
一
、
は
じ
め
に

明
治
初
期
、
特
に
明
治
十
年
代
を
中
心
と
し
て
、
漢
字
片
仮
名
交
じ

り
の
漢
文
訓
読
体
で
書
か
れ
た
小
説
が
陸
続
と
出
現
し
た
。
そ
の
よ
う

な
形
式
で
書
か
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
、
丹
羽
純
一
郎
訳
『
欧
洲
奇

事
／
花
柳
春
話
』（
明
治
十
一
〜
十
二
年
／
一
八
七
八
〜
七
九
）
や
川

島
忠
之
介
訳
『
新
説
／
八
十
日
間
世
界
一
周
』（
明
治
十
一
年
）
な
ど

の
翻
訳
小
説
と
、
戸
田
欽
堂
『
民
権
演
義
／
情
海
波
瀾
』（
明
治
十
三

年
／
一
八
八
〇
）
や
東
海
散
士
『
佳
人
之
奇
遇
』（
明
治
十
八
〜
三
十

年
／
一
八
八
五
〜
九
七
）
な
ど
の
政
治
小
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
ら
の
小
説
で
使
わ
れ
る
文
体
は
近
世
後
期
か
ら
形
成
さ
れ
た
規
範
的

な
訓
読
体1

と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
逸
脱
を
含

み
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
訓
読
体
の
小
説
の
出
現
が
ど
の
よ
う
な

文
学
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
、
鶴
谷
向
水
生2

の
「
月
氷
奇

遇
／
艶
才
春
話
」（
明
治
十
三
年
）
で
あ
る
。
大
分
県
中
津
町
で
発
行

さ
れ
て
い
た
『
田
舎
新
聞
』
に
全
十
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
こ

の
作
品
は
、
菊
亭
香
水
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
作
者
に
よ
っ
て
書
き

進
め
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
過
程
を
経
た
後
で3

、『
惨
風
悲
雨
／
世
路
日

記
』（
明
治
十
七
年
／
一
八
八
四
）
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。

主
人
公
久
松
菊
雄
の
教
員
生
活
の
挫
折
と
辞
職
、
及
び
そ
の
後
の
都
会

で
の
遊
学
生
活
を
、
か
つ
て
の
生
徒
で
恋
人
の
松
江
タ
ケ
と
の
恋
愛
の

展
開
と
と
も
に
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
菊
雄
と
同
じ
よ
う
に
立
身
出
世

を
志
し
て
都
会
へ
の
遊
学
を
夢
見
る
若
者
た
ち
に
お
お
い
に
も
て
は
や

さ
れ
た
。
複
数
の
書
肆
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
数
十
万
部
に

至
っ
た
と
も
言
わ
れ
る4

発
行
部
数
は
、「
明
治
初
期
の
小
説
中
、
恐
ら

く
は
其
の
右
に
出
づ
る
も
の
無
か
ら
ん
歟5

」
と
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
世
路
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
田
愛
と
谷
川
恵
一
が
物
語

や
文
体
を
当
時
の
読
者
と
結
び
つ
け
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
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て
お
り6

、
訓
読
体
の
小
説
の
文
学
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て

示
唆
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
立
志
小
説
の
初
出
形
態
に
遡
り
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
物
語
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
環
境
に

お
い
て
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
小
説

と
い
う
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
が
訓
読
体
と
の
合
流
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

二
、
小
説
と
リ
テ
ラ
シ
ー
圏

「
艶
才
春
話
」
に
つ
い
て
の
分
析
に
移
る
前
に
、
小
説
と
訓
読
体
の

合
流
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
広
い
視
野
か
ら
簡
単
に
整
理
し

て
お
き
た
い
。

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
を
文
学
の
中
心
に
据
え

る
文
学
観
は
近
代
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
に
お
い

て
は
、
文
学
と
言
え
ば
第
一
に
漢
詩
文
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
世
の
小

説
、
す
な
わ
ち
戯
作
は
、
諧
謔
や
教
訓
を
交
え
た
娯
楽
と
し
て
の
読
み

物
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
に
お
い
て
地
位
の
上
昇
を
果
た
す
た
め
に
は

何
ら
か
の
変
革
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』（
明
治
十
八
〜
十
九
年
／

一
八
八
五
〜
八
六
）
に
お
い
て
「
小
説
を
も
て
婦
女
童
蒙
の
玩
具
と
見

做
し
て
美
術
視
せ
ざ
り
し
誤
り
」
を
批
判
し
、「
小
説
を
改
良
し
て
大

人
学
士
を
楽
し
ま
し
む
る
美
術
と
な
さ
む
」
と
述
べ
た
よ
う
に7

、
当
時

の
文
学
に
お
け
る
小
説
の
地
位
を
決
定
し
て
い
た
の
は
、「
婦
女
童
蒙
」

と
い
う
読
者
の
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
文
章
の
卑
俗

い
や
し

き
は
田
童
野

婦
に
解
読

げ

し

易や
す

か
ら
ん
を
要
す
れ
ば
な
り8

」（
仮
名
垣
魯
文
『
大
洋
新

話
／
蛸
入
道
魚
説
教
』
明
治
五
年
／
一
八
七
二
）
と
い
う
類
の
記
述
が

近
世
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
の
戯
作
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
、「
婦
女
童
蒙
」
を
読
者
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
、
小
説
の
文
体

を
平
易
な
も
の
に
固
定
す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、「
婦
女
童
蒙
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
原
理
的

に
指
示
さ
れ
る
の
が
、
実
在
と
し
て
の
女
性
や
子
供
で
は
な
く
、
リ
テ

ラ
シ
ー
の
階
層
性
に
基
づ
い
て
仮
構
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
小
説
と
は
、
最
低
限
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
あ
れ
ば
読
む
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
読
ん
で

満
足
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、「
大
人
学
士
」
を
も

含
め
、
読
み
書
き
の
で
き
る
す
べ
て
の
人
々
を
読
者
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
漢
詩
文
を
読
む
た
め
に
は
高
度

な
漢
文
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要
で
あ
っ
た
。
平
易
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
小
説
と
は
異
な
り
、
漢
詩
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
は
、
歴

史
的
な
表
現
の
蓄
積
に
依
拠
し
た
、
日
常
の
こ
と
ば
と
は
異
な
る
言
語

体
系
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
言
語
体
系
を
習
得
す
る
こ

と
が
第
一
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
漢
詩
文
は
「
婦
女
童
蒙
」
と

は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
漢
詩
文
と
は
、
漢
文
の
リ
テ
ラ
シ
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ー
を
境
界
線
と
す
る
領
域
の
中
で
読
ま
れ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

