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第
36
回
朔
太
郎
忌

平
成
二
十
年
五
月
十
一
日
、
文
学
館
三
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
第
36
回
朔
太
郎
忌
が
開
催
さ
れ
、

思
潮
社
代
表
の
小
田
久
郎
氏
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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「
萩
原
朔
太
郎
の
戦
後
」　
　
　
　
　

小
田　

久
郎

「
朔
太
郎
の
戦
後
」
と
い
う
こ
と

　
小
田
久
郎
で
す
。
ご
丁
寧
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
い
て
恐
縮
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
こ
の
壇
上
に
立
つ
ま
で
、
と
い
う
よ
り
こ
こ
に
坐
る
ま
で
、
文
学

館
友
の
会
有
志
の
か
た
が
た
を
は
じ
め
と
す
る
合
唱
と
マ
ン
ド
リ
ン
演
奏
、

そ
れ
と
朗
読
と
を
客
席
か
ら
聴
い
た
の
で
す
が
、「
僕
の
青
年
期
の
す
べ
て

の
歴
史
は
、
全
く
音
楽
の
た
め
に
空
費
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
」
と

い
う
朔
太
郎
の
有
名
な
こ
と
ば
を
思
い
出
す
ほ
ど
、
詩
と
音
楽
を
分
け
隔

て
な
く
考
え
て
い
た
朔
太
郎
の
ア
リ
バ
イ
を
音
声
か
ら
も
聴
き
と
れ
た
よ

う
な
感
じ
で
、
朔
太
郎
が
こ
の
会
場
に
舞
い
降
り
て
く
る
気
配
す
ら
覚
え

る
ほ
ど
で
し
た
。
音
楽
を
詩
の
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
に
投
入
さ
せ
て
い
っ
た
朔

太
郎
の
、
ほ
か
の
詩
人
に
は
な
い
特
質
を
し
か
と
実
感
で
き
た
よ
う
で
す
。

　
き
ょ
う
わ
た
し
が
お
し
ゃ
べ
り
す
る
テ
ー
マ
は
、「
朔
太
郎
の
戦
後
」
で

す
。
朔
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
の
は
戦
中
で
す
が
、
朔
太
郎
の
詩
的
生
命
は

そ
こ
で
幕
が
引
か
れ
た
り
、「
終
末
」
を
迎
え
た
り
は
し
な
い
。
終
戦
が
き

て
戦
後
に
切
り
替
わ
る
と
、
歳
月
を
へ
る
ほ
ど
朔
太
郎
の
読
者
は
ふ
え
て
、

そ
の
存
在
は
さ
ら
に
重
く
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
か

ら
戦
後
の
朔
太
郎
を
考
え
て
み
た
い
、
と
い
う
の
が
き
ょ
う
の
お
話
し
す

る
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
で
す
が
、
こ
の
と
こ
ろ
体
調
が
芳
し
く
な
く
て
、
一
時

間
び
っ
ち
り
喋
る
だ
け
の
体
力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
少
し
心
も
と
な
い
の

で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

こ
数
カ
月
足
腰
が
痛
く
て
、
立
っ
た
ま
ま
で
は
も
の
の
五
分
ぐ
ら
い
し
か

し
ゃ
べ
ら
れ
な
い
。
で
、
横
着
を
き
め
こ
む
よ
う
で
す
が
、
座
っ
た
ま
ま

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
」

　
さ
て
、「
朔
太
郎
忌
」
で
の
講
演
は
、毎
回
「
萩
原
朔
太
郎
研
究
会
会
報
」

特集
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に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
都
度
愛
読
も
し
、
眼
を
開
か
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
昨
年
の
三
十
五
回
朔
太
郎
忌
に
こ
の
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た

と
き
に
講
演
さ
れ
た
か
た
は
安
藤
元
雄
さ
ん
で
、
は
じ
め
に

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

で
は
じ
ま
る
有
名
な
「
旅
上
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、『
朔
太
郎
と
異
国
』

と
い
う
テ
ー
マ
を
見
事
な
語
り
口
で
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
記
録
を

読
む
と
、朔
太
郎
の
「
ふ
ら
ん
す
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
現
存
す
る
「
フ

ラ
ン
ス
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
朔
太
郎
の
頭
の
な
か
だ
け
に

存
在
す
る
架
空
の
杳
か
遠
い
国
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
き
明

か
さ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
朔
太
郎
の
名
づ
け
る
「
ふ
ら
ん
す
」
は
、「
フ
ラ

ン
ス
」
だ
け
で
な
く
ほ
か
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
」
と
も
無
縁
で
、
だ
い

い
ち
朔
太
郎
は
海
外
に
出
か
け
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
ま
で
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
。
海
外
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
東
京
へ
行
く
の
さ
え
遠
い
場

所
に
行
く
ぐ
ら
い
の
大
仰
な
気
持
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
で
は
朔
太
郎
に
と
っ
て
、か
り
に
「
ふ
ら
ん
す
」
と
名
指
し
し
た
「
異
国
」

と
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
か
。
そ
う
い
う
設
問
を

作
る
こ
と
で
日
常
か
ら
遠
い
も
の
、
永
遠
と
い
っ
た
も
の
に
視
線
を
か
ざ

す
、
朔
太
郎
の
根
本
に
あ
る
詩
的
特
徴
を
実
証
的
に
引
き
出
し
て
い
る
ス

リ
リ
ン
グ
な
朔
太
郎
論
で
し
た
。

独
特
の
口
語
自
由
詩

　
ま
た
昨
年
第
十
五
回
「
萩
原
朔
太
郎
賞
」
を
受
賞
さ
れ
た
伊
藤
比
呂
美

さ
ん
が
贈
呈
式
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
で
し
ゃ
べ
っ
た
記
念
講
演
『
と
げ
抜
き
』

が
「
前
橋
文
学
館
報
」
の
二
十
九
号
に
載
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
も
こ
の
『
純

情
小
曲
集
』
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
旅
上
」
が
朔
太
郎
の
特
徴
的

