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近
代
作
家
の
／
と
読
む
上
田
秋
成
①

　
　
―
―
「
雨
月
物
語
」

日
本
語
日
本
文
学
科　

五
島
　
慶
一

　
　

は
じ
め
に　
　

佐
藤
春
夫
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」

　

芥
川
龍
之
介
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
彼
の
〈
怪

異
〉
小
説
（「
二
つ
の
手
紙
」１
「
妖
婆
」２
な
ど
）
に
つ
い
て
論
文

を
書
く
べ
く
、
芥
川
と
怪
異
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
材
料
を
探
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
興
味
深
い
文
章
を
見
つ
け
た
。

　
『
世
紀
』
と
い
う
総
合
雑
誌
の
第
一
巻
第
二
号
（
大
正
十
三

〔
一
九
二
四
〕
年
十
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
佐
藤
春
夫
「
あ
さ
ま
し

や
漫
筆
」
が
そ
れ
で
、「
上
田
秋
成
の
諸
短
篇
を
論
ず
」
と
副
題
さ

れ
て
い
る
３
。
あ
る
日
、彼
が
谷
崎
潤
一
郎
・
芥
川
龍
之
介
と
三
人
で
、

上
田
秋
成「
雨
月
物
語
」（
安
永
五〔
一
七
七
六
〕年
刊
。
以
下「
雨
月
」）

に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
と
い
う
、
そ
の
回
想
録
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

大
正
期
を
代
表
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
怪
異
〉
へ
の
興
味
が
強

く
自
身
ら
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
作
品
を
（
も
）
書
い
た
作
家
た
ち

が
、
や
は
り
江
戸
期
を
代
表
す
る
怪
談
集
で
あ
る
「
雨
月
」
に
興
味

を
持
っ
た
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
こ
の
文
章
か
ら
は
更
に
彼
ら
が
同

書
の
何
に
興
味
を
持
ち
、
延
い
て
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い

た
か
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
大
正
作
家
た
ち
の

「
雨
月
」
の
読
み
方
を
、
私
自
身
が
作
品
を
読
ん
で
の
印
象
を
交
え

な
が
ら
紹
介
し
た
い
。

　
　

一　

冒
頭
＝
場
の
設
定
～
「
吉
備
津
の
釜
」

　

佐
藤
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
の
冒
頭
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
は
か
つ
て
、雨
月
物
語

4

4

4

4

に
対
し
て
、自
著
に
「
新

雨
月
物
語
」
と
題
名
し
よ
う
と
す
る
意
嚮
が
あ
つ
た
―
―
そ
の

こ
と
を
彼
は
、
当
時
、
余
に
語
つ
た
。
蓋
し
、
Ｒ
・
Ｌ
・
ス
テ

イ
ヴ
ン
ソ
ン
に
、「
新
ア
ラ
ビ
ヤ
ン
ナ
イ
ト
」
が
あ
る
や
う
な

も
の
で
あ
ら
う
。（
略
）

　

そ
の
当
時
の
そ
の
潤
一
郎
と
、余
は
或
る
日
雨
月

4

4

を
語
つ
た
。

座
に
芥
川
龍
之
介
が
居
た
。
い
や
、
ど
う
も
我
々
が
龍
之
介
の

我
鬼
窟
に
居
た
ら
し
い
。
龍
之
介
が
座
に
ゐ
た
で
は
主
客
顚
倒

に
な
る
。

　
「
我
鬼
窟
」
と
は
芥
川
の
書
斎
の
こ
と
。
芥
川
自
身
に
よ
る
号
に

因
ん
で
い
る
。
佐
藤
・
谷
崎
が
二
人
で
芥
川
を
訪
ね
た
か
、
偶
然
そ

こ
で
落
ち
合
っ
た
（
ど
ち
ら
か
が
客
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
も
う

一
人
が
後
か
ら
や
っ
て
き
た
）
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て

は
後
ほ
ど
考
察
す
る
。
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因
み
に
、
谷
崎
に
「
新
雨
月
物
語
」
な
る
著
書
は
確
認
で
き
な

か
っ
た
。
寧
ろ
、
著
書
で
は
な
い
が
そ
の
名
を
冠
し
た
一
連
の
翻
案

作
品
を
後
に
著
し
た
の
は
佐
藤
の
方
で
あ
っ
た
。
彼
は
雑
誌
『
苦

楽
』
に
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
八
月
か
ら
翌
年
九
月
に
か
け

て
断
続
計
六
回
、
総
題
「
新
雨
月
物
語
」
の
も
と
に
一
連
の
翻
案
作

品
を
連
載
す
る
。
初
回
掲
載
分
に
付
さ
れ
た
「
は
し
が
き
」
に
拠
る

と
、
原
拠
は
清
の
譜

裳
著
『
奇
情
佳
趣
』
全
十
二
巻
（
嘉
慶
九
年

=

一
八
〇
四
）
で
あ
る
と
い
う
。

　
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
に
戻
っ
て
紹
介
を
続
け
る
と
、
そ
こ
か
ら

話
は
「
雨
月
」
の
評
価
、
そ
の
中
で
の
各
篇
の
優
劣
（
あ
る
い
は
多

分
に
好
悪
）
へ
と
入
っ
て
い
く
。

　

席
上
、
潤
一
郎
は
雨
月

4

4

の
な
か
で
は
蛇
性
の
婬

4

4

4

4

が
第
一
だ
、

青
頭
巾

4

4

4

も
い
い
と
言
つ
た
。
余
は
反
対
だ
つ
た
。
青
頭
巾

4

4

4

は
ま

だ
し
も
最
後
の
方
が
あ
る
か
ら
い
い
。
蛇
性
の
婬

4

4

4

4

は
困
る
。
事

実
、
余
は
あ
の
集
の
な
か
で
は
蛇
性
の
婬

4

4

4

4

と
吉
備
津
の
釜

4

4

4

4

4

と
が

最
も
き
ら
ひ
だ
。
後
者
は
誰
が
見
て
も
だ
れ
た
も
の
だ
と
言
ひ

さ
う
で
あ
る
。
蛇
性
の
婬

4

4

4

4

に
到
つ
て
は
力
作
で
あ
る
。
そ
の
点

は
集
中
第
一
で
あ
る
。
し
か
も
余
は
ど
う
も
決
し
て
あ
れ
を
十

分
に
買
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。

　

以
下
、「
蛇
性
の
婬
」
に
関
し
て
の
批
評
が
続
く
が
、
こ
こ
で
は

ま
ず
佐
藤
が
「
最
も
き
ら
ひ
」
な
物
と
し
て
同
じ
く
挙
げ
た
「
吉
備

津
の
釜
」
の
方
か
ら
論
及
し
て
お
く
。
佐
藤
は
そ
れ
を
「
だ
れ
た
も

の
だ
」
と
し
て
切
り
捨
て
、
以
後
そ
れ
以
上
の
言
及
は
行
っ
て
い
な

い
。「
誰
が
見
て
も
」
そ
う
「
言
ひ
さ
う
」
だ
と
は
極
言
だ
が
、
少

な
く
と
も
そ
の
場
に
い
た
他
の
二
人
か
ら
の
反
論
は
な
か
っ
た
と
い

う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
私
は
そ
こ
ま
で
「
だ
れ
た
も
の
」
と