漢
詩
文
が
享
受
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
領
域
の
こ
と
を
、
い
ま
、「
漢

文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
と
呼
ん
で
お
く
。「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
は
、

「
婦
女
童
蒙
」
と
は
峻
別
さ
れ
る
特
権
的
な
階
級
を
形
成
し
た
が
、
ま

た
一
方
で
、
そ
れ
が
漢
文
の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
、
漢
文
の
リ
テ
ラ
シ
ー
さ
え

習
得
す
れ
ば
身
分
や
性
差
と
は
関
係
な
く
誰
も
が
そ
こ
に
参
入
で
き
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
事
実
、
近
世
後
期
以
降
の
漢
学
の
隆
盛
は
、

「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
人
口
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

明
治
に
な
っ
て
訓
読
体
が
公
の
文
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と

は
、
人
口
を
増
大
さ
せ
た
「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
を
土
台
と
し
て
国

家
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
代
に
お
け
る

訓
読
体
は
、
漢
文
を
起
源
と
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
漢
文
か
ら
は

離
脱
し
て
い
っ
た9

。「
今
体
文
」
や
「
普
通
文
」
と
い
う
呼
称
が
用
い

ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
も
は
や
漢
文
に
従
属
す
る
文
体
で
は
な
く
な

り
、
漢
文
の
言
語
体
系
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
独
立
し
た
文
体
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
以
下
、「
訓
読
文
」
と
い
う
呼
称

は
用
い
ず
、
漢
文
、
す
な
わ
ち
古
典
文
と
の
対
比
を
強
調
す
る
「
今
体

文
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

政
府
か
ら
の
布
達
は
今
体
文
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
人
々
は
今
体
文
に

よ
っ
て
国
策
を
議
論
し
た
。
そ
し
て
、
国
民
が
用
い
る
べ
き
文
体
と
し

て
今
体
文
は
学
校
で
教
育
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
今
体
文
リ
テ
ラ

シ
ー
圏
」
と
し
て
の
国
家
が
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
今

体
文
の
小
説
が
登
場
し
た
。

小
説
が
今
体
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
し
て

は
、
今
体
文
が
翻
訳
の
文
体
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
翻
訳

小
説
が
誕
生
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
小
説
は
「
今
体
文

リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
従
来
の
戯
作
と
の
差
異
化

が
図
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
近
世
に
お
い
て
も
漢
文
で
小
説
が
書
か
れ

る
こ
と
は
あ
っ
た
。
だ
が
、「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
内
部
に
お
い

て
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
余
技
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
漢
詩
文

の
地
位
を
奪
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の

中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
小
説
は
そ
の
地
位
を
上

昇
さ
せ
、
漢
詩
文
に
代
わ
り
得
る
文
学
形
式
と
な
る
た
め
の
一
歩
を
踏

み
出
す
機
会
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
小
説
は
ど
の
よ
う
な
形
で
「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」

に
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
被
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
以
下
で
「
艶
才
春
話
」
の
分
析
を
通
し
て
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。

三
、
小
説
と
漢
詩
・
投
書

「
艶
才
春
話
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
の
は
、
い
ま
だ
「
久
松
菊
雄
」

と
い
う
固
有
名
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
小
学
校
教
員
の
「
少
年10

」
が
、
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讒
言
に
よ
っ
て
不
本
意
な
転
勤
を
命
ぜ
ら
れ
、
不
遇
な
身
の
上
か
ら
の

脱
却
を
図
っ
て
教
員
を
辞
め
る
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
、『
世
路
日
記
』
に
お
い
て
展
開

す
る
よ
う
な
、
学
問
に
励
む
若
者
た
ち
の
立
身
出
世
を
鼓
舞
す
る
物
語

が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
先

行
研
究
が
、「
艶
才
春
話
」
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
当
初
は
男

女
の
情
を
描
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
小
説
が
後
に
立
志
小
説
へ

と
読
み
替
え
ら
れ
た
と
解
釈
す
る11

こ
と
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。そ

も
そ
も
、
柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
』
上
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る

向
水
生
こ
と
菊
亭
香
水
の
自
叙
伝
「
文
士
佐
藤
鶴
谷
伝
」
に
は
、
次
の

よ
う
に
、
向
水
生
自
身
が
「
少
年
」
の
転
勤
と
同
様
の
経
験
を
し
た
こ

と
が
「
艶
才
春
話
」
を
執
筆
し
、
発
表
す
る
に
至
っ
た
原
因
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

明
治
十
二
年
三
月
、
塩
屋
学
校
ニ
転
勤
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
、
是
ヨ
リ
先

鶴
谷
、
鶴
谷
女
学
校
ニ
奉
職
ス
ル
モ
ノ
前
後
五
年
、
方
正
謹
直
ヲ

以
テ
称
セ
ラ
レ
、
職
ニ
当
ル
ヤ
懇
切
子
弟
ヲ
教
ヘ
、
精
励
校
務
ヲ

執
リ
、
権
勢
ニ
阿
ラ
ズ
、
富
貴
ニ
媚
ビ
ズ
、
孳
々
ト
シ
テ
務
メ
、

汲
々
ト
シ
テ
懈
ラ
ズ
、﹇
…
﹈
サ
レ
ド
﹇
…
﹈
教
員
中
二
三
奸
佞

ノ
徒
鶴
谷
ノ
声
誉
ト
名
望
ヲ
娼
嫉
シ
、
窃
ニ
之
ヲ
傷
ケ
之
ヲ
貶
セ

ン
ト
図
ル
者
ア
リ
、
是
ヲ
以
テ
其
ノ
方
正
ハ
頑
冥
人
情
ノ
何
タ
ル

ヲ
解
セ
ズ
ト
セ
ラ
レ
、
其
ノ
謹
直
ハ
過
厳
子
弟
ヲ
教
ユ
ル
ノ
道
ニ

違
ヘ
リ
ト
セ
ラ
ル
、
鶴
谷
之
ヲ
聞
ク
ヤ
、
憤
然
筆
ヲ
執
テ
一
小
史

ヲ
起
草
シ
、
艶
才
春
話

、
、
、
、

ノ
題
名
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
豊
前
中
津
ニ
於
テ

刊
行
ス
ル
田
舎
新
聞
社
ニ
投
ズ12

﹇
傍
点
は
原
文
﹈

こ
の
「
文
士
佐
藤
鶴
谷
伝
」
は
明
治
文
学
名
著
全
集
版
の
『
世
路
日

記
』
の
解
題
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
引
用
の
末
尾
に
は

「
而
し
て
鶴
谷
塩
屋
学
校
に
転
ず
る
や
、
左
の
詩
歌
を
賦
し
、
以
て
自

ら
慰
め
り13

」
と
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
漢
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。