な
詩
の
こ
と
ば
の
リ

ズ
ム
の
典
型
と
し
て

採
り
あ
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
伊
藤

さ
ん
は
こ
う
い
っ
て
い

ま
す
。「

フ
ラ
ン
ス
」
が

「
ふ
ら
ん
す
」と
、

ひ
ら
が
な
で
書

い
て
あ
る
、
こ

こ
が
ま
た
好
き

で
し
て
。
こ
の

「
ふ
」
が
、
ひ
ら

が
な
で
書
か
れ
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る
の
と
、
か
た
か
な
で
書
か
れ
る
の
と
、
全
然
「
ふ
」
ら
し
さ
が
違

い
ま
す
。
そ
う
思
い
ま
せ
ん
？　
「
フ
」
じ
ゃ
な
く
「
ふ
」
っ
て
あ

り
ま
す
と
、
こ
う
、
ふ
く
よ
か
な
お
な
か
の
よ
う
な
、
人
体
に
ど
ん

ど
ん
近
づ
く
よ
う
な
。「
ふ
ら
ん
す
」
っ
て
い
う
国
の
持
っ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
が
、
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
、
人
体
の
、
女
の
肉
体
の
、
感

じ
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
え
。
そ
ん
な
感
じ
で
こ
の
詩
を
読
ん
で
ま
し

た
。

　
次
い
で「
こ
の
リ
ズ
ム
に
は
、ほ
ん
と
う
に
影
響
を
受
け
ま
し
た
」と
い
っ

て
、『
月
に
吠
え
る
』
の
な
か
の
「
竹
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
ま
す
。

　
光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、

　
青
竹
が
生
え
、

　
地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え
、

　
根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み
、

　
根
の
先
よ
り
繊
毛
が
生
え
、

　
か
す
か
に
け
ぶ
る
繊
毛
が
生
え
、

　
か
す
か
に
ふ
る
へ
。

　
か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え
、

　
地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、

　
ま
つ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え
、

　
凍
れ
る
節
節
り
ん
り
ん
と
、

　
青
空
の
も
と
に
竹
が
生
え
、

　
竹
、
竹
、
竹
が
生
え
。

　
他
の
詩
人
に
は
な
い
朔
太
郎
の
詩
の
リ
ズ
ム
の
特
質
を
も
ろ
に
感
受
で

き
る
得
難
い
証
拠
物
件
の
ひ
と
つ
で
す
の
で
、
伊
藤
さ
ん
の
こ
ん
な
こ
と

ば
も
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

　

な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
が
人
間
に
で
き
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
な

リ
ズ
ム
。
こ
れ
は
も
う
朔
太
郎
だ
け
。
中
也
に
は
な
く
、
賢
治
に
も

な
く
。
こ
の
畳
み
か
け
る
よ
う
な
、
エ
音
で
終
わ
る
、
終
わ
り
つ
づ

け
る
。
こ
れ
で
す
ね
。
そ
う
、
あ
れ
で
す
。

　
戦
後
も
戦
後
、
80
年
代
の
「
女
性
詩
ブ
ー
ム
」
で
華
々
し
く
登
場
し
た

伊
藤
さ
ん
に
、
そ
れ
ま
で
の
ど
の
詩
人
よ
り
も
決
定
的
と
い
え
る
影
響
を

与
え
た
朔
太
郎
は
、
ど
う
考
え
た
っ
て
戦
中
に
亡
く
な
っ
て
ジ
・
エ
ン
ド

と
な
っ
た
「
過
去
」
の
詩
人
な
ん
か
で
は
な
い
。
あ
と
で
も
う
一
度
く
り
か

え
す
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
も
ま
さ
に
「
現
代
詩
の
渦
中
の

詩
人
」
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
な
お
問
題
を
提
示
し
て
生
き
つ
づ

け
て
い
る「
現
役
の
代
表
的
な
詩
人
」だ
と
い
っ
た
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
つ
い
で
に
い
い
ま
す
と
、「
現
代
詩
手
帖
」
で
は
い
ま
城
戸
朱
理
、
野
村

喜
和
夫
さ
ん
を
メ
イ
ン
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
、
毎
回
ゲ
ス
ト
を
呼
ん
で
「
討
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議
近
代
詩
」
と
い
う
企
画
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
吉
本
隆
明
さ
ん

を
ゲ
ス
ト
に
招
い
て
、第
一
回
目
の
「
総
論
」
に
あ
た
る
討
議
を
お
こ
な
い
、

誌
上
に
発
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
こ
の
年
末
か
ら
透
谷
か
ら
白

秋
、
光
太
郎
、
賢
治
、
中
也
と
つ
づ
く
代
表
的
な
詩
人
を
十
名
ほ
ど
採
り

上
げ
て
、
徹
底
的
な
討
議
を
お
こ
な
う
予
定
で
お
り
ま
す
。
そ
の
個
別
詩

人
論
の
第
一
回
目
が
い
わ
ず
と
知
れ
た
朔
太
郎
で
、
七
五
調
に
依
存
す
る

「
新
体
詩
」以
後
の「
近
代
詩
」の
理
念
と
方
法
を
根
源
か
ら
改
訂
し
て
、「
口

語
自
由
詩
」
を
成
立
さ
せ
た
朔
太
郎
の
新
し
い
意
味
づ
け
を
、
松
浦
寿
輝

さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
て
さ
ら
に
解
明
す
る
手
筈
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
朔
太
郎
は
、
歴
史
的
に
は
「
口
語
自
由
詩
」
の
完
成
者
と
し
て
定
着
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
口
に
「
口
語
」
の
「
詩
」
を
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
口
語
に
し
ば
ら
れ
、
単
純
な
「
口
語
」
だ
け
の
「
詩
」
を
め
ざ
し
た

の
で
は
な
い
。
最
初
に
引
用
し
た
「
旅
上
」
に
し
て
も
、
日
常
生
活
で
使
っ

て
い
る
ふ
つ
う
の
口
語
そ
の
ま
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
行
目
の
「
ふ
ら
ん

す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
」
の
「
行
き
た
し
」「
思
へ
ど
も
」、
二
行
目

の
「
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し
」
の
「
遠
し
」、
そ
れ
か
ら
ま
だ
引
用
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
三
行
目
、
四
行
目
の
「
せ
め
て
は
新
し
き
背
広