は
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
敢
え
て
同
篇
中
に
そ
う
し
た
評
価
を
受

け
そ
う
な
点
を
探
す
と
す
れ
ば
、
物
語
展
開
上
そ
の
前
で
（
磯い

そ

良ら

の

怨
霊
を
避
け
る
た
め
の
）
物も

の

忌い
み

の
四
十
二
日
間
を
緊
迫
感
を
持
っ
て

―
―
即
ち
怪
異
的
雰
囲
気
へ
の
読
者
の
期
待
感
を
煽
っ
て
緻
密
に
描

き
な
が
ら
、
正
太
郎
が
襲
わ
れ
る
場
面
か
ら
以
後
の
顚
末
を
大
幅
に

省
筆
、
し
か
も
最
後
に
取
っ
て
付
け
た
よ
う
な
「
陰
陽
師
が
占
の

著い
ち
じ
る
き
」
こ
と
や
吉
備
津
の
釜
の
告
げ
が
正
し
く
「
い
と
も
尊
か
り

け
る
」
と
い
っ
た
評
言
を
以
て
擱
筆
し
て
い
る
と
い
う
点
へ
の
、
創

作
者
＝
物
語
作
者
視
点
か
ら
見
て
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
あ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
の
、
女
の
嫉
妬
の
害
の
大
き
さ
、
そ
れ
に
対
し
て
男
（
夫
）

が
身
を
慎
む
こ
と
の
大
切
さ
へ
の
説
教
と
呼
応
し
、（
し
ば
し
ば
教

訓
性
を
孕
む
こ
と
の
多
い
）
説
話
と
し
て
は
常
套
的
な
あ
り
方
か
と

も
思
う
が
、
あ
く
ま
で
読
み
物
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、「
だ
れ
た

も
の
」
と
い
う
評
価
も
で
て
く
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

因
み
に
、
物
語
本
編
に
先
立
つ
冒
頭
に
教
訓
性
の
強
い
前
言
が
置

か
れ
る
と
い
う
構
成
は
「
菊
花
の
約

ち
ぎ
り
」
も
同
様
だ
が
、
そ
ち
ら
は
物

語
本
編
が
後
日
譚
を
含
め
て
き
っ
ち
り
語
り
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ

る
。
そ
う
し
た
点
を
含
め
て
、
同
篇
を
佐
藤
は
集
中
の
白
眉
と
し
て
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力
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
後
述
す
る
。

　

更
に
因
み
に
、「
吉
備
津
の
釜
」
の
、
読
み
物
と
し
て
み
た
場
合

の
一
面
尻
切
れ
と
ん
ぼ
な
感
じ
は
、
ど
こ
か
芥
川
の
怪
異
小
説
「
妖

婆
」４
末
尾
の
あ
り
方
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
部
分
を
含
め
て
の
評
価

で
は
な
い
─
─
完
結
前
の
、
前
篇
の
み
を
読
ん
だ
段
階
で
の
そ
れ
だ

が
、
佐
藤
は
そ
れ
に
対
し
全
否
定
に
等
し
い
コ
メ
ン
ト
を
月
評
と
し

て
発
表
し
て
い
る
５
。
当
初
は
自
作
に
対
し
て
強
い
自
信
を
示
し
て

い
た
芥
川
も
、
後
に
は
（
恐
ら
く
佐
藤
の
評
言
を
是
と
し
つ
つ
）
自

作
を
事
実
上
撤
回
し
た
（
初
出
以
後
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
童

話
「
ア
グ
ニ
の
神
」〔『
赤
い
鳥
』
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
一
・
二
月
〕

に
改
作
し
た
こ
と
も
あ
り
、
生
前
の
単
行
本
未
収
録
で
あ
っ
た
）
と

い
う
経
緯
が
あ
る
。

　
　

二　
「
蛇
性
の
婬
」・「
青
頭
巾
」

　
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
の
中
で
最
も
多
く
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及

に
字
数
が
費
や
さ
れ
て
い
る
「
雨
月
」
中
の
作
が
「
蛇
性
の
婬
」
と

「
菊
花
の
約
」
で
あ
る
。
う
ち
、前
者
に
関
し
て
は
佐
藤
と
谷
崎
（
及

び
芥
川
）
の
間
で
評
価
が
大
き
く
割
れ
て
い
る
。
先
の
引
用
の
続
き

で
、佐
藤
は
「
主
人
公
豊
雄
は
、即
ち
余
が
故
郷
の
人
間
で
あ
る
」（
佐

藤
は
和
歌
山
県
新
宮
の
出
身
）
こ
と
か
ら
、
そ
の
設
定
世
界
に
関
し

て
は
「
親
し
み
を
感
ず
る
」
と
し
な
が
ら
も
、次
の
よ
う
に
続
け
る
。

そ
れ
で
も
な
ほ
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
作
と
し
て
は
あ
れ
が
い
や
だ

つ
た
。
潤
一
郎
が
傑
作
だ
と
い
ふ
の
を
異
と
す
る
程
に
い
や
だ

つ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
私
は
簡
単
に
言
つ
た
―
―
「
あ
の
作

は
持
つ
て
ま
は
つ
て
ゐ
る
。
一
本
調
子
な
く
せ
に
く
ど
い
。
そ

れ
に
い
や
ら
し
い

0

0

0

0

0

。」

　

龍
之
介
が
そ
ば
か
ら

「
い
や
、
小
説
と
い
ふ
も
の
は
本
来
く
ど
く
つ
て
い
や
ら
し
い

0

0

0

0

0

も
の
だ
よ
。
―
―
そ
れ
が
好
き
で
な
け
や
小
説
家
に
は
な
れ
な

い
の
さ
。
蛇
性
の
婬
は
僕
も
い
い
と
思
ふ
ね
。」

　