堪
憐
楚
屈
貶
災
遭
　
群
小
讒
刀
何
処
逃

却
喜
幽
居
多
清
興
　
南
窓
坐
雨
読
離
騒

（
憐
れ
む
に
堪
う
　
楚
屈
　
貶
せ
ら
れ
て
災
い
に
遭
う
を
／
群
小

の
讒
刀
　
何
処
に
か
逃
れ
ん
／
却
っ
て
喜
ぶ
　
幽
居
　
清
興
の
多

き
を
／
南
窓
　
雨
に
坐
し
て
離
騒
を
読
む
）

佞
臣
の
讒
言
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
、
流
浪
の
末
に
汨
羅
に
身
を
投
げ

た
屈
原
に
自
ら
の
不
遇
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
漢
詩
文
の

常
套
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
表
面
的
に
は
、「
群
小
讒
刀
」

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
屈
原
を
憐
れ
み
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
無

縁
の
「
幽
居
」
で
の
隠
逸
を
謳
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
幽
居
」
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
転
勤
先
で
の
生
活
の
こ
と
で
あ
り
、
自
身
も
ま
た
屈
原
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と
同
じ
よ
う
に
「
奸
佞
ノ
徒
」
に
よ
っ
て
放
逐
さ
れ
た
身
の
上
で
あ
る
。

「
幽
居
」
の
中
で
「
離
騒
」
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
世
俗
を
超
越
し

た
境
地
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て

「
離
騒
」
へ
の
執
着
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、「
幽
居
」
の
虚
偽
性
と
、

払
拭
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
恨
み
や
嘆
き
の
存
在
を
暗
示
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

漢
詩
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
屈
折
を
伴
っ
た
感
情
の
表
出
が
な
さ

れ
て
い
た
が
、「
艶
才
春
話
」
に
は
そ
の
よ
う
な
屈
折
は
な
く
、
表
現

は
次
の
よ
う
に
直
接
的
で
あ
る
。

抑
モ
該
地
タ
ル
固
大
海
ノ
陲
浜
ニ
シ
テ
﹇
…
﹈
僅
ニ
此
小
学
校
ヲ

設
ク
ト
雖
モ
﹇
…
﹈
其
位
置
遠
ク
邑
里
ヲ
距
レ
テ
人
家
ノ
近
傍
ニ

有
ル
非
ラ
ザ
レ
バ
四
隣
マ
コ
ト
ニ
寂
々
寥
々
毎
ニ
其
眼
ニ
触
レ
毎

ニ
其
耳
ニ
聴
ク
モ
ノ
ハ
只
々
猛
浪
ノ
遠
ク
馬
躍
シ
テ
巨
巌
ヲ
打
ツ

ト
雄
風
ノ
遥
ニ
虎
嘯
シ
テ
嶺
松
ニ
抵
ツ
ル
ト
ノ
ミ
半
夜
孤
月
ヲ
渺

茫
タ
ル
滄
溟
ノ
上
ニ
眺
メ
テ
ハ
退
之
ガ
潮
洲
ノ
当
年
ヲ
想
起
シ
テ

空
シ
ク
其
腸
ヲ
断
チ
三
更
猿
啼
テ
凄
然
タ
ル
巴
峡
ノ
西
ニ
聞
テ
ハ

マ
タ
菅
公
ガ
筑
紫
ノ
昔
日
ヲ
追
懐
シ
テ
徒
ラ
ニ
感
涙
其
衾
ヲ
湿
ハ

シ
実
ト
ニ
無
罪
観
配
所
月
ト
古
人
ノ
歎
辞
モ
今
ヤ
恰
モ
我
身
ニ
ア

リ
ト
常
ニ
感
慨
ハ
集
テ
須
臾
モ
其
胸
間
ヲ
散
ス
ル
ノ
時
ナ
シ14

こ
こ
で
描
か
れ
る
「
少
年
」
の
転
勤
先
に
は
、「
幽
居
」
ら
し
さ
は

な
く
、「
猛
浪
」
や
「
雄
風
」
の
み
が
存
在
す
る
荒
涼
と
し
た
左
遷
の

地
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
少
年
」
の

境
遇
も
ま
た
、
韓
愈
や
菅
原
道
真
の
故
事
を
挙
げ
な
が
ら
、
彼
ら
と
同

じ
く
不
遇
の
系
譜
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
漢
詩
と
「
艶
才

春
話
」
の
両
方
に
お
い
て
、
不
遇
を
訴
え
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
共
通
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
、
転
勤
の
辞
表
を
受
け
取
っ
た

「
少
年
」
は
、「
嗚
呼
誠
ニ
彼
ノ
所
謂
C
翼
ヲ
重
シ
ト
シ
千
鈞
ヲ
軽
シ
ト

シ
黄
鐘
毀
棄
セ
ラ
レ
テ
以
テ
瓦
釜
雷
鳴
ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
キ
ナ
リ15

」

と
、『
楚
辞
』
の
「
卜
辞
」
中
の
句
（「
蝉
翼
為
重
、
千
鈞
為
軽
、
黄
鐘

毀
棄
、
瓦
釜
雷
鳴
」）
を
引
用
し
な
が
ら
自
ら
の
不
遇
を
訴
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
艶
才
春
話
」
に
お
い
て
は
、
漢
詩
に
よ
っ
て
行
っ
た
よ
う

な
自
己
の
感
情
の
表
出
が
、
小
説
の
中
の
架
空
の
「
少
年
」
を
通
し
て

行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
今
体
文
の
小
説
と
漢
詩
と
の
接

点
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

た
だ
し
、「
艶
才
春
話
」
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
漢
詩
と
の
接
点
以
外
に
も
う
一
つ
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
重
要
な
点
は
、
投
書
と
の
関
係
性
で
あ
る
。

前
に
引
用
し
た
「
文
士
佐
藤
鶴
谷
伝
」
に
は
、「
田
舎
新
聞
社
ニ
投

ズ
」
と
あ
っ
た
。
懸
賞
小
説
な
ど
が
ま
だ
存
在
し
な
い
時
代
に
、
読
者

か
ら
投
ぜ
ら
れ
た
全
十
四
回
に
も
及
ぶ
小
説
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
と

い
う
の
は
、
一
見
す
る
と
あ
り
得
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、「
艶
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才
春
話
」
の
発
表
の
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
他
の
文
章
で
も
毎
度
「
投