を
き
て
／
き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
」
の
「
新
し
き
」「
き
ま
ま
な
る
」

「
い
で
て
み
ん
」
と
、
文
語
ま
じ
り
の
フ
レ
ー
ズ
を
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
使
う
こ

と
で
、
び
し
っ
と
し
た
独
特
の
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
リ
ズ
ム
の
詩
に
仕
立
て

あ
げ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
そ
れ
も
文
語
ま
じ
り
の
リ
ズ
ム
だ
け
で

は
な
く
、「
フ
ラ
ン
ス
」
を
「
ふ
ら
ん
す
」
と
平
が
な
を
使
う
と
か
、
視
覚

的
に
も
リ
ズ
ム
感
を
出
す
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
詩
の
こ
と
ば
の
音
楽
的

効
果
を
極
め
た
朔
太
郎
に
し
て
達
成
さ
れ
た
「
文
語
ま
じ
り
」
の
独
自
な

「
口
語
詩
」
な
ん
で
す
。
こ
う
し
た
独
自
で
徹
底
し
た
表
現
を
編
み
出
し
た

か
ら
こ
そ
、
日
本
旧
来
の
音
数
律
、
七
五
調
に
依
存
し
て
い
る
「
新
体
詩
」

の
息
の
根
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
口
語

自
由
詩
の
祖
」
と
い
っ
て
も
、
朔
太
郎
は
単
純
に
時
代
に
お
も
ね
っ
て
口

語
に
依
存
し
、口
語
を
並
べ
た
だ
け
の
詩
を
め
ざ
し
た
、あ
り
き
た
り
な
「
口

語
詩
人
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
く
り
か
え
し
に
な
り
ま
す
が
、
朔
太
郎
も
お
と
と
し
で
生
誕
百
二
十
年
、

今
年
で
没
後
六
十
六
年
た
ち
ま
す
。
た
だ
朔
太
郎
の
仕
事
は
、
決
し
て
そ

の
生
存
し
た
五
十
七
年
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
歴
史
の
な
か
に
定
着
さ
れ

埋
没
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
死
後
六
十
六
年
の
こ
ん
に
ち
で
も

生
命
力
を
漲
ら
せ
て
、
い
ま
現
代
詩
の
渦
中
に
生
き
て
い
る
「
そ
の
後
の

詩
人
た
ち
」
と
渡
り
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
少
し
実
証
的
に
い
え
ば
、
朔
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
四
二
年
、

終
戦
の
三
年
前
で
す
。
朔
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
年
に
生
ま
れ
た
人
が
い
ま

六
十
六
歳
に
な
る
勘
定
だ
か
ら
、
朔
太
郎
と
つ
き
あ
う
こ
と
が
で
き
る
年

齢
と
い
う
と
、
十
歳
も
二
十
歳
も
そ
れ
よ
り
先
に
生
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
い
ま
八
十
歳
か
ら
九
十
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
、
じ
か
に
朔
太
郎
と
接
し
た
ひ
と
は
、
も
う
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
生
き

て
い
な
い
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
終
戦
の
さ
い
、
わ
た
し
な
ど
は
ま
だ

十
四
、五
歳
の
中
学
生
で
し
た
。
そ
れ
は
わ
た
し
と
同
じ
昭
和
五
、六
年
生
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ま
れ
で
、
す
ぐ
れ
た
朔
太
郎
論
を
い
く
つ
も
書
い
て
い
る
大
岡
信
さ
ん
と

か
飯
島
耕
一
さ
ん
、
そ
れ
に
第
一
回
目
の
「
萩
原
朔
太
郎
賞
」
を
も
ら
っ
た

谷
川
俊
太
郎
さ
ん
も
、
朔
太
郎
と
は
会
っ
て
当
然
と
い
う
よ
う
な
年
齢
に

は
達
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
昭
和
初
年
代
生
ま
れ
の
詩
人
た

ち
は
、
年
齢
的
な
め
ぐ
り
あ
わ
せ
か
ら
い
っ
て
戦
前
の
朔
太
郎
と
は
じ
か

に
話
し
あ
う
機
会
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
残
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら

激
し
く
、
厳
し
く
戦
後
の
朔
太
郎
と
「
い
の
ち
が
け
」
で
つ
き
あ
わ
さ
れ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
関
係
は
あ
く
ま
で「
現
在
形
」で
す
ね
。

「
歴
史
上
の
詩
人
」
の
詩
を
読
み
返
し
て
み
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
悠
長
な

の
ん
び
り
と
し
た
「
過
去
形
」
の
向
き
あ
い
方
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
を
も
う
一
度
く
り
か
え
し
強
調
し
て
次
へ
す
す
み
ま
す
。

戦
後
の
詩
人
た
ち
は
、
ど
う
朔
太
郎
と
つ
き
あ
っ
て
き
た
か

　
で
は
戦
後
の
心
あ
る
詩
人
は
、
朔
太
郎
に
ど
う
「
影
響
」
さ
れ
、「
捕
虜
」

と
な
り
、
さ
ら
に
ど
う
「
克
服
」
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
。

　
そ
の
ま
え
に
、
こ
う
「
戦
後
の
朔
太
郎
」
の
存
在
ば
か
り
を
強
調
す
る

と
「
戦
前
の
朔
太
郎
は
前
橋
で
は
有
名
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
全
国

詩
壇
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
生
前
は
さ
ほ
ど
評

価
さ
れ
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
ぱ
っ
と
再
評
価
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」、
と

考
え
が
ち
な
読
者
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

ま
さ
か
前
橋
の
読
者
に
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　
朔
太
郎
の
戦
前
の
歴
史
は
、
厳
然
と
記
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え

ば
朔
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
九
月
か
ら
昭
和
十
九
年
の
十
月
の
僅
か

二
年
の
間
に
あ
い
だ
に
大
部
な
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
全
十
二
巻
が
小
学

館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
完
結
後
十
ヵ
月
で
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
て

い
る
の
で
す
か
ら
、
挙
国
一
致
、「
撃
ち
て
し
止
ま
ん
」
の
全
滅
寸
前
に
、

よ
く
ま
あ
、
こ
ん
な
不
要
不
急
な
詩
の
全
集
が
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
、
と