小
説
は
本
来
く
ど
く
つ
て
い
や
ら
し
い

0

0

0

0

0

と
い
ふ
、
龍
之
介
の

見
解
は
同
感
す
る
と
し
て
も
、（
こ
れ
は
つ
い
近
日
の
こ
と
だ

が
、
や
は
り
龍
之
介
と
ふ
た
り
で
、「
風
流
で
は
小
説
は
書
け

な
い
」
と
話
し
合
つ
た
こ
と
も
あ
る
。）
蛇
性
の
婬

4

4

4

4

に
就
て
は
、

余
は
言
ひ
張
つ
た
。「
い
や
、
僕
は
両
君
が
何
と
言
つ
て
も
い

や
だ
ね
。
く
ど
い
。
持
つ
て
ま
は
つ
て
ゐ
る
。
吉
野
へ
ま
で
引

つ
ぱ
り
ま
は
さ
な
く
て
も
よ
か
ら
う
。」

「
い
や
、
あ
れ
が
い
ゝ
の
だ
。」
と
潤
一
郎
が
言
ふ
。「
あ
ん
な

遠
方
ま
で
つ
け
ま
は
し
て
ゐ
る
の
が
値
打
だ
よ
。
吉
野
と
い
ふ

名
所
も
よ
く
使
つ
て
あ
る
な
。」

「
う
む
」
余
は
そ
の
言
葉
に
は
賛
成
し
て
も
よ
か
つ
た
が
、
し

か
し
あ
れ
を
嫌
ひ
だ
と
い
ふ
感
じ
は
そ
の
為
め
に
消
失
す
る
こ

と
は
な
か
つ
た
。
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
も
余
の
好
み
に
遠
い
の
で

あ
る
。
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今
更
内
容
の
紹
介
で
も
な
い
が
、「
蛇
性
の
婬
」
で
は
蛇
の
化
身

で
あ
る
「
真ま

な

こ
女
子
（
真
女
児
）６
」
が
、主
人
公
の
豊
雄
を
恋
い
慕
い
、

時
に
他
の
女
に
憑
依
す
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
付
き
纏
う

（
今
日
の
表
現
で
言
え
ば
正
に
ス
ト
ー
カ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
）。

　

そ
の
次
第
が
三
度
に
亙
っ
て
、
し
か
も
両
者
の
や
り
取
り
の
細
部

を
も
交
え
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
ま
さ
し
く
「
く
ど
く
つ
て
い
や
ら

0

0

0

し
い
0

0

」
と
い
う
佐
藤
の
評
言
は
当
を
得
て
い
る
。
続
く
芥
川
の
、
小

説
が
本
来
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
化
し
た
物
言
い
の
適

否
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
（
但
し
、
佐
藤
は
そ
れ
に
は
同
感
す
る

と
い
う
。
又
、
そ
う
発
言
す
る
芥
川
の
小
説
は
、
例
え
ば
谷
崎
な
ど

の
そ
れ
に
比
す
と
寧
ろ
あ
っ
さ
り
し
た
部
類
で
は
な
い
か
と
私
に
は

感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
の
点
も
今
は
措
く
）、「
蛇
性
の
婬
」
の
「
く

ど
く
つ
て
い
や
ら
し
い

0

0

0

0

0

」
点
を
以
て
谷
崎
・
芥
川
は
そ
れ
を
高
く
買

う
と
言
っ
て
い
る
。

　

更
に
、
佐
藤
が
同
篇
の
く
ど
さ
の
例
、
批
判
の
対
象
と
し
て
挙
げ

て
い
る
吉
野
の
場
面
も
、
谷
崎
は
逆
に
そ
れ
を
「
あ
れ
が
い
ゝ
」
と

評
価
し
て
い
る
。
実
際
そ
の
場
面
は
、
古
く
よ
り
広
く
知
ら
れ
た
桜

花
の
名
所
に
、
豊
雄
の
親
類
が
新
婚
の
夫
婦
（
豊
雄
と
真
女
子
）
を

遊
山
に
連
れ
出
す
と
い
う
形
で
、
物
語
の
展
開
と
し
て
も
自
然
で
あ

り
、
又
し
ぶ
し
ぶ
出
た
そ
の
遊
山
先
で
真
女
子
の
正
体
が
蛇
の
化
身

で
あ
る
と
い
う
、
本
作
の
要
と
な
る
一
大
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
重

大
場
面
で
あ
る
。
構
成
と
し
て
よ
く
練
ら
れ
た
も
の
と
認
め
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

恐
ら
く
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
谷
崎
の
評
価
の
仕
方
に
対
し
、

そ
の
見
方
に
は
賛
意
を
表
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
評

価
は
変
わ
ら
な
い
と
佐
藤
は
言
う
。
続
け
て
自
ら
言
う
通
り
、
そ
こ

に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
「
好
み
」
―
―
直
感
的
好
悪
の
問
題
で
あ
っ

た
。

　

私
な
り
に
こ
れ
を
見
れ
ば
、
例
え
ば
本
篇
に
見
ら
れ
る
一
種
直
線

的
な
エ
ロ
ス
の
あ
り
よ
う
を
好
む
谷
崎
に
対
し
、
そ
う
し
た
直
接
的

（
か
つ
く
ど
い

0

0

0

）
エ
ロ
ス
の
表
現
が
好
き
に
な
れ
な
い
佐
藤
の
対
比

を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
に
倣
っ
て
私
も
感
覚

的
な
物
言
い
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
自
身
の
書
く
作
品
の
あ
り
方

に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
現
に
、

谷
崎
は
、
自
ら
そ
の
後
映
画
シ
ナ
リ
オ
「
蛇
性
の
婬
」
を
執
筆
し
て

い
る
７
。
そ
の
中
で
彼
は
吉
野
の
場
面
を
か
な
り
力
を
入
れ
て
描
写

す
る
―
―
花
の
盛
り
の
情
景
を
映
像
で
再
現
す
べ
く
、
念
入
り
な
指

示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
シ
ナ
リ
オ
を
読
む
限
り
わ
か
る
（
第

百
二
十
二
場
～
第
百
三
十
四
場
）８
。
但
し
、
遊
山
に
出
か
け
る
に

あ
た
っ
て
、
原
作
で
は
渋
っ
て
い
た
真
女
子
を
結
局
連
れ
出
す
と
い

う
展
開
が
、谷
崎
作
で
は
そ
う
し
た
や
り
と
り
が
一
切
省
か
れ
、あ
っ

さ
り
と
二
人
で
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
続
く
場
に
お
い

て
、
現
地
で
の
活
き
活
き
と
楽
し
げ
に
花
見
を
す
る
真
女
子
の
姿
へ

の
接
続
を
自
然
に
す
る
た
め
の
意
図
的
な
配
慮
で
あ
ろ
う
。

　

更
に
余
談
な
が
ら
、
同
篇
の
評
価
に
関
し
て
谷
崎
寄
り
だ
っ
た
芥
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川
は
、
受
容
者
と
し
て
直
接
的
エ
ロ
ス
を
好
む
面
は
多
分
に
あ
っ
た

も
の
の
、
彼
自
身
の
表
現
に
於
て
は
谷
崎
ほ
ど
に
は
そ
れ
が
表
に
出

て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
辺
り
、
好
み
・
認
識
と
表

現
に
間
に
は
も
う
一
段
介
在
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

恐
ら
く
同
じ
地
盤
か
ら
、「
青
頭
巾
」
に
対
す
る
評
価
も
谷
崎
と

佐
藤
の
間
で
（
や
や
）
分
か
れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
本
稿
二
番