ず
」
と
い
う
表
現
を
使
い
な
が
ら16

新
聞
社
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
な
り
の
蓋
然
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
仮
に
何
ら
か
の
縁
故
が

あ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
投
書
と
不
可
分
で
あ
る

こ
と
は
『
田
舎
新
聞
』
の
投
書
欄
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。

『
田
舎
新
聞
』
は
、
明
治
九
年
十
一
月
か
ら
十
四
年
六
月
ま
で
の
間
、

創
刊
当
初
は
週
一
回
、「
艶
才
春
話
」
が
掲
載
さ
れ
た
当
時
は
水
曜
と

土
曜
の
週
二
回
発
行
さ
れ
て
い
た17

。
雑
報
欄
の
み
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
、

振
り
仮
名
付
き
の
平
易
な
談
話
体
で
書
か
れ
、
そ
れ
以
外
の
「
公
布
」

や
「
県
庁
録
事
（
大
分
県
録
事
）」
な
ど
は
今
体
文
で
書
か
れ
る
と
い

う
点
は
、
当
時
の
大
新
聞
と
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
大
新
聞
が

い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、『
田
舎
新
聞
』
に
お
い
て
も
今
体

文
に
よ
る
投
書
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。

「
艶
才
春
話
」
が
発
表
さ
れ
る
半
年
ほ
ど
前
、
明
治
十
二
年
五
月
二

日
（
第
一
四
八
号
）
の
投
書
欄
に
は
、
杉
本
玄
応
と
い
う
人
物
の
次
の

よ
う
な
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

﹇
…
﹈
纔
ニ
四
書
ノ
素
読
ヲ
終
リ
テ
外
史
ヤ
十
八
史
略
ヲ
虫
綴
リ

ニ
読
ミ
加
減
乗
除
ガ
ド
フ
ナ
リ
出
来
レ
バ
ソ
リ
ヤ
小
学
教
員
ソ
リ

ヤ
助
教
ト
三
円
五
円
ノ
月
給
ニ
目
ヲ
着
ケ
（
先
生
ト
云
フ
オマ

マ

モ
亦

タ
喜
ブ
）
自
己
ノ
学
問
ノ
成
否
ヲ
顧
ミ
ズ
其
ノ
鼻
ヲ
天
狗
然
ト
シ

其
ノ
眼
ヲ
ム
キ
出
シ
其
ノ
口
ヲ
鋭
ラ
シ
恰
モ
碩
学
大
儒
ノ
如
ク
ニ

自
惚
顏
ニ
テ
﹇
…
﹈
横
着
無
礼
ハ
此
ノ
上
至
極
ナ
リ
﹇
…
﹈
如
此

キ
教
員
ニ
由
リ
テ
以
テ
子
弟
ノ
教
育
ヲ
頼
マ
バ
後
来
ヲ
誤
ル
ニ
至

ル
知
ル
可
キ
ナ
リ
嗚
呼
大
ナ
ル
哉
其
ノ
害
ヤ
又
タ
曰
ク
善
政
ハ
善

教
ノ
民
ヲ
得
ル
ニ
如
カ
ザ
ル
也
ト
然
レ
バ
則
チ
教
ハ
民
ヲ
治
ム
ル

ノ
本
ナ
リ
教
員
ハ
教
ヲ
布
ク
ノ
本
ナ
リ
豈
ニ
慎
マ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ18

杉
本
は
小
学
校
教
員
が
僅
か
な
学
識
を
誇
り
、
尊
大
な
態
度
を
取
っ

て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
教
員
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ

れ
る
の
は
、
教
育
が
国
民
形
成
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
教
員

と
い
う
存
在
の
重
大
さ
が
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
投
書
に
対
し
、
五
月
十
七
日
（
第
一
五
一
号
）
の
紙
面
に
お
い

て
、「
大
分
学
校
教
員
」
を
名
乗
る
木
田
織
太
郎
と
い
う
人
物
の
反
論

が
掲
載
さ
れ
た
。

貴
社
新
聞
第
百
四
拾
八
号
杉
本
玄
応
君
ナ
ル
投
書
家
ア
リ
冷
語
ヲ

以
テ
小
学
教
員
ヲ
圧
倒
シ
去
リ
ソ
ノ
論
鋒
ノ
鋭
烈
ナ
ル
誰
カ
三
舎

ヲ
譲
ラ
ザ
ラ
ン
然
レ
ド
モ
反
復
之
ヲ
熟
読
ス
レ
バ
其
論
旨
何
ゾ
褊

小
ニ
シ
テ
嫉
婦
妬
女
ノ
情
態
ニ
似
タ
ル
ヤ
抑
足
下
ノ
論
旨
ヲ
要
ス

レ
バ
即
チ
教
員
ノ
浅
学
ヲ
嘲
笑
ス
ル
ノ
一
篇
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
﹇
…
﹈

吾
国
教
育
ノ
発
端
ヨ
リ
未
ダ
十
年
ニ
及
バ
ズ
安
ン
ゾ
千
万
無
数
ノ

教
員
ヲ
シ
テ
尽
ク
碩
学
大
儒
ト
ナ
シ
至
完
至
全
ナ
ル
教
育
ヲ
施
行
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ス
ル
ヲ
得
ン
ヤ
是
レ
浅
学
輩
モ
且
ラ
ク
教
育
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
ニ

猶
止
ム
ニ
マ
サ
レ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
亦
高
ニ
登
ル
ヨ
リ
卑
ヨ
リ
ス
ル

ノ
理
ナ
リ19

木
田
は
、
杉
本
が
批
判
す
る
よ
う
な
問
題
が
事
実
と
し
て
あ
る
こ
と

は
認
め
つ
つ
、
教
育
体
制
が
ま
だ
十
分
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
現
状
を
考
慮
す
る
べ
き
だ
と
諭
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、
五
月
二
十
七
日
（
第
一
五
三
号
）
に
登
場

す
る
。
そ
の
投
書
を
書
い
た
人
物
こ
そ
が
、
佐
藤
蔵
太
郎
、
す
な
わ
ち

向
水
生
で
あ
る
。

﹇
…
﹈
余
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
レ
バ
此
ノ
織
太
郎
先
生
ニ
於
テ
ハ
マ
ダ

杉
本
氏
ガ
論
旨
ヲ
能
ク
了
解
セ
ズ
シ
テ
以
テ
徒
ラ
ニ
我
教
員
社
会

ヲ
誹
謗
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
ノ
ミ
思
ヒ
込
ミ
グ
ツ
ト
立
腹
ニ
乗
ジ
テ