驚
く
ば
か
り
で
す
。
そ
れ
に
朔
太
郎
は
戦
争
讃
美
の
詩
は
ほ
と
ん
ど
書
か

な
か
っ
た
か
ら
、
戦
争
詩
を
書
い
て
軍
部
に
か
つ
が
れ
た
と
い
う
一
部
の
愛

国
詩
人
た
ち
の
便
乗
型
の
処
遇
と
は
無
縁
な
の
で
す
。
驚
く
の
は
ま
だ
早

い
。
さ
ら
に
終
戦
を
へ
て
、
戦
後
と
な
り
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）

六
月
に
創
元
社
版
の
「
全
集
」
全
八
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
戦

争
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
印
刷
、
製
本
機
能
が
十
分
に
復
旧
せ
ず
、
用
紙

事
情
も
切
迫
し
た
ま
ま
、
生
産
機
能
も
販
売
機
能
も
十
分
に
整
わ
な
か
っ

た
時
代
に
、
で
す
。
さ
ら
に
昭
和
三
十
四
年
に
な
る
と
、
き
ち
ん
と
校
訂

を
へ
て
、
こ
ん
に
ち
で
も
そ
の
完
璧
ぶ
り
が
評
価
さ
れ
て
い
る
新
潮
社
版

の
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
が
、
全
五
巻
の
大
冊
本
で
完
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

終
戦
を
は
さ
ん
で
二
十
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
三
回
も
違
っ
た
中
央
の
名

の
あ
る
版
元
か
ら
『
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
例
は
、「
詩
歌
の
全
集
」
で
は

出
版
史
上
空
前
絶
後
で
す
。「
有
名
作
家
」
の
「
有
名
全
集
」
で
さ
え
、
類

例
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
戦
前
の
朔
太
郎
の
本
は
、
時
局
を
に
ら
み
地
方
出
版
し
て
か

く
れ
て
出
す
と
い
っ
た
態
の
も
の
で
は
な
く
、
大
手
の
東
京
の
出
版
社
か
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ら
大
量
に
、
銃
後
の
日
本
全
土
に
向
け
て
出
版
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。「
口

語
自
由
詩
」
の
輝
か
し
き
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
い
か
に
詩
壇
の
み
な
ら
ず

文
学
界
全
体
に
君
臨
し
て
い
た
か
が
推
測
で
き
る
で
し
ょ
う
。
さ
き
ほ
ど

触
れ
た
と
お
り
、「
新
体
詩
」
か
ら
「
近
代
詩
」、
そ
し
て
「
現
代
詩
」
の

詩
史
を
ひ
も
ど
か
な
く
て
も
、
朔
太
郎
な
く
し
て
日
本
の
近
、
現
代
の
詩

の
展
開
は
語
れ
な
い
こ
と
は
、
終
戦
前
後
の
三
回
に
わ
た
る
こ
の
「
朔
太

郎
全
集
」
の
刊
行
が
な
に
よ
り
も
実
証
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
同
じ
よ
う
な
「
現
在
形
」
の
詩
人
と
し
て
、
た
ま
た
ま
去
年
は
、
中
原

中
也
の
生
誕
百
年
に
あ
た
っ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
催
事
が
全
国
的
に
行

わ
れ
ま
し
た
し
、中
也
の
「
現
在
性
」
を
論
じ
る
論
文
も
か
な
り
出
ま
し
た
。

中
原
中
也
記
念
館
の
な
か
に
あ
る
中
也
研
究
会
で
出
し
て
い
る
「
中
原
中

也
研
究
」
と
い
う
機
関
雑
誌
の
最
近
号
に
、
た
ま
た
ま
わ
た
し
は
「
中
原

中
也
の
戦
後
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
こ
の
朔
太
郎
と
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
書

か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
号
の
編
集
後
記
に
、編
集
長
で『
中
也
断
唱
』

『
続
中
也
断
唱
』
と
い
う
中
也
を
テ
ー
マ
に
し
た
歌
集
を
出
し
て
い
る
歌
人

の
福
島
泰
樹
さ
ん
が
、
わ
た
し
の
論
旨
を
ひ
き
あ
い
に
し
て
こ
ん
な
こ
と

を
書
い
て
い
ま
す
。

　

詩
は
、
時
代
と
い
う
生
命
体
の
中
で
発
酵
し
、
代
謝
を
繰
り
返
し

て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
啄
木
も
、
白
秋
も
、
朔
太
郎
も
、
賢
治
も
、

そ
し
て
中
原
中
也
も
い
ま
だ
そ
の
詩
は
完
結
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。

　　「
い
ま
だ
そ
の
詩
は
完
結
し
て
は
い
な
い
」
と
は
実
に
見
事
な
現
状
分
析

と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
結
び
に
鮎
川
信
夫
さ
ん
の

こ
と
ば
を
ひ
き
あ
い
に
わ
た
し
が
結
論
づ
け
た
「
か
く
て
中
也
は
こ
れ
か

ら
も
現
代
詩
の
渦
中
の
詩
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と

ば
を
引
き
つ
い
で
、
こ

う
強
調
し
て
い
ま
す
。

　
〈
か
く
て
中

也
は
、
こ
れ
か

ら
も
「
現
代
詩

の
渦
中
」
の
詩

人
と
し
て
生
き

る
こ
と
に
な
る
〉

こ
れ
は
、
生
誕

百
年
を
迎
え
た

詩
人
へ
贈
る
け

だ
し
最
大
の
オ

マ
ー
ジ
ュ
で
あ
ろ

う
。
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自
分
の
発
言
に
か
ら
ん
だ
こ
と
を
例
に
ひ
い
て
恐
縮
で
す
が
、
こ
れ
が

こ
ん
に
ち
の
戦
後
詩
人
た
ち
の
、
先
行
詩
人
に
対
す
る
対
し
か
た
、
考
え

か
た
の
基
本
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

朔
太
郎
を
い
か
に
越
え
る
か

　
そ
の
ひ
と
つ
の
証
拠
物
件
と
し
て
、
戦
後
の
代
表
的
な
詩
人
の
ひ
と
り

飯
島
耕
一
さ
ん
の
朔
太
郎
論
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
思
潮
社
で
出
し