目
の
本
文
引
用
に
あ
る
如
く
、谷
崎
は
同
篇
に
対
し
て
「
蛇
性
の
婬
」

に
次
ぐ
高
評
価
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、
佐
藤
の
方
は
「
ま
だ
し
も

最
後
の
方
が
あ
る
か
ら
い
い
」と
だ
け
で
、そ
れ
以
上
の
言
及
は
行
っ

て
い
な
い
。「
最
後
の
方
が
あ
る
か
ら
」
と
は
即
ち
、
中
盤
ま
で
は

駄
目
だ
と
の
含
意
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
（「
き
ら
ひ
だ
」
と
言

い
切
っ
た
「
蛇
性
の
婬
」「
吉
備
津
の
釜
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
）

余
り
高
く
は
買
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
こ
の

随
想
文
の
中
で
も
、
そ
の
後
「
青
頭
巾
」
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
軽
い
扱
い
な
の
で
あ
る
。

　

同
篇
は
、
生
前
の
愛
着
か
ら
死
者
の
肉
を
喰
ら
い
、
そ
の
後
人
肉

を
求
め
て
里
人
を
襲
う
よ
う
に
な
っ
た
僧
の
話
だ
が
、
前
提
と
し
て

生
前
の
稚
児
へ
の
愛
欲
行
為
が
仄
め
か
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
に
は
そ

う
し
た
エ
ロ
ス
表
現
の
作
中
で
の
存
在
が
、
い
ま
ひ
と
つ
は
そ
の
僧

が
、
彼
の
住
す
る
寺
に
一
夜
の
宿
を
借
り
た
旅
僧
（
快
庵
禅
師
、
本

篇
主
人
公
相
当
）
を
喰
ら
お
う
と
、夜
に
な
る
と
そ
の
本
性
を
現
す
、

そ
の
場
面
が
か
な
り
直
接
的
な
描
写
を
以
て
な
さ
れ
て
お
り
（
今
日

の
ホ
ラ
ー
映
画
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
）、
以
上
二
点
挙
げ
た
よ
う

な
性
・
暴
力
表
現
・
描
写
の
直
接
性
が
、
谷
崎
に
好
ま
れ
佐
藤
に
忌

避
さ
れ
た
（
一
つ
の
）
所
以
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
も
本
作
を
「
蛇
性
の
婬
」
と
比
し
て
、
こ
ち
ら
は
「
最
後

の
方
が
あ
る
か
ら
」
ま
だ
ま
し
、
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
性
・
暴

力
の
描
写
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
点
は
両
者
共
通
で
、
ま
た
内
容
的

に
も
異
形
（
と
な
っ
た
者
）
に
対
し
て
高
徳
の
僧
が
最
終
的
に
引
導

を
渡
す
と
い
う
筋
が
同
じ
で
あ
る
が
、「
蛇
性
の
婬
」
の
「
真
女
子
」

が
最
後
ま
で
相
手
（
豊
雄
）
へ
の
執
着
を
続
け
、
結
果
僧
の
法
力
で

屈
服
せ
ら
れ
る
ま
で
引
き
ず
る
（
く
ど
い
！
）
の
に
対
し
、「
青
頭
巾
」

の
食
人
僧
は
快
庵
に
出
さ
れ
た
題
（
公
案
）
に
つ
い
て
考
え
続
け
た

ま
ま
息
を
引
き
取
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
（
つ
ま
り
、
快
庵
に

出
遭
い
、
そ
れ
を
襲
お
う
と
し
て
逆
に
諭
さ
れ
て
か
ら
後
は
、
人
を

襲
う
「
鬼
」
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
）、「
一
本
調
子
」
の
前

者
に
比
す
と
ま
だ
最
後
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
か
。

　
　

三　
「
菊
花
の
約

ち
ぎ
り
」

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
佐
藤
の
好
む
と
こ
ろ
も
は
っ
き
り
し

て
く
る
。
彼
は
「
雨
月
」
の
中
で
は
「
菊
花
の
約
」
が
最
も
よ
い
と

断
言
、
他
の
二
人
に
対
し
て
力
説
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て

ま
ず
は
彼
自
身
の
言
を
聴
こ
う
。
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「
そ
れ
ぢ
や
何
が
い
い
」
龍
之
介
が
念
の
為
め
に
た
づ
ね
た
。

「
短
い
も
の
さ
、
白
峰

4

4

で
も
、
浅
茅
が
宿

4

4

4

4

で
も
、
夢
応
の
鯉
魚

4

4

4

4

4

で
も
―
―
就
中
、
菊
花
の
約

4

4

4

4

が
傑
作
だ
。
あ
れ
が
雨
月
中
の
一

等
だ
ら
う
。
つ
ま
り
雨
月

4

4

は
巻
之
一
と
巻
之
二
の
外
は
景
品
だ

ら
う
。
…
…
…
菊
花
の
約

4

4

4

4

は
い
い
。
僕
は
あ
れ
の
書
き
出
し
と

結
び
と
が
同
じ
や
う
に
出
来
て
ゐ
る
の
が
、
つ
ま
り
起
筆
を
結

句
で
も
う
一
度
く
り
返
し
て
あ
る
の
が
ひ
ど
く
好
き
だ
。
作
意

の
す
が
す
が
し
い
精
神
的
な
と
こ
ろ
も
、
そ
れ
か
ら
老
母
の
気

持
の
美
し
い
の
も
―
―
つ
ま
り
、
色
気
の
絶
無
な
の
が
、
あ
の

作
と
し
て
甚
だ
い
い
。
そ
れ
に
幽
霊
が
暗
の
な
か
で
は
な
く
明

月
を
透
し
て
く
る
の
も
い
い
。
―
―
新
ら
し
い
。
一
そ
う
物
凄

い
。」

「
だ
が
」
龍
之
介
か
ら
軽
く
抗
議
が
出
た
「
ど
う
も
飜
案
味
が

抜
け
き
ら
な
く
つ
て
ね
。」

　
「
雨
月
は
巻
之
一
と
巻
之
二
の
外
は
景
品
」
と
い
う
発
言
に
、
今

日
の
近
世
文
学
研
究
者
が
ど
う
反
応
す
る
か
は
知
ら
な
い
。
恐
ら
く

的
外
れ
の
暴
言
と
言
わ
れ
る
の
が
関
の
山
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、

そ
こ
に
後
代
の
（
た
ま
た
ま
作
家
で
あ
る
）
一
読
者
の
見
方
が
窺
え

る
と
言
え
ば
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
因
み
に
、巻
一
に
は「
白
峰
」と「
菊

花
の
約
」
が
、
二
に
は
「
浅
茅
が
宿
」
と
「
夢
応
の
鯉
魚
」
が
そ
れ

ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
い
ず
れ
を
も
佐
藤
は
「
買
う
」
と

し
て
い
る
が
、
中
で
も
「
菊
花
の
約
」
を
集
中
第
一
の
「
傑
作
」
と

絶
賛
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
構
成
・
内
容
そ
し
て
（
幽
霊
登