斯
ノ
文
ヲ
草
シ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
嗚
呼
何
ゾ
先
生
ノ
心
褊
小
ニ
シ

テ
他
説
ヲ
見
ル
ノ
軽
疎
ナ
ル
一
ニ
茲
ニ
至
ル
ヤ
抑
モ
杉
本
氏
ガ
論

タ
ル
ヤ
全
ク
小
学
教
員
ヲ
シ
テ
碩
学
大
儒
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
不
可
ナ

リ
ト
シ
以
テ
徒
ラ
ニ
小
学
教
員
ノ
浅
学
ヲ
嘲
笑
シ
又
小
学
教
員
ヲ

圧
倒
セ
ン
ト
シ
タ
ル
旨
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ハ
余
輩
ノ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ

ル
所
ナ
リ
﹇
…
﹈
夫
レ
生
徒
ノ
教
師
ニ
於
ケ
ル
猶
ホ
影
ノ
形
ニ
従

フ
ガ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ハ
又
余
輩
ガ
言
ヲ
俟
タ
ザ
ル
モ
已
ニ
明
カ
ナ

ル
所
ナ
リ
故
ニ
苟
モ
教
師
タ
ル
者
其
身
ヲ
修
メ
ズ
品
行
正
シ
カ
ラ

ザ
ル
ト
キ
ハ
生
徒
何
ヲ
以
テ
其
身
ヲ
慎
ミ
其
行
ヲ
正
フ
セ
ン
ヤ
教

師
傲
慢
無
礼
ナ
ル
ト
キ
ハ
生
徒
亦
タ
傲
慢
無
礼
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ザ

ル
ノ
理
ハ
当
然
ナ
リ20

こ
の
後
、
小
学
生
の
間
に
下
等
の
学
科
を
修
了
し
た
と
い
う
だ
け
で

親
や
兄
弟
に
対
し
て
威
張
っ
た
態
度
を
取
る
と
い
う
風
潮
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
教
員
の
傲
慢
な
態
度
が
生
徒
に
与
え
る
弊
害
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
向
水
生
が
木
田
と
同
じ
小
学
校
教
員
で
あ
り
な
が
ら
、

杉
本
に
与
し
、
木
田
に
反
論
し
た
こ
と
に
は
、
二
ヶ
月
前
の
転
勤
が
少

な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

以
上
の
論
争
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
艶
才
春
話
」
に
お
い
て
、「
少

年
」
は
転
勤
の
辞
令
を
受
け
取
っ
た
際
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。

滔
々
タ
ル
○
○
社
会
批
評
ヲ
免
カ
ル
ヽ
者
夫
レ
幾
人
カ
ア
ル
言
少

シ
ク
過
激
ニ
渉
ル
ガ
如
シ
ト
雖
ド
モ
固
○
○
課
員
能
ク
人
材
ヲ
観

察
シ
テ
之
ヲ
登
用
ス
ル
ノ
識
見
ニ
富
メ
ル
者
ナ
ク
亦
タ
彼
ノ
巡
回

○
○
ノ
如
キ
学
区
○
○
ノ
如
キ
多
ク
ハ
是
レ
愛
憎
ニ
依
テ
事
ヲ
行

ヒ
私
謁
ヲ
受
ケ
務
ヲ
弁
ズ
ル
モ
ノ
少
シ
ト
セ
ズ
現
ニ
余
ガ
知
ル
所

ノ
甲
氏
ノ
如
キ
ハ
才
学
兼
備
シ
加
ル
ニ
能
ク
意
ヲ
学
事
ニ
注
ギ
該

校
ノ
進
歩
較
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
ズ
然
レ
ド
モ
憫
ム
可
シ
更

ニ
一
等
ヲ
進
メ
ズ
之
ニ
反
シ
テ
乙
氏
ハ
浅
学
不
才
一
章
ノ
文
辞
ス

ラ
容
易
ニ
綴
リ
得
ズ
只
軽
弁
ト
諛
笑
ニ
長
ズ
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ド
モ
既
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ニ
那
ノ
高
等
ニ
在
リ21

﹇
伏
せ
字
は
原
文
﹈

伏
せ
字
の
部
分
は
、『
世
路
日
記
』
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
補
う
と
、

順
に
、「
教
員
」、「
学
務
」、「
教
師
」、「
取
締
」
と
な
る
。
こ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
の
は
、
教
育
体
制
の
管
理
に
関
わ
る
よ
う
な
人
物
た
ち
の

「
識
見
」
の
不
足
や
「
私
謁
」
に
よ
る
人
材
登
用
が
、「
浅
学
不
才
」
の

教
員
を
生
み
出
す
の
だ
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
少
年
」

の
発
言
は
、
投
書
欄
で
の
議
論
と
連
続
し
て
お
り22

、
問
題
を
生
み
出
す

原
因
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
単
行
本
化
以
降
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、「
少
年
」
の
発

言
の
後
に
は
、
作
者
で
あ
る
向
水
生
が
登
場
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。向

水
生
曰
教
師
ガ
言
ノ
過
激
ニ
渉
レ
ル
当
時
果
シ
テ
其
弊
ア
リ
シ

乎
将
タ
教
師
ガ
見
解
ノ
誤
ニ
シ
テ
絶
テ
其
事
ナ
キ
乎
且
ツ
現
今
尚

未
ダ
此
ノ
弊
ヲ
存
シ
テ
往
々
此
ノ
少
年
教
師
ト
感
ヲ
同
ク
ス
ル
ノ

徒
ナ
キ
乎
否
ハ
余
輩
関
係
ナ
キ
者
ノ
敢
テ
知
得
ル
所
ニ
非
ザ
ル
ナ

リ
今
其
事
ヲ
序
ス
ル
ニ
臨
ミ
単
ニ
教
師
ノ
言
行
ヲ
掲
ゲ
テ
現
況
ヲ

知
ル
ニ
便
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
而
已23

こ
れ
は
、「
少
年
」
の
発
言
を
信
用
す
る
か
ど
う
か
を
読
者
に
委
ね

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
読
者
が
こ
の
発
言
を
教
育
界
の
「
現
況
」

と
結
び
つ
け
て
読
む
よ
う
に
仕
向
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
向
水
生
の
回

想
に
お
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
艶
才
春
話
」
の
成
立
は
投

書
欄
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
艶
才
春
話
」
は
、「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
お
い

て
自
己
の
感
情
を
表
出
す
る
た
め
の
表
現
手
段
で
あ
っ
た
漢
詩
に
加
え

て
、「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
お
い
て
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る

