤

脚

鰭

髪

離

燎
競

に
は
同
調
で
き
な
い
。
そ
れ
は
や
や
平
板
に
す
ぎ
よ
う
。
重
な
り
つ
つ
、　
一
方

で
、
教
師
と
源
叔
父
は
対
極
の
位
置
に
も
あ
る
。
上
の
末
尾
で
教
師
は
、
源
叔

父
が

「波
の
音
き

ヽ
つ
ヽ
古
き
春
の
夜
の
事
思
」
う
と
し
同
情
を
寄
せ
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
過
去
に
生
き
る
も
の
と
し
て
封
じ
込
め
て
理
解
し
た
。
「春
の

夜
の
事
」
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
源
叔
父
が
紀
州
に
自
己
を
体
験
す
る
よ

う
に
願
っ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
言
わ
ば
、
紀
州
を
介
し
て
再
度
今
の
現
実

を
生
き
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
不
可
能
に
気
づ
い
た
時
、
自
己
の
帰
る

場
所
に
思
い
至
り
、
思
い
入
れ
か
ら
自
由
に
な
る
。
他
方
、
教
師
の
理
解
は
固



定
し
た
ま
ま
残
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
実
際
を
生
き
た
者
と
観
念
的
に
認
識
す
る

者
と
の
落
差
だ
と
言
え
よ
う
。

終
局
部
に
は
、
源
叔
父
、
教
師
、
紀
州
の
三
者
へ
の
言
及
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
、
墓
に
眠
る
者
、
「
今
も
尚
」
「
哀
れ
が
る
」
者
、
「
さ
ま
よ
ふ
こ
と
前
の
如
」

き
者
、
そ
れ
ら
は
、
思
い
入
れ
か
ら
自
由
に
な
っ
た
も
の
、
自
由
に
な
れ
ず
に

い
る
も
の
、
そ
し
て
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
全
く
自
由
で
あ
っ
た

も
の
と
い
う
、
三
つ
の
位
相
が
提
示
さ
れ
る
。
多
様
な
有
り
よ
う
が
肯
定
さ
れ

た
と
言
え
よ
う
。

教
師
の

「哀
れ
が
」
る
と
い
う
感
性
は
、
「
源
叔
父
」
と
い
う
小
説
全
体
を

覆
う
情
感
に
呼
応
す
る
。
源
叔
父
に
対
し
て
は
、
教
師
の
ほ
か
に
、
宿
の
主
人

が

「
あ
は
れ
と
お
ぼ
さ
ず
や
」
と
言
い
、
地
の
文
で
も

「
此
あ
は
れ
な
る
翁
」

と
記
す
。
源
叔
父
が

「
哀
れ
と
お
ぼ
さ
ず
や
」
と
語
る
紀
州
に
つ
い
て
も
、
周

囲
の
人
々
は
当
初

「
い
や
増
し
て
あ
は
れ
が
」

っ
た
。
母
を
失

っ
た
幸
助
を

「
人
々
哀
れ
が
り
ぬ
」
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
哀
れ
む
と
い
う
感
情
は
、
し
ょ

せ
ん
は
人
々
の
自
身
の
理
解
の
範
囲
内
で
機
能
し
終
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
教

師
は
そ
れ
を
典
型
的
に
体
現
し
た
。
「
都
な
る
」
こ
と
、
「年
若
き
」
こ
と
が
教

師
の
形
容
と
し
て
つ
き
ま
と
う
の
を
故
な
し
と
し
な
い
。

終
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
振
り
返
る
。
ま
ず
、
源
叔
父
、
紀
州
の
姿
が
舞
台
上
を

想
起
さ
せ
る
よ
う
な
叙
述
で
表
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
方
法
は
、
源
叔
父
の
内

面
の
切
迫
を
動
作
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
対
極

的
な
紀
州
を
造
型
す
る
の
に
も
有
効
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
源
叔
父
の
内
な

る
言
葉
を
語
る
、
小
説
の
常
套
的
な
手
法
も
部
分
的
に
採
用
し
な
が
ら
、
不
安

を
抱
き
つ
つ
も
紀
州
に
賭
け
る
し
か
な
い
源
叔
父
の
憐
れ
な
情
景
を
印
象
付
け

た
。
演
技
が
か
っ
た
よ
う
な
場
面
も
含
め
、
思
い
入
れ
が
徒
労
に
帰
す
経
緯
を
、

読
者
は
動
作

・
光
景
を
通
し
て

″眺
め
る
〃
こ
と
に
な
っ
た
。

源
叔
父
の

″ド
ラ
マ
″
を
悲
劇
と
す
る
な
ら
ば
、
不
可
能
に
目
を
開
ざ
し
て

錯
誤
を
増
大
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
終

末
部
の
叙
述
に
従
え
ば
、
最
終
的
に
源
叔
父
は
自
ら
の
錯
誤
に
思
い
至
っ
た
。

対
し
て
、
現
実
生
活
の
描
写
が
さ
れ
な
い
教
師
は
思
い
入
れ
に
終
始
す
る
こ
と

に
よ
り
、
哀
れ
む
と
い
う
全
体
を
覆
う
情
感
を
相
対
化
す
る
働
き
を
担
っ
た
。

さ
ら
に
、
源
叔
父
の

″
ド
ラ
マ
″
は
、
単
に
運
命
的
な
不
幸
の
重
な
り
に
よ

っ
て
の
み
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
都
と
対
照
的
な
場
所
に
お

け
る
、
近
代
化
の
陰
に
息
づ
く
ひ
と
つ
の

″
ド
ラ
マ
〃
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
叙
述
さ
れ
、
そ
こ
に
老
船
頭
が
選
ば
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。
モ

デ
ル
の
存
在
に
の
み
還
元
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
、
「
源
叔
父
」
と
い
う
小
説
を
、
国
木
田
独
歩
と
い
う
存
在
か
ら
解
き

放
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
見
え
て
き
た
の
は
、
「
源
叔
父
」
と
い
う
小

説
の
方
法
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

〔注
〕

１
　
森
本
隆
子
「『源
お
ぢ
」
論
―
―
独
歩
を
め
ぐ
る
風
景
論
の
端
緒
と
し
て
―
―
」
に
指
摘
が

あ
る
。
３
叙
説
」
一
九
人
六
・
一
〇
）

２
　
「破
戒
」
（明
３９
）、
「少
年
行
」
（明
治
４０
）
等
。

３
　
１
に
同
じ
。

〔付
配
）
「
源
叔
父
」
の
引
用
は
学
研
版

「定
本
国
本
田
独
歩
全
集
」
に
よ
る
。
た
だ
し
、
題
名

は

「
源
お
ぢ
」
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

―
本
学
助
教
授
―