場
の
）
趣
向
と
多
岐
に
亙
る
が
、
高
評
価
の
要
因
の
一
つ
は
「
色
気

の
絶
無
な
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

前
節
で
詳
細
に
考
え
て
き
た
よ
う
な
、
谷
崎
と
対
蹠
的
な
「
好
み
」

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
後
段
に
拠
れ
ば
、「
後
一
年
以
上
も

経
つ
て
か
ら
」「
雨
月
物
語
」
を
読
み
直
し
た
谷
崎
が
、同
集
の
「
な

か
で
は
や
つ
ぱ
り
、
出
来
は
菊
花
の
約

4

4

4

4

が
一
等
だ
つ
た
」「
あ
れ
は

完
璧
だ
」
と
述
べ
て
佐
藤
と
意
気
投
合
し
た
と
い
う
が
、
そ
こ
で
も

谷
崎
の
高
評
価
の
力
点
は
、
例
え
ば
「
専
ら
、
あ
の
起
筆
に
千
鈞
の

重
み
が
あ
る
」
と
い
っ
た
、
作
の
構
成
の
面
に
お
か
れ
て
い
る
。
先

に
引
用
し
た
彼
の
評
言
中
「
出
来
は0

」
と
い
う
限
定
は
、
自
身
の
好

み
を
別
に
し
て
言
え
ば
と
い
う
含
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
、「
菊
花
の

約
」
に
つ
い
て
の
評
価
の
塗
り
替
え
は
、「
蛇
性
の
婬
」
に
対
す
る

（
彼
の
中
で
の
）
評
価
低
下
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

後
者
は
谷
崎
に
と
っ
て
、
集
中
で
は
一
番
「
好
み
」
の
作
と
し
て
あ

り
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
先
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
谷
崎

脚
本
「
蛇
性
の
婬
」
は
、原
作
の
筋
や
場
面
展
開
を
か
な
り
忠
実
に
、

す
な
わ
ち
そ
れ
が
有
し
て
い
た
エ
ロ
ス
的
側
面
を
映
像
的
に
再
現
す

る
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
再
び
眼
前
に
現
れ
た
真
女
子
に

対
し
、
最
初
は
そ
れ
を
恐
ろ
し
い
「
鬼
」
と
し
て
忌
避
し
て
い
た
も

の
の
、
彼
女
の
熱
心
に
か
き
く
ど
く
様
と
、
そ
の
美
貌
に
心
が
と
け

て
い
く
豊
雄
の
心
境
の
変
化
が
か
な
り
丁
寧
に
描
き
だ
さ
れ
て
お
り
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（
第
百
六
場
～
第
百
十
五
場
）、「
雨
月
」
諸
篇
の
中
か
ら
、
映
画
化

に
あ
た
っ
て
本
篇
を
選
ん
だ
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
と
共
に
、
彼
の

「
雨
月
」
受
容
の
仕
方
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
菊
花
の
約
」
の
評
価
に
戻
る
と
、
構
成
以
外
で
は
「
作
意
の
す

が
す
が
し
い
精
神
的
な
と
こ
ろ
」、
い
わ
ば
素
材
を
取
り
扱
う
態
度

を
高
評
価
の
基
準
と
す
る
佐
藤
に
対
し
、
芥
川
が
そ
の
作
に
「
飜
案

味
が
抜
け
き
ら
な
」
い
と
、
素
材
の
選
択
と
文
体
を
問
題
視
し
て
い

る
点
も
、
や
は
り
自
身
の
創
作
に
お
い
て
何
を
重
視
す
る
か
を
反
映

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
芥
川
の
言
は
こ
の
短
い
一
言
し
か
拾
わ
れ

て
い
な
い
（
あ
る
い
は
実
際
そ
れ
し
か
発
言
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ

こ
は
明
ら
か
で
な
い
）
の
で
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
面
・
部
分
を
指
し

て
そ
う
言
っ
た
の
か
は
推
測
す
る
以
外
に
手
が
無
い
が
、
題
名
に
も

な
っ
て
い
る
重
陽
の
日
と
い
う
約
の
仕
方
、
ま
た
「
魂
よ
く
一
日
に

千
里
を
も
ゆ
く
」
と
い
う
古
言
を
命
に
代
え
て
実
行
す
る
と
い
っ
た

漢
文
脈
そ
の
ま
ま
の
設
定
は
も
ち
ろ
ん
、
作
中
人
物
が
故
事
を
多
く

引
い
て
物
を
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
文
章
全
体
の
調
子
に
お
い

て
漢
文
調
が
強
い
こ
と
を
指
し
て
言
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

加
え
て
、
や
や
重
複
に
な
る
が
、
後
日
譚
で
の
谷
崎
に
よ
る
「
菊

花
の
約
」
の
再
（
高
）
評
価
で
も
、
彼
が
語
っ
て
い
る
の
は
同
作
に

お
け
る
書
き
出
し
と
末
尾
の
照
応
及
び
そ
こ
で
の
教
訓
的
言
辞
と
内

容
と
な
る
物
語
の
効
果
的
落
差
、
い
わ
ば
構
成
に
お
け
る
「
完
璧
」

さ
で
あ
っ
た
。「
交

ま
じ
は
り
は
軽
薄
の
人
と
結
ぶ
こ
と
な
か
れ
。」
と
い
う

教
訓
が
末
尾
で
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
篇
全
体
を
通
じ
て
の
照

応
関
係
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
る
上
、
更
に
そ
の
教
え
に
対
し
物

語
本
編
で
語
ら
れ
る
の
は
そ
れ
と
正
反
対
―
―
自
ら
の
命
を
懸
け
て

ま
で
友
と
の
信
を
守
っ
た
、
軽
薄
と
は
対
極
の
人
間
の
姿
を
示
す
こ

と
で
、
却
っ
て
教
訓
性
を
際
立
た
せ
た
と
い
う
逆
転
の
発
想
を
佐

藤
・
谷
崎
の
二
人
は
絶
賛
し
て
い
る
。

　

精
緻
に
論
理
立
て
て
そ
れ
を
語
っ
て
い
く
谷
崎
に
対
し
、
佐
藤
は

「
余
が
単
に
感
じ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
を
、
潤
一
郎
が
詳
し
く

説
い
て
聞
か
せ
た
の
に
推
服
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
回
想
文
中
で

は
そ
れ
に
続
き
、
し
か
し
「
自
分
の
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
全
部
言

つ
て
し
ま
は
れ
さ
う
な
」
危
機
感
を
覚
え
た
佐
藤
が
谷
崎
に
皆
ま
で

言
わ
せ
ず
「
大
急
ぎ
で
喋
り
出
し
た
」
と
あ
る
）
が
、
小
説
に
お
け

る
「
構
造
」
の
重
視
は
、芥
川
晩
年
に
谷
崎
と
の
間
に
行
わ
れ
た
「
筋

の
な
い
小
説
論
争
」９
に
於
い
て
、
谷
崎
側
が
主
張
・
提
示
し
た
重

要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
後
の
主
張
の
片
鱗
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