て
い
る
『
現
代
詩
文
庫
・
第
Ⅱ
期
「
近
代
詩
人
篇
」』
の
一
冊
『
萩
原
朔
太

郎
詩
集
』（
一
九
七
五
年
十
月
刊
）
に
「
研
究
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の

で
す
が
、「
い
ま
で
も
ぼ
く
は
詩
を
朔
太
郎
の
よ
う
に
、
朔
太
郎
の
発
明
し

た
よ
う
に
し
か
書
け
な
い
で
い
る
」
と
朔
太
郎
と
戦
後
詩
人
と
の
引
き
つ

引
か
れ
つ
つ
の
緊
張
関
係
を
喝
破
し
た
あ
と
、
朔
太
郎
の
強
さ
、
激
し
さ
、

偉
大
さ
、
を
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
詩
、
革
命
的
な
詩
と
は
何
か
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
朔
太

郎
を
超
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
朔
太
郎
を
い
か
に
超

え
る
か
、
そ
れ
が
新
し
く
来
た
も
の
の
野
望
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
三
木
露
風
の
詩
と
朔
太
郎
の
詩

の
差
違
ほ
ど
も
、
朔
太
郎
と
わ
れ
わ
れ
は
か
け
は
な
れ
て
い
な
い
。

こ
う
見
る
と
朔
太
郎
に
つ
い
て
ず
っ
と
考
え
て
こ
な
か
っ
た
の
が
不

思
議
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
ぼ
く
は
自
分
が
詩
を
書
き
は
じ
め
た

頃
、つ
ま
り
第
二
次
大
戦
後
二
、三
年
目
に
、仙
花
紙
の
実
に
粗
末
な
、

だ
が
い
ま
か
ら
思
う
と
な
つ
か
し
い
本
で
朔
太
郎
の
『
青
猫
』
を
読

み
、
つ
い
で
図
書
館
か
ら
小
学
館
の
全
集
の
朔
太
郎
詩
集
を
借
り
出

し
て
『
月
に
吠
え
る
』
や
『
氷
島
』
を
読
み
、
散
文
詩
を
読
ん
だ
が
、

そ
れ
か
ら
詩
を
十
数
年
書
い
て
、
い
ま
朔
太
郎
を
手
に
す
る
と
、
や

は
り
同
じ
よ
う
に
面
白
く
、
自
分
の
詩
が
い
か
に
朔
太
郎
の
敷
設
し

た
鉄
道
の
上
に
あ
る
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
戦
後
三
十
年
た
っ
た
地
点
で
の
、
す
ぐ
れ
た
戦
後
詩
人
の
朔
太

郎
観
で
す
。
つ
ま
り
戦
後
の
詩
人
は
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、朔
太
郎
が
「
発
明
」
し
た
詩
の
前
に
立
た
さ
れ
た
の
で
す
。
朔
太
郎
は
、

そ
の
傑
出
し
た
詩
の
手
法
と
思
想
に
よ
っ
て
、
同
時
代
で
は
並
び
立
つ
担

い
手
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
他
の
詩
人
が
う
ら

や
む
西
脇
順
三
郎
、
三
好
達
治
と
い
う
す
ぐ
れ
た
お
弟
子
さ
ん
は
、
朔
太

郎
の
詩
の
真
価
を
誰
よ
り
も
評
価
は
し
て
き
た
が
、
朔
太
郎
の
よ
う
に
は

詩
を
書
か
な
か
っ
た
。
朔
太
郎
が
敷
い
た
レ
ー
ル
の
上
を
疑
問
も
な
く
走

る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
、
自
分
は
自
分
な
り
の
、
よ
り
適
し
た
方
向

に
す
す
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
朔
太
郎
か
ら
詩
的
啓
示
を
受
け
た
が
、
朔

太
郎
の
よ
う
に
は
詩
を
書
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
飯
島
さ
ん
の
文
章
に
よ
る
と
、
明
ら
か
に
い
ま
自
分
の
詩
は

「
朔
太
郎
の
敷
設
し
た
鉄
道
の
上
に
あ
る
」
と
し
、「
朔
太
郎
を
い
か
に
超

え
る
か
、
そ
れ
が
新
し
く
来
た
も
の
の
野
望
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
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ま
で
、
決
意
を
か
く
し
立
て
な
く
表
明
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
朔

太
郎
も
飯
島
耕
一
も
、
同
じ
詩
的
創
造
の
宇
宙
圏
に
同
棲
し
て
い
る
。
同

じ
創
造
の
現
場
で
し
の
ぎ
を
削
り
、
生
死
を
か
け
た
戦
い
に
い
ど
ん
で
い

る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
福
島
泰
樹
さ
ん
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し

た
関
係
が
持
続
す
る
限
り
、ま
だ
朔
太
郎
の
詩
は
「
完
結
し
て
い
な
い
」
し
、

「
現
代
詩
の
渦
中
の
詩
人
と
し
て
生
き
」
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
一
九
六
六
年
に
初
版
を
、
一
九
七
二
年
に
増
補
新
版
を
出
し
た

伊
藤
信
吉
編
『
萩
原
朔
太
郎
研
究
』（
思
潮
社
刊
）
の
目
次
を
み
て
み
た

い
の
で
す
。
こ
の
本
は
当
時
質
量
と
も
に
最
高
の
朔
太
郎
研
究
書
と
し
て

世
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
寺
田
透
、
吉
本
隆
明
さ
ん
に
は
じ
ま
る
戦
後

書
か
れ
た
詩
人
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
を
か
け
て
朔
太
郎
に
対
決
し
て