た
め
の
表
現
手
段
と
し
て
登
場
し
た
投
書
と
接
点
を
持
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、
重
要
な
の
は
、
不
遇
を
訴
え
る
こ
と
と
、
教
育
行
政
を
批
判
す

る
こ
と
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
不

遇
を
訴
え
る
こ
と
が
自
ら
を
用
い
な
い
世
の
中
へ
の
批
判
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
は
漢
詩
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
漢
詩
に

よ
っ
て
行
わ
ず
、
小
説
と
い
う
形
式
を
用
い
、「
少
年
」
と
い
う
架
空

の
主
体
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
文
学
と

し
て
の
新
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
。

四
、
小
説
と
主
人
公

「
艶
才
春
話
」
に
お
け
る
「
少
年
」
は
、
近
代
小
説
に
お
い
て
主
人

公
と
呼
ば
れ
る
。
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
に
お
い
て
「
主
人
公
の

設
置
」
と
い
う
章
を
置
き
、「
主
人
公
と
は
何
ぞ
や
小
説
中
の
眼
目
と

な
る
人
物
是
な
り
﹇
…
﹈
主
人
公
の
無
き
こ
と
は
な
し
蓋
し
主
人
公
欠

け
た
ら
ん
に
は
彼
の
小
説
に
必
要
な
る
脈
絡
通
徹
と
い
ふ
事
を
ば
ほ
と
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く
行
ふ
を
得
ざ
れ
ば
な
り24

」
と
論
じ
た
よ
う
に
、
主
人
公
を
中
心
と

し
て
物
語
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
近
代
小
説
を
生
み
出
す
た
め
の

重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
「
脈
絡
通
徹
」
の
た
め
の

装
置
と
し
て
の
主
人
公
に
注
目
す
る
論
が
多
か
っ
た
が25

、「
艶
才
春
話
」

に
お
け
る
「
少
年
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
新
た
な
視
点
か
ら
近
代

小
説
の
主
人
公
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
漢
詩
と
い
う
表
現
手
段
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て

い
き
た
い
。「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
中
で
享
受
さ
れ
た
漢
詩
に
つ
い

て
重
要
な
こ
と
は
、
読
者
が
同
時
に
作
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
も
が
作
者
と
し
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
わ

け
で
は
な
く
、
誰
も
が
そ
れ
を
試
み
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
一
方

的
に
読
者
の
立
場
に
徹
す
る
者
は
ま
ず
い
な
か
っ
た
。
大
詩
人
に
な
ら
ず

と
も
、
彼
ら
は
生
活
の
折
々
に
お
い
て
漢
詩
を
詠
ん
だ
。
そ
れ
が
「
漢
文

リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
所
属
す
る
者
と
し
て
普
通
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
向
水
生
が
自
ら
の
不
遇
を
嘆
い
て
漢
詩
を
詠
ん
だ
の
も
、
彼
が
所
謂

「
漢
詩
人
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

同
一
の
人
物
が
読
み
手
で
あ
る
と
同
時
に
書
き
手
で
も
あ
る
と
い
う

点
は
、「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
中
に
お
け
る
投
書
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
投
書
欄
の
読
み
手
は
常
に
潜
在
的
な
書
き
手
で
あ
る
。

一
つ
の
投
書
が
他
の
投
書
を
誘
発
し
て
議
論
空
間
が
形
成
さ
れ
る
場
で

あ
る
投
書
欄
は
、
読
み
手
に
連
帯
感
を
喚
起
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
一
種
の
共
同
体
を
形
成
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
小
新
聞
の

投
書
欄
で
あ
れ
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
が
、
大
新
聞
の
投
書
欄
に

関
し
て
は
、
今
体
文
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
有
す
る
こ
と
が
そ
の
共
同
体
に

参
入
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
。
大
新
聞
の
投
書
欄
は
、
ま
さ
し
く

「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
の
縮
図
で
あ
り
、
そ
の
領
域
性
を
強
く
示

す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、「
艶
才
春
話
」
に
お
け
る
「
少
年
」
と
は
、
作
者
及

び
読
者
と
同
じ
共
同
体
に
属
す
る
性
格
を
持
つ
者
と
し
て
作
り
出
さ
れ

た
虚
構
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
少
年
」
は
、「
今
体
文

リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
所
属
す
る
者
と
同
じ
よ
う
に
、
漢
詩
的
な
自
己
の

感
情
表
出
と
、
投
書
的
な
自
己
の
意
見
表
明
を
す
る
主
体
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
確
か
に
向
水
生
自
身
の
感
情
や
意
見
を
代
弁
す
る
分
身
的
存
在

と
し
て
の
面
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
前
に
重
要
な
の
は
、
作
者
の

分
身
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
が
自
身
と
同
じ
よ
う
に

漢
詩
や
投
書
を
書
く
よ
う
な
主
体
を
虚
構
の
中
に
見
出
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
少
年
」
は
あ
く
ま
で
も
虚
構
の
存
在
で
あ
り
、
よ
り
正

確
に
は
、
漢
詩
や
投
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
ば
の
世
界
の
側
に

そ
れ
を
書
く
主
体
が
定
位
さ
れ
た
と
見
る
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
漢
詩
的
な
感
情
表
出
と
、
投
書
的
な
意
見
表
明
は
、

作
者
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
を
通
し
て
、
そ
の
主
体
自
ら
の
感
情
や
思

想
と
し
て
こ
と
ば
の
世
界
に
現
れ
る
。
漢
詩
や
投
書
に
お
け
る
よ
う
な

書
き
手
と
読
み
手
の
間
の
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
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く
、
そ
の
間
に
そ
の
よ
う
な
虚
構
の
主
体
、
す
な
わ
ち
主
人
公
を
媒
介

さ
せ
る
と
い
う
形
式
の
新
鮮
さ
こ
そ
が
、
小
説
が
今
体
文
に
取
り
込
ま

れ
た
こ
と
の
動
因
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
と
し
て
国
家
が
建
設
さ
れ
、

今
体
文
が
国
民
の
文
体
と
な
っ
た
こ
と
は
、
近
代
小
説
の
主
人
公
に
も

う
一
つ
重
要
な
要
素
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
今
体

文
は
そ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
が
社
会
的
な
自
己
の
あ

り
方
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
文
体
、
つ
ま
り
、
立
身
出
世
の
た