も
認
め
ら
れ
る
か
と
思
う
と
、
短
文
な
が
ら
尚
更
興
味
深
い
。

　
　

四　

鼎
談
の
時
期

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
秋
成
作
品
に
つ
い
て
の
三
人

の
語
ら
い
が
い
つ
ご
ろ
持
た
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。

　
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
終
盤
で
、
佐
藤
は
「
雨
月
物
語
」
に
つ
い

て
「
論
じ
合
つ
た
の
は
も
は
や
五
年
も
も
つ
と
以
前
の
こ
と
で
あ

る
」
と
い
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
文
章
で
の
回
想
は
二
段
構
成
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に
な
っ
て
い
て
、
ま
ず
三
人
で
話
し
た
、
と
い
う
思
い
出
が
語
ら
れ
、

そ
の
折
の
発
言
を
踏
ま
え
、さ
ら
に
「
後
一
年
以
上
も
経
つ
て
か
ら
」

谷
崎
と
自
身
が
（
二
人
で
？
）
話
し
た
こ
と
（
先
述
の
如
く
、「
菊

花
の
約
」
が
「
雨
月
中
の
一
等
」
傑
作
で
あ
る
と
い
う
最
初
の
議
論

で
の
佐
藤
の
意
見
に
、
谷
崎
が
改
め
て
賛
意
を
表
す
る
）
が
語
ら
れ

て
い
る
。「
五
年
も
も
つ
と
以
前
」
と
い
う
の
が
、
後
段
を
指
す
の

だ
と
す
れ
ば
、
芥
川
を
含
め
て
三
人
で
話
し
た
の
は
そ
れ
よ
り
更
に

前
、
同
文
執
筆
（
・
発
表
）
の
六
・
七
年
以
上
前
―
―
す
な
わ
ち
、

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
推
定
を
更
に
裏
付
け
ら
れ
そ
う
な
資
料
と
し
て
、
大
正
七
年

五
月
十
六
日
附
の
小
島
政
二
郎
宛
芥
川
書
翰
を
引
用
す
る
。
最
新

二
十
四
巻
本
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
に
は
最
終
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
・
三
）
に
「
引
用
作
品
索
引
」（
石
割
透
編
集
・
作
成
）
を

収
録
す
る
が
、
そ
れ
に
拠
れ
ば
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
芥
川
書
翰
中

で
は
唯
一
の
「
雨
月
」
へ
の
言
及
例
で
あ
る
。

文
章
倶
楽
部
か
何
か
の
文
章
観
（
諸
家
の
）
を
見
る
と
皆
「
雨

月
」
を
褒
め
て
ゐ
る
で
せ
う　

あ
れ
は
雨
月
の
文
章
が
国
文
の

素
養
の
な
い
人
間
に
も
よ
く
判
る
か
ら
な
の
で
す　

王
朝
時
代

の
文
章
に
比
べ
て
御
覧
な
さ
い　

雨
月
の
文
章
な
ど
は
随
分
土

口
気
泥
臭
味
の
多
い
文
章
で
す
か
ら 

10

序
に
書
き
ま
す
が
雨
月
の
中
で
は
秋
成
が
「
も
の
か
ら
」
と
云

ふ
語
を
間
違
つ
て
「
な
る
故
に
」
の
意
味
で
使
つ
て
ゐ
る
所
が

二
つ
あ
る
さ
う
で
す　

こ
れ
は
谷
崎
潤
一
郎
氏
に
聞
き
ま
し
た　

一
つ
は
確
「
白
峯
」
で
し
た　

あ
ん
な
学
者
ぶ
つ
た
男
が
間
違

つ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
可
笑
し
い
で
せ
う

　

芥
川
の
「
雨
月
」（
延
い
て
は
秋
成
）
観
を
語
る
重
要
な
言
及
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
事
情
に
よ
り
内
容
に
関
わ
る

考
察
は
別
稿
に
譲
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
時
期
の
問
題
と
し
て
、
す
な

わ
ち
そ
こ
に
云
う
よ
う
に
彼
が
谷
崎
か
ら
「
雨
月
」
に
関
す
る
事
柄

を
聞
い
た
と
い
う
の
が
、
佐
藤
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
で
言
及
さ
れ

る
鼎
談
の
折
（
も
し
く
は
そ
の
後
の
遠
か
ら
ぬ
時
期
）
の
事
と
考
え

れ
ば
（
ま
た
そ
れ
が
自
然
か
と
思
う
）、
や
は
り
そ
の
出
来
事
は
大

正
七
年
五
月
以
前
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
に
留
め
た
い
。

　

他
方
、
上
限
の
ほ
う
で
あ
る
が
、
伝
記
的
事
項
を
参
照
す
る
と
芥

川
と
佐
藤
、
芥
川
と
谷
崎
が
そ
れ
ぞ
れ
面
識
を
持
っ
た
の
は
、
と
も

に
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
の
こ
と
。
前
者
は
同
年
四
月
の
佐
藤
に

よ
る
田
端
の
芥
川
宅
訪
問
に
よ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
事
典
類
な
ど

で
同
年
六
月
の
芥
川
第
一
作
品
集
『
羅
生
門
』（
同
年
五
月
、
阿
蘭

陀
書
房
）
出
版
記
念
会
（
佐
藤
ら
が
主
催
し
た
）
の
折
の
こ
と
で
あ

る
、
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
正
し
く
は
そ
の
会
へ
の
招
待

の
た
め
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
同
年
正
月
に
芥
川
が
谷
崎
を
訪
れ
た
の

が
最
初
で
、そ
の
旨
の
記
述
が
谷
崎
「
口
の
辺
の
子
供
ら
し
さ
」（『
新

潮
』
大
正
六
年
十
月
号
）
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
佐
藤
・
谷
崎
の
二

人
が
芥
川
宅
を
訪
れ
た
上
、
三
人
で
打
ち
解
け
て
話
を
す
る
ほ
ど
の



－ 35 －

間
柄
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
出
版
記
念
会
よ
り
後
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

結
局
、
佐
藤
の
言
う
鼎
談
の
時
期
は
、
概
ね
大
正
六
年
後
半
か
ら

翌
年
前
半
に
か
け
て
の
事
柄
で
は
な
い
か
（
三
者
の
伝
記
的
事
実
を

さ
ら
に
突
き
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
厳
密
な
時
期
の
推
定
が
可
能
で
は

あ
ろ
う
が
、
今
は
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い
）。
正
に
そ
の
時
期
、

す
な
わ
ち
大
正
六
年
四
月
に
、
有
朋
堂
文
庫
（
古
典
文
学
叢
書
）
の

一
冊
と
し
て
『
上
田
秋
成
集
』11

が
、
続
い
て
同
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
、
国
書
刊
行
会
よ
り
二
巻
本
の
『
上
田
秋
成
全
集
』（「
雨
月
」