い
て
、
発
表
当
時
か
ら
注
目
さ
れ
た
論
考
で
、
い
ま
読
ん
で
も
「
現
在
形
」

と
し
て
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

寺
田 

透 

朔
太
郎
管
見

吉
本
隆
明 

朔
太
郎
の
世
界

村
松 

剛 

晩
年
の
萩
原
朔
太
郎

清
岡
卓
行 

萩
原
朔
太
郎
の
詩
に
お
け
る
口
語
と
文
語

那
珂
太
郎 

朔
太
郎
と
暮
鳥
と
の
関
係

大
岡 

信 

朔
太
郎
問
題

三
好
豊
一
郎 

萩
原
朔
太
郎
の
思
想

鮎
川
信
夫 

朔
太
郎
考

窪
田
般
弥 

郷
愁
の
詩
人
・
朔
太
郎

篠
田
一
士 

日
本
へ
の
回
帰

粟
津
則
雄 

抒
情
の
運
命

渋
沢
孝
輔 

萩
原
朔
太
郎
論

飯
島
耕
一 

詩
に
お
け
る
自
然
観
の
問
題

北
川 

透 

現
代
の
抒
情
詩
観

＊中
桐
雅
夫 

萩
原
朔
太
郎
論

伊
藤
信
吉 

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
の
業
績

＊河
上
徹
太
郎 

萩
原
朔
太
郎
研
究
１

亀
井
勝
一
郎 

萩
原
朔
太
郎
研
究
２

山
本
健
吉 

萩
原
朔
太
郎
研
究
３

藤
原 

定 

萩
原
朔
太
郎
研
究
４

伊
藤 

整 

萩
原
朔
太
郎
研
究
５

＊寺
田 

透
・
那
珂
太
郎
・
篠
田
一
士

〈
座
談
会
〉『
月
に
吠
え
る
』
と
『
氷
島
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

　
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
朔
太
郎
と
同
時
代
の
詩
人
た
ち
が
書
い
た
文
章
は
、

巻
末
の
「
研
究
文
献
目
録
」
を
見
て
も
本
格
的
な
詩
人
論
は
少
な
く
、エ
ッ
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セ
イ
風
の
「
人
と
周
辺
」
に
同
時
代
の
ひ
と
た
ち
の
考
え
か
た
が
示
さ
れ

て
い
る
程
度
で
、
朔
太
郎
と
の
詩
観
の
違
い
に
き
ち
ん
と
対
決
す
る
、
と

い
っ
た
強
い
姿
勢
の
も
の
は
そ
う
数
多
く
見
当
り
ま
せ
ん
。『
朔
太
郎
研
究
』

に
載
っ
て
い
る
「
人
と
周
辺
」
に
し
て
も
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の
文
章
は

少
な
く
て
、
室
生
犀
星
、
谷
崎
潤
一
郎
、
芥
川
龍
之
介
、
辻
潤
と
い
っ
た

同
時
代
の
文
学
者
の
エ
ッ
セ
イ
と
朔
太
郎
の
次
の
世
代
の
金
子
光
晴
、
丸

山
薫
、
草
野
心
平
ら
の
名
前
が
散
見
で
き
る
程
度
で
す
。（
目
次
省
略
）

　
こ
こ
で
特
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
『
研
究
』
の
巻
頭
に
収
め
ら

れ
て
い
る
伊
藤
信
吉
さ
ん
の
三
十
五
頁
に
わ
た
る
「
展
望
」
は
「
詩
的
情

操
に
つ
い
て
」「
詩
的
生
涯
に
つ
い
て
」「
詩
的
道
程
に
つ
い
て
」
と
い
う
三

節
か
ら
な
る
研
究
で
、
朔
太
郎
に
ず
っ
と
私
淑
し
て
き
た
伊
藤
さ
ん
に
し

て
は
じ
め
て
為
し
え
た
朔
太
郎
の
全
体
像
で
す
。
戦
前
は
ど
う
し
て
こ
う

し
た
詩
人
論
、
研
究
、
展
望
が
書
か
れ
な
か
っ
た
の
か
、
巻
末
の
「
文
献

目
録
」
を
見
な
が
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

西
脇
順
三
郎
と
三
好
達
治

　
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
少
し
補
足
し
ま
す
。

　
さ
き
ほ
ど
、
朔
太
郎
に
は
西
脇
順
三
郎
と
三
好
達
治
と
い
う
類
い
稀
れ

な
弟
子
が
い
た
こ
と
を
、
ち
ら
っ
と
い
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の

は
、
西
脇
さ
ん
も
三
好
さ
ん
も
普
通
の
師
弟
関
係
の
よ
う
に
、
先
生
の
詩

法
を
ま
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
道
を
選
ば
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。。

　
西
脇
さ
ん
は
新
潟
県
の
小
千
谷
の
豪
農
の
生
ま
れ
で
、
英
文
学
を
志
し
、

海
外
留
学
を
終
え
、
少
壮
の
英
文
学
者
と
し
て
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
帰
り
の
船
中
で
、
た
ま
た
ま
萩
原
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
る
』
を
読

ん
で
、
日
本
語
で
詩
が
書
け
る
ん
だ
、
と
開
眼
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま

で
日
本
の
言
葉
は
、
詩
に
な
ん
か
な
ら
な
い
、
非
文
学
的
な
言
語
で
ど
う

に
も
な
ら
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
、
西
脇
さ
ん
は
英
語
で
詩
を
書

い
て
い
た
。
そ
れ
が
偶
然
『
月
に
吠
え
る
』
を
読
ん
だ
こ
と
で
詩
的
運
命

が
が
ら
り
と
変
っ
て
、
早
速
朔
太
郎
の
門
を
叩
く
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
へ
ん
の
こ
と
を
西
脇
さ
ん
は
実
に
冷
静
な
タ
ッ

チ
で
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

　
　

僕
は
十
八
九
の
時
か
ら
外
国
文
学
を
学
ぶ
こ
と
を
志
ざ
し
た
の

で
、
そ
れ
が
た
め
に
日
本
の
文
学
語
で
書
い
た
も
の
に
は
全
然
中
学

の
国
語
読
本
以
上
に
は
更
に
教
養
が
な
か
つ
た
。
藤
村
、
上
田
敏
の

影
響
も
少
し
も
な
か
つ
た
。
日
本
語
で
書
い
た
詩
に
興
味
を
初
め
て

覚
え
た
の
は
萩
原
朔
太
郎
の
で
あ
つ
た
。
全
く
子
供
ら
し
い
希
望
で

あ
つ
た
が
、
十
八
頃
か
ら
三
十
三
位
ま
で
非
常
に
詩
が
好
き
で
詩
を

作
つ
て
は
い
た
。
そ
れ
は
覚
束
な
い
英
語
で
書
い
た
り
、
仏
語
で
書

い
た
り
し
て
努
力
し
た
が
、
皆
す
て
て
し
ま
つ
た
。
三
十
三
位
に
な

つ
て
か
ら
よ
う
や
く
萩
原
流
の
語
法
と
リ
ズ
ム
で
書
き
出
し
た
。



　
僕
は
萩
原
か
ら
出
発
し
た
。
単
に
語
法
を
学
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
詩
的
態
度
も
奉
戴
し
て
い
た
。