め
の
文
体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
と
は
違
っ
て
科
挙
が

な
く
、
身
分
制
社
会
で
あ
っ
た
近
世
日
本
に
お
い
て
、
漢
文
は
立
身
出

世
の
た
め
の
文
体
と
し
て
よ
り
も
自
己
修
養
の
た
め
の
文
体
と
し
て
の

性
格
が
強
か
っ
た
。
立
身
出
世
の
た
め
の
文
体
は
近
代
日
本
の
新
た
な

産
物
で
あ
っ
た
。

「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
属
す
る
存
在
と
し
て
構
築
さ
れ
た
主

人
公
は
、
立
身
出
世
の
論
理
に
則
っ
た
生
き
方
を
し
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
目
指
す
。
そ
こ
で
の
挫
折
が
問
題
に
な
る
の
も
、
自
分
の
人
生
行
路

を
自
分
で
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
が
共
有
さ
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
艶
才
春
話
」
の
末
尾
で
「
少
年
」
が
、「
予

ヤ
今
少
シ
ク
為マ

マ

メ
ス
ル
所
ア
ツ
テ
暫
ク
此
ノ
卑
職
ヲ
奉
ズ
レ
バ
コ
ソ
今

日
ノ
如
キ
胸
裏
ニ
モ
無
キ
卑
屈
ヲ
演
ズ
ル
ニ
至
ル
何
ゾ
長
ク
止
テ
此
ノ

鄙
事
ニ
従
フ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ヤ
如
カ
ズ
速
ニ
茲
ニ
任
ヲ
解
キ
自
主
独

立
ノ
基
ヲ
謀
ラ
ン
ニ
ハ26

」
と
決
意
し
、
故
郷
を
後
に
し
て
都
会
に
向
か

う
こ
と
は
、
小
説
が
今
体
文
で
書
か
れ
、
な
お
か
つ
今
体
文
を
教
育
す

る
場
で
あ
る
学
校
を
舞
台
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
の
当

初
の
意
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
必
然
的
な
帰
着
で
あ
っ
た
と
も
言
え

る
。
立
身
出
世
の
論
理
を
内
面
化
し
た
「
少
年
」
は
久
松
菊
雄
と
名
付

け
ら
れ
、
区
々
た
る
「
教
員
社
会
」
を
抜
け
出
し
、
近
代
の
若
者
た
ち

の
主
人
公
へ
と
成
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
艶
才
春
話
」
は
、
漢
詩
や
投
書
と
言
っ

た
「
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
お
よ
び
「
今
体
文
リ
テ
ラ
シ
ー
圏
」
に
お

け
る
表
現
手
段
を
土
壌
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
ら
に
よ
る
感
情
の
表
出

や
意
見
の
表
明
を
主
人
公
と
い
う
主
体
を
通
し
て
行
っ
た
小
説
で
あ
っ

た
。
現
代
の
読
者
の
目
か
ら
す
る
と
稚
拙
な
作
品
に
思
わ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
が
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
た

「
近
代
小
説
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
艶
才
春
話
」
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
主
人
公
は
、
立
身
出
世
と

結
び
つ
い
た
今
体
文
に
支
え
ら
れ
て
多
く
の
読
者
の
自
己
像
と
重
な

り
、『
世
路
日
記
』
と
い
う
近
代
を
代
表
す
る
立
志
小
説
の
主
人
公
に

結
実
す
る
。
本
稿
で
は
十
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
新
た
に
作
文
と

い
う
表
現
手
段
が
作
品
の
土
壌
と
し
て
加
わ
り
、
主
人
公
書
生
と
い
う

属
性
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
へ
と
飛
躍
す
る
大
き
な
要
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因
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た

論
じ
た
い
。

本
稿
で
論
じ
た
問
題
以
外
に
も
今
体
文
と
小
説
に
つ
い
て
考
え
る
べ

き
問
題
は
依
然
と
し
て
山
積
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
ず
つ
明
ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
で
は
見
え
な
か
っ
た
近
代

の
小
説
の
あ
り
方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

注1

齋
藤
文
俊
『
漢
文
訓
読
と
近
代
日
本
語
の
形
成
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一

年
）
参
照
。

2

安
政
二
年
〜
昭
和
十
七
年
（
一
八
五
五
〜
一
九
四
二
）。
豊
後
国
佐
伯
生
ま

れ
。
本
名
佐
藤
盛
郷
、
字
子
晩
、
通
称
蔵
太
郎
、
号
鶴
谷
。
父
の
佐
藤
盛

義
（
瀬
禄
）
は
六
石
二
人
扶
持
の
足
軽
で
あ
っ
た
と
い
う
（
佐
脇
貫
一

「
佐
藤
鶴
谷
翁
と
私
」『
佐
伯
史
談
』
第
九
十
号
、
一
九
七
三
年
九
月
）。
明

治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
大
分
県
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
小
学
校
の
教
員

と
な
っ
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）、
矢
野
龍
渓
に
誘
わ
れ
て
上
京
、

翌
年
、『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
者
と
な
っ
た
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

九
月
に
大
阪
毎
朝
新
聞
社
に
転
勤
、
そ
の
後
も
新
聞
記
者
と
し
て
活
動
し
、

晩
年
は
故
郷
佐
伯
で
郷
土
史
研
究
に
専
念
し
た
。
他
の
業
績
と
し
て
は
、

龍
渓
が
口
述
し
た
『
経
国
美
談
』
前
編
の
筆
記
（
明
治
十
六
年
／
一
八
八

三
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3
『
明
治
名
作
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
第
三
十
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
九
年
）
解
題
参
照
。

4

鶴
谷
外
史
（
菊
亭
香
水
）「
縮
刷
世
路
日
記
序
」（『
惨
風
悲
雨
世
路
日
記
』

岡
本
偉
業
館
、
一
九
二
一
年
）。

5

神
代
種
亮
「
解
題
」（『
惨
風
悲
雨
／
世
路
日
記
』
明
治
文
学
名
著
全
集
第

九
巻
、
東
京
堂
、
一
九
二
六
年
）、
一
頁
。

6

前
田
愛
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
―
―
『
西
国
立
志
編
』
か
ら
『
帰

省
』
ま
で
」（『
近
代
読
者
の
成
立
』
前
田
愛
著
作
集
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
九
年
。
初
出
『
文
学
』
第
三
十
三
巻
四
号
、
一
九
六
五
年
四
月
）、

谷
川
恵
一
「「
世
路
」
と
い
う
視
界
」（
注
３
前
掲
『
明
治
名
作
集
』
所

収
）。

7

坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』（『
坪
内
逍
遥
集
』
明
治
文
学
全
集
第
十
六
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
二
三
頁
。