は
大
正
六
年
十
二
月
刊
行
の
第
一
巻
に
収
録
）
が
相
次
い
で
刊
行
さ

れ
て
い
る
。「
雨
月
」
が
作
家
た
ち
の
間
で
話
題
に
な
る
よ
う
な
状

況
が
正
に
そ
の
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

他
方
で
、
大
正
六
～
七
年
と
言
え
ば
、
比
較
的
デ
ビ
ュ
ー
の
早

か
っ
た
谷
崎
潤
一
郎
は
既
に
文
壇
に
一
家
を
成
す
に
近
か
っ
た
が
、

芥
川
・
佐
藤
に
関
し
て
は
、
未
だ
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
間
も
な
い
（
と
は

い
え
相
応
の
注
目
は
浴
び
て
い
る
）
新
進
作
家
で
あ
っ
た
。
後
に
大

正
文
学
を
代
表
す
る
ま
で
に
な
る
三
人
が
、
そ
の
初
期
段
階
に
あ
っ

て
「
雨
月
」
と
い
う
特
定
の
対
象
に
対
し
て
と
は
い
え
、
概
ね
共
通

の
嗜
好
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
、
更
に
言
え
ば
、
そ
の
地
盤
の

共
有
を
前
提
に
、
そ
の
先
で
好
み
の
差
異
を
競
っ
て
い
る
と
い
う
点

が
尚
更
興
味
深
い
。
そ
れ
は
、
三
者
の
作
品
が
と
も
に
怪
異
・
幻
想

性
を
多
分
に
含
み
な
が
ら
、
そ
う
し
た
素
材
の
表
現
法
や
文
章
の
あ

り
方
に
よ
っ
て
異
を（
意
を
）競
っ
た
こ
と
、結
果
そ
こ
に
豊
饒
な（
大

正
）
文
学
世
界
を
造
り
上
げ
た
こ
と
と
結
果
的
に
照
応
す
る
も
の
と

見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

追
記　

近
代
作
家
の
／
と
読
む
上
田
秋
成
②
─
─
「
春
雨
物
語
」

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
佐
藤
春
夫
・
谷
崎
潤
一
郎
そ
し
て
（
前
二
者
に

比
す
と
）
僅
か
な
が
ら
芥
川
龍
之
介
の
「
雨
月
物
語
」
観
を
、
私
自

身
の
作
へ
の
見
解
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
て
き
た
が
、
実
は
私
の
構

想
と
し
て
当
初
本
当
に
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
、
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
（
本
稿
を
踏
ま
え
た
）
そ
の
先
に
あ
る
。
第
三
節
最
後
の

引
用
の
後
は
、
実
は
次
の
よ
う
に
続
く
の
で
あ
る
。

　

話
は
雨
月
物
語

4

4

4

4

か
ら
春
雨
物
語

4

4

4

4

に
移
つ
た
。
誰
だ
つ
た
か
、

瀧
田
樗
陰
は
雨
月

4

4

の
愛
読
者
だ
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
そ
の
樗
陰

が
、
し
か
し
春
雨

4

4

を
雨
月
4

4

に
比
し
て
、
殆
ん
ど
軽
ん
ず
る
ら
し

い
と
い
ふ
こ
と
な
ど
を
伝
へ
て
か
ら
、
自
然
、
我
々
も
春
雨

4

4

と

雨
月

4

4

と
の
優
劣
論
が
あ
つ
た
。
い
や
、
こ
れ
は
す
こ
し
も
論
に

は
な
ら
な
か
つ
た
。

　

春
雨

4

4

と
雨
月
4

4

と
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
雨
月
4

4

は
精
一
ぱ
い

だ
が
春
雨

4

4

に
は
ゆ
と
り
が
あ
つ
て
筆
が
枯
れ
切
つ
て
ゐ
る
―
―

三
人
の
う
ち
誰
が
言
ふ
と
も
な
く
、
こ
れ
は
全
く
一
致
し
た
。

龍
之
介
は
た
し
か
日
本
文
で
あ
れ
ほ
ど
雄
勁
な
の
は
珍
重
だ
と

言
つ
て
、「
蒼
古
」
と
い
ふ
文
字
を
口
に
し
た
。（
以
下
略
）
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実
際
、
芥
川
も
、
幾
つ
か
の
文
章
中
で
「
雨
月
」
よ
り
「
春
雨
物

語
」（
以
後
「
春
雨
」）
の
方
が
断
然
よ
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お

り
、
寧
ろ
「
雨
月
」
全
体
を
貶
し
て
す
ら
い
る
の
で
あ
る 

12

。「
近

代
作
家
の
読
む
上
田
秋
成
」
と
い
う
主
題
に
対
し
て
は
、実
は
（「
雨

月
」
と
の
比
較
の
中
で
登
場
す
る
）「
春
雨
」
を
こ
そ
検
討
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
今
回
そ
こ
に
ま
で
至
る
こ
と
が
出
来
ず
に
仕

舞
っ
た
。

　

い
ま
一
つ
、
佐
藤
の
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
に
は
末
尾
近
く
に
次

の
よ
う
な
一
段
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

雨
月

4

4

と
春
雨
4

4

と
が
私
の
愛
読
書
で
あ
つ
た
の
は
十
年
も
も
つ

と
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
今
は
さ
ほ
ど
に
も
な
い
。
さ
う
し
て

机
辺
に
も
な
い
菊
花
の
約

4

4

4

4

の
書
き
出
し
さ
へ
思
ひ
出
す
の
に
お

ぼ
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
文
章
を
認
め
て
い
る
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
、既
に
「
雨

月
」
に
も
「
春
雨
」
に
も
余
り
強
い
興
味
関
心
は
な
い
と
い
う
。
佐

藤
に
は
戦
後
改
め
て
「
菊
花
の
約
」
に
言
及
し
た
文
章 

13

が
あ
る

の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
と
に
か
く
一
時
的
に
せ
よ
、
作
家
の

〈
秋
成
離
れ
〉
と
で
も
言
う
べ
き
事
態
が
こ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
。

更
に
現
在
調
査
中
だ
が
、
ど
う
も
同
様
の
動
き
は
芥
川
に
も
当
て
は

ま
り
そ
う
な
の
で
あ
る 

14

。

　
「
雨
月
」
よ
り
「
春
雨
」
が
よ
い
と
い
う
見
解
、
そ
し
て
そ
の
後

の
秋
成
に
対
す
る
興
味
減
退
の
あ
り
方
へ
の
考
察
は
、
佐
藤
・
芥
川

を
中
心
に
近
代
作
家
た
ち
の
怪
異
作
品
へ
の
関
わ
り
方
を
考
え
る
上

で
は
外
せ
な
い
部
分
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
次
稿
に
廻
す
こ
と