（「M
A

ISTER

萩
原
と
僕
」）

　　
さ
ら
に
西
脇
さ
ん
に
し
て
は
非
常
に
客
観
的
な
視
点
に
立
っ
て
日
本
の

近
代
詩
の
展
開
を
提
示
し
た
う
え
で
、
上
田
敏
と
朔
太
郎
を
こ
う
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。

　

上
田
敏
乃
至
蒲
原
有
明
氏
の
詩
は
我
国
の
詩
の
語
法
と
リ
ズ
ム
の

伝
統
的
な
も
の
と
な
つ
た
。
そ
の
語
法
は
文
学
語
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
立
し
て
萩
原
朔
太
郎
さ
ん
の
詩
は
驚
く
べ
き
世
界
を
先
ず
開
拓
し

た
の
は
そ
の
語
法
と
リ
ズ
ム
の
方
面
で
あ
つ
た
。
我
国
の
詩
の
発
達

史
上
上
田
敏
の
詩
風
が
重
大
で
あ
る
と
等
し
く
萩
原
朔
太
郎
の
詩
風

も
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
貢
献
者
と
し
て
の
位
置
は
上
田
敏
と
萩
原

朔
太
郎
と
は
同
等
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
伝
統
的
に
見
て
、
今
日

の
日
本
の
詩
風
を
二
大
別
に
す
れ
ば
上
田
と
萩
原
と
で
あ
る
。
前
か

ら
萩
原
先
生
の
功
績
を
称
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
て
そ
れ
が
出
来
な

か
つ
た
こ
と
は
遠
慮
も
し
て
い
た
し
、
生
意
気
に
な
る
か
と
も
恐
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
上
田
敏
と
蒲
原
有
明
の
「
詩
の
技
法
」
は
「
文
学
語
」
だ
が
、
朔
太
郎

は
在
来
の
文
学
語
に
よ
ら
ず
、
驚
く
べ
き
「
語
法
と
リ
ズ
ム
」
を
開
拓
し

た
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
時
期
に
し
て
「
さ
す
が
！
」
だ
と
感
じ
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
西
脇
さ
ん
は
、
飯
島
さ
ん
風
に
い
え
ば
、「
朔
太

郎
の
敷
設
し
た
鉄
道
」
に
乗
ら
な
か
っ
た
。
西
脇
さ
ん
は
詩
人
西
脇
の
固

有
の
レ
ー
ル
を
敷
い
た
の
で
す
ね
。

　

本
当
の
夢
は
詩
で
な
い
が
、
詩
は
美
し
い
夢
の
一
つ
で
あ
る
。
詩

と
い
う
夢
が
僕
を
救
つ
て
く
れ
る
か
。
夢
と
し
て
は
救
つ
て
く
れ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
人
生
哲
学
と
し
て
は
救
つ
て
く
れ
な
い
。

　

萩
原
さ
ん
は
僕
のM

A
ISTER

で
あ
る
。
先
生
の
人
生
哲
学
は

し
か
し
単
に
現
在
の
僕
の
頭
に
は
大
き
す
ぎ
る
。
先
生
の
哲
学
は
僕

の
頭
を
包
含
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
合
わ
な
い

と
い
う
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
頂
戴
し
た
帽
子
は
永
久
に
保
存
す
る
。

こ
の
こ
と
は
正
直
に
い
つ
て
い
る
こ
と
で
、
新
聞
紙
を
帽
子
の
中
へ

入
れ
て
、
か
む
つ
て
歩
く
こ
と
も
寧
ろ
失
礼
で
あ
る
。
合
わ
な
い
の

は
僕
の
頭
が
悪
い
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
帽
子
を
決
し
て
、
な
げ
す
て

る
の
で
は
な
い
。

　

僕
を
し
て
詩
（
詩
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
詩
と
僕
だ
け
が
思

つ
た
も
の
を
）
大
胆
に
書
か
し
め
た
人
は
萩
原
朔
太
郎
で
あ
つ
た
。

　
愛
弟
子
で
あ
っ
た
三
好
達
治
さ
ん
の
場
合
は
も
う
少
し
入
り
組
ん
だ
関

係
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
西
脇
さ
ん
の
場
合
を
取
り
あ
げ
る
だ
け
に
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と
ど
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
で
、次
に
、三
好
さ
ん
で
は
な
く
、三
好
さ
ん
の
推
薦
で
詩
壇
に
デ
ビ
ュ
ー

し
た
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
を
例
に「
語
法
」だ
け
で
は
な
く
、詩
人
の「
人
間
性
」

や
「
倫
理
観
」
が
、
根
源
的
な
詩
の
決
定
的
な
違
い
を
生
む
、
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

朔
太
郎
と
俊
太
郎

　
ご
存
知
の
か
た
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、谷
川
俊
太
郎
さ
ん
は
詩
集
『
世

間
知
ラ
ズ
』
で
第
一
回
目
の
「
萩
原
朔
太
郎
賞
」
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

な
ん
と
い
っ
て
も「
朔
太
郎
」の
名
を
冠
し
た
第
一
回
目
の
受
賞
で
す
か
ら
、

新
聞
な
ど
の
報
道
も
大
き
く
、
発
行
名
義
人
で
あ
る
わ
た
し
も
「
朔
太
郎

→
俊
太
郎
」
と
い
う
絶
妙
の
組
合
せ
に
心
躍
り
し
た
も
の
で
し
た
。
ち
ょ

う
ど
『
戦
後
詩
壇
詩
史
』
と
い
う
本
を
書
き
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た