8

仮
名
垣
魯
文
『
大
洋
新
話
／
蛸
入
道
魚
説
教
』（『
明
治
開
化
期
文
学
集

（
一
）』
明
治
文
学
全
集
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
一
七
七
頁
。

9

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
―
―
も
う
一
つ
の
こ
と
ば
の
世
界
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

10

久
松
菊
雄
を
含
め
、
登
場
人
物
に
固
有
名
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
題
名
が

『
世
路
日
記
』
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

11

畑
実
「
明
治
初
期
の
人
情
小
説
―
―
『
花
柳
春
話
』
の
流
れ
」（『
駒
澤
国

文
』
第
二
十
九
号
、
一
九
九
二
年
二
月
）、
猪
狩
友
一
「「
恋
愛
」
と
い
う

生
き
方
―
―
『
艶
才
春
話
』『
世
路
日
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
掲
『
明
治

名
作
集
』
所
収
月
報
二
十
六
）、
磯
部
敦
「
東
京
稗
史
出
版
社
に
お
け
る

『
世
路
日
記
』
の
位
置
づ
け
」（『
出
版
文
化
の
明
治
前
期
―
東
京
稗
史
出
版

社
と
そ
の
周
辺
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
。
初
出
「『
八
犬
伝
』
受
容

に
関
す
る
一
考
察
―
―
『
世
路
日
記
』
と
訂
正
増
補
版
『
世
路
日
記
』」
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『
中
央
大
学
国
文
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
な
ど
。

12
「
文
士
佐
藤
鶴
谷
伝
」（
柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究
』
上
巻
、
明
治
文
学
研

究
第
九
巻
、
春
秋
社
、
一
九
六
七
年
、
二
〇
八
頁
よ
り
引
用
）。

13

注
5
前
掲
『
惨
風
悲
雨
／
世
路
日
記
』、
六
頁
。
漢
詩
と
と
も
に
「
蜑
の
焼

く
か
ら
き
塩
や
も
呉
竹
の
世
の
う
き
よ
り
は
住
み
よ
か
り
け
る
」
と
い
う

短
歌
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。

14
「
月
氷
奇
遇
／
艶
才
春
話
」
第
九
回
（『
田
舎
新
聞
』
第
二
三
七
号
、
一
八

八
〇
年
七
月
七
日
）。
原
文
「
管
」
を
「
菅
」
に
、「
更
」
を
「
臾
」
に
そ

れ
ぞ
れ
改
め
た
。

15
「
月
氷
奇
遇
／
艶
才
春
話
」
第
六
回
（『
田
舎
新
聞
』
第
二
一
三
号
、
一
八

八
〇
年
四
月
三
日
）。

16
「
投
諸
中
津
之
田
舎
新
聞
社
（
諸
れ
を
中
津
の
田
舎
新
聞
社
に
投
ず
）」

（「
訂
正
増
補
惨
風
悲
雨
世
路
日
記
序
」
偉
業
館
、
一
九
〇
五
年
）、「
予
少

時
本
編
を
草
し
て
新
聞
社
に
投
じ
た
る
は
、
今
を
距
る
こ
と
四
十
有
余
年

前
に
あ
り
」（
注
4
前
掲
「
縮
刷
世
路
日
記
序
」）。

17
『
田
舎
新
聞
』
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
野
田
秋
生
『
豊
前
・
中
津
『
田

舎
新
聞
』『
田
舎
新
報
』
の
研
究
―
―
明
治
十
年
代
一
地
方
紙
の
初
志
と
現

実
』（
エ
ヌ
ワ
イ
企
画
、
二
〇
〇
六
年
）、
春
田
国
男
「「
田
舎
新
聞
」
の
時

代
―
―
明
治
期
大
分
の
新
聞
研
究
Ⅰ
」（『
大
分
県
地
方
史
』
第
一
五
三
号
、

一
九
九
四
年
三
月
）
が
あ
る
。

18

杉
本
玄
応
「（
無
題
）」『
田
舎
新
聞
』
第
一
四
八
号
、
一
八
七
九
年
五
月
二

日
）。

19

木
田
織
太
郎
「（
無
題
）」（『
田
舎
新
聞
』
第
一
五
三
号
、
一
八
七
九
年
五

月
十
七
日
）。

20

佐
藤
蔵
太
郎
「
大
分
学
校
教
員
木
田
織
太
郎
君
ノ
杉
本
玄
応
氏
ガ
論
ヲ
駁

シ
タ
ル
ノ
編
ヲ
読
ム
」（『
田
舎
新
聞
』
第
一
五
三
号
、
一
八
七
九
年
五
月

二
十
七
日
）。

21

注
15
前
掲
「
艶
才
春
話
」
第
六
回
。

22

尚
、
佐
藤
（
向
水
生
）
の
投
書
の
末
尾
に
は
、「
然
リ
ト
雖
ド
モ
又
先
生
ノ

言
ノ
如
ク
一
弊
ヲ
挙
テ
以
テ
全
局
ヲ
廃
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ザ
レ
バ
力
メ
テ

此
ノ
弊
害
ヲ
防
ガ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
其
防
グ
ノ
説
ノ
如
キ
ハ
余
輩
他

日
ヲ
以
テ
大
ニ
論
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
確
認

で
き
る
範
囲
で
は
、
こ
の
後
、
佐
藤
（
向
水
生
）
に
よ
る
こ
の
よ
う
な

「
説
」
は
特
に
見
ら
れ
な
い
が
、「
艶
才
春
話
」
の
発
表
ま
で
の
半
年
間
に

発
行
さ
れ
た
『
田
舎
新
聞
』
は
現
在
確
認
で
き
な
い
も
の
が
多
く
、「
説
」

が
「
艶
才
春
話
」
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
「
艶
才
春
話
」
が
投
書
欄
で
の
一
連
の
議
論
と
切
り

離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

23

注
15
前
掲
「
艶
才
春
話
」
第
六
回
。

24

注
8
前
掲
『
坪
内
逍
遥
集
』、
五
四
頁
。

25

亀
井
秀
雄
『「
小
説
」
論
―
―
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
九
年
）、
石
原
千
秋
『
近
代
と
い
う
教
養
―
―
文
学
が
背
負
っ
た
課
題
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

26
「
月
氷
奇
遇
／
艶
才
春
話
」
第
十
四
回
（『
田
舎
新
聞
』
第
二
六
一
号
、
一

八
八
〇
年
十
月
六
日
）。

付
記
　
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
体
、
合
字
な
ど
は
用
い
ず
、
現
行
の
通
り
に

改
め
、
濁
点
の
な
い
も
の
に
は
そ
れ
を
補
っ
た
。
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