と
し
た
い
。

注１　
『
黒
潮
』
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
九
月
号
掲
載
。

２　
『
中
央
公
論
』
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
九
・
十
月
号
掲
載
。

３　

同
文
章
に
着
眼
し
た
先
行
論
に
大
久
保
典
夫
「
佐
藤
春
夫
の
秋
成
論
―
―

「
菊
花
の
約
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
十
一

〔
一
九
七
六
〕
年
七
月
）
が
あ
る
。

４　

注
２
に
同
じ
。

５　

佐
藤「『
苦
の
世
界
』と『
妖
婆
』」（『
新
潮
』大
正
八〔
一
九
一
九
〕年
十
月
）。

６　
「
雨
月
物
語
」
か
ら
の
引
用
は
、
有
朋
堂
文
庫
『
上
田
秋
成
集
』（
有
朋
堂

書
店
、一
九
一
七
）
所
収
本
文
に
拠
る
。
そ
こ
で
は
女
主
人
公
を
指
し
て
「
真

女
子
」「
真
女
児
」
両
様
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。

７　

映
画
は
大
活
製
作
、
監
督
は
栗
原
喜
三
郎
（
原
作
＝
上
田
秋
成
、
脚
色
＝

谷
崎
潤
一
郎
）。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
撮
影
・
公
開
さ
れ
た
。
後
、『
鈴

の
音
』
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
四
月
号
に
、谷
崎
自
身
に
よ
る
解
説
（「
は

し
が
き
」）
と
共
に
シ
ナ
リ
オ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

８　

今
回
残
念
な
が
ら
映
像
の
方
は
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
脚
本
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を
雑
誌
掲
載
す
る
際
に
自
ら
附
し
た
前
書
き
に
言
う
通
り
、
脚
本
と
そ
れ
に

基
づ
き
な
が
ら
実
際
に
撮
ら
れ
た
映
画
と
で
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
部
分
も

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
谷
崎
の
意
図
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
脚

本
の
記
述
を
基
に
言
及
を
進
め
る
。

９　

あ
る
い
は
「
小
説
の
筋
論
争
」。
発
端
は
芥
川
が
「
新
潮
合
評
会
第

四
十
三
回
（
一
月
の
創
作
評
）」（『
新
潮
』
昭
和
二
〔
一
九
二
七
〕
年
二
月

号
掲
載
）
で
谷
崎
の
作
品
傾
向
に
関
し
て
批
判
的
に
述
べ
た
こ
と
。
そ
れ
に

対
し
谷
崎
が
「
饒
舌
録
」（『
改
造
』
同
年
三
月
）
で
反
論
、更
に
芥
川
が
『
改

造
』
翌
月
号
掲
載
の
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
で
再
反
論
し
、
以

後
両
者
の
間
で
応
酬
が
行
わ
れ
た
。

10　

こ
こ
で
芥
川
が
言
及
し
て
い
る
の
は『
文
章
倶
楽
部
』大
正
七（
一
九
一
八
）

年
五
月
号
掲
載
の
特
輯
「
如
何
な
る
文
章
を
模
範
と
す
べ
き
乎
」
の
こ
と
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
掲
載
順
に
）
大
町
桂
月
・
芥
川
・
三
木
露
風
・
内
田
魯
庵
・

中
村
吉
蔵
・
小
川
未
明
・
長
田
秀
雄
・
豊
島
與
志
雄
・
前
田
晃
・
谷
崎
精
二
・

長
田
幹
彦
・
鈴
木
三
重
吉
・
本
間
久
雄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
タ
イ
ト
ル
を

付
し
て
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
内
「
雨
月
」
に
言
及
し
て
い
る

の
は
以
下
に
引
く
三
本
だ
け
で
あ
る
（
引
用
中
、
ル
ビ
・
圏
点
は
省
略
し
た
）。

そ
れ
ら
す
べ
て
が
「
雨
月
」
を
好
意
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
は
言
え
、「
褒

め
て
ゐ
る
」
の
は
十
三
名
中
三
名
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
皆
」
が
そ

う
し
て
い
る
と
い
う
芥
川
の
言
い
方
に
は
や
や
語
弊
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

他
の
者
が
褒
め
て
い
る
こ
と
が
悪
く
印
象
に
残
る
ほ
ど
、
彼
の
「
雨
月
」
に

対
す
る
相
対
的
低
評
価
を
示
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
こ
ゝ
に
本
が
あ
れ
ば
、
上
田
秋
成
の
「
雨
月
物
語
」
に
就
い
て
、
例

を
挙
げ
て
お
話
す
れ
ば
好
い
の
だ
が
、生
憎
本
が
な
い
か
ら
、「
保
元
物
語
」

の
事
を
お
話
し
よ
う
。（
長
田
秀
雄
「
毛
深
い
腕
で
犇
と
抱
き
締
め
ら
れ

る
様
な
─
─
「
保
元
物
語
」
の
文
章
─
─
」）

そ
の
中
で
好
き
な
文
章
と
い
ふ
の
は
、
秋
成
、
近
松
、
西
鶴
、
独
歩
、
一
葉
、

そ
れ
か
ら
鷗
外
さ
ん
の
も
の
と
で
あ
る
。（
略
）
秋
成
に
な
る
と
、
し
な

や
か
で
、
素
直
で
、
実
に
行
き
届
い
た
書
き
方
が
好
い
。（
長
田
幹
彦
「
古

典
を
読
む
必
要
」〔
副
題
略
〕）

上
田
秋
成
の
「
雨
月
物
語
」
も
、一
頻
り
愛
読
し
た
。
あ
の
中
に
あ
る
「
浅

茅
が
宿
」
と
か
、「
蛇
性
の
淫マ
マ

」
な
ど
は
、
今
思
ひ
出
し
て
も
非
常
に
面

白
い
文
章
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
丁
度
幸
田
露
伴
な
ど
に
も
秋
成
の
文

体
が
非
常
に
影
響
し
て
は
ゐ
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
所
謂
和
漢
混
淆
文

の
最
も
上
乗
の
も
の
と
し
て
、
日
本
の
文
章
史
上
特
筆
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
と
思
ふ
。
し
か
し
、
今
日
で
は
殆
ど
読
む
興
味
も
起
ら
な
い
し
、

機
会
も
な
い
。（
本
間
久
雄
「
秋
成
、
西
鶴
、
抱
月
」〔
副
題
略
〕）

11　

注
６
参
照
。

12　

前
掲
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
五
月
十
六
日
附
小
島
政
二
郎
宛
書
翰
は

そ
の
代
表
例
。

13　

佐
藤
「『
菊
花
の
約
』
を
読
む
─
─
そ
の
構
成
に
就
て
の
愚
見
」（『
座
右
宝
』

昭
和
二
十
一
〔
一
九
四
六
〕
年
五
月
）

14　

書
翰
や
随
想
文
等
で
の
言
及
内
容
及
び
そ
の
時
期
分
布
か
ら
調
査
中
。