の
で
、「
序
章
　
口
語
の
詩
か
ら
日
常
語
の
詩
へ
―
―
萩
原
朔
太
郎
か
ら
谷

川
俊
太
郎
へ
」
を
書
き
足
し
て
、
そ
の
第
一
頁
目
に
「
朔
太
郎
の
名
を
冠

し
た
詩
人
賞
の
第
一
回
目
が
谷
川
俊
太
郎
に
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と

は
、
や
や
誇
張
し
た
身
振
り
を
ま
じ
え
た
に
し
て
も
、
ま
さ
に
「
歴
史
的

事
件
」
と
い
っ
て
い
い
。
朔
太
郎
が
「
近
代
詩
」
か
ら
「
現
代
詩
」
へ
の

分
水
嶺
を
作
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
谷
川
は
「
現
代
詩
」
か
ら
、
現
代
と

い
う
括
弧
を
と
っ
た
「
詩
」
へ
の
水
路
を
開
い
た
、
と
い
え
る
か
ら
だ
」、

と
次
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。

　

ま
た
か
つ
て

伊
藤
整
が
図
式

化
し
た
よ
う
に
、

日
本
の
文
学
者

を
「
逃
亡
奴
隷
」

と
「
仮
面
紳
士
」

と
に
分
け
る
な

ら
ば
、
逃
亡
奴

隷
型
の
朔
太
郎

タ
イ
プ
の
詩
人

の
イ
メ
ー
ジ
を
、

仮
面
紳
士
型
の

詩
人
に
仕
立
て

直
し
た
の
は
谷

川
だ
っ
た
。
谷

川
自
身
、
早
く
か
ら
、
私
は
「
破
滅
型
」
の
詩
人
で
は
な
く
、「
建
設

型
」
の
詩
人
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
決
意
を
る
る
述
べ
て
い
る
。
建

設
型
と
い
う
い
い
方
が
な
じ
め
な
い
古
い
文
学
者
た
ち
に
は
、「
調
和

型
」
と
い
う
文
壇
用
語
に
置
き
か
え
て
考
え
て
も
ら
え
ば
い
い
。

　
谷
川
は
受
賞
の
挨
拶
で
、「
朔
太
郎
さ
ん
が
や
ろ
う
と
し
て
ど
う
も

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
現
実
生
活
と
詩
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
に
か



し
て
結
び
つ
け
た
い
」
と
語
っ
た
。
朔
太
郎
が
も
っ
て
い
た
生
理
的

か
つ
病
理
的
な
詩
の
体
質
を
、
健
康
で
倫
理
的
な
体
質
に
移
し
か
え

た
。

　　
こ
こ
で
は
「
朔
太
郎
が
も
っ
て
い
た
生
理
的
か
つ
病
理
的
な
詩
の
体
質

を
、
健
康
で
倫
理
的
な
体
質
に
移
し
か
え
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
病
理
的
な
詩
の
体
質
を
葬
り
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
移
し
か
え
た
」
の
で
は
な
く
、「
健
康
で
病
理
的
な
体
質
の
詩
」
も
並
び

立
つ
と
い
う
こ
と
を
谷
川
さ
ん
は
立
証
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ

れ
は
谷
川
さ
ん
の
朔
太
郎
と
お
の
れ
と
の
差
異
を
書
い
た
「
な
つ
か
し
い
一

人
の
人
格
」
を
読
む
と
、
よ
く
納
得
が
ゆ
き
ま
す
。

　
萩
原
朔
太
郎
の
世
界
に
溺
れ
た
記
憶
は
、
僕
に
は
無
い
。「
月
に
吠

え
る
」
や
「
青
猫
」
の
感
覚
的
な
側
面
に
は
、
僕
は
性
格
的
に
不
感

症
だ
っ
た
し
、「
氷
島
」
の
一
見
剛
毅
な
感
傷
は
、
そ
れ
に
惹
か
れ
れ

ば
惹
か
れ
る
程
僕
に
は
危
険
な
も
の
に
も
思
わ
れ
た
。
朔
太
郎
の「
の

す
た
る
ぢ
や
」、
そ
れ
は
僕
に
も
解
り
す
ぎ
る
程
よ
く
解
っ
た
。
だ
が

同
時
に
僕
は
、
そ
の
「
の
す
た
る
ぢ
や
」
の
不
毛
に
一
生
を
賭
け
る

勇
気
や
愚
か
さ
や
執
念
や
潔
癖
を
も
た
な
か
っ
た
。

　
先
ず
こ
こ
で
は
朔
太
郎
の
「
感
受
的
な
側
面
」
が
性
格
的
に
お
の
れ
と

合
わ
な
い
、
朔
太
郎
の
感
覚
的
感
傷
的
な
面
に
惹
か
れ
る
の
は
「
危
険
」

だ
と
思
わ
れ
た
、「
の
す
た
る
ぢ
や
」
の
不
毛
に
一
生
を
賭
け
る
「
勇
気
」

や
「
愚
か
さ
」
や
「
執
念
」
や
「
潔
癖
」
を
持
た
な
か
っ
た
、と
実
に
「
感

情
」
抜
き
に
朔
太
郎
と
お
の
れ
と
の
根
本
的
な
差
異
を
分
析
し
て
い
ま
す
。

文
壇
用
語
で
い
え
ば
、
朔
太
郎
の
よ
う
に
「
破
滅
型
」
で
は
な
く
、「
調
和

型
」
た
る
ゆ
え
ん
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
明
晰
な
谷
川
さ
ん
は
、
次
の
よ
う

に
朔
太
郎
を
解
析
し
て
み
せ
て
い
ま
す
。

　

だ
が
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
感
情
の
巨
大
さ
そ
の
も
の

が
既
に
敵
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
篇
の
詩
を
書
く
に
も
不
足

勝
ち
な
、
み
み
っ
ち
い
感
情
し
か
も
ち
得
な
い
多
く
の
自
称
詩
人
た

ち
に
く
ら
べ
て
、
そ
れ
は
大
変
な
贅
沢
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ

れ
は
実
に
怖
し
い
呪
い
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
朔
太
郎
が
遂

に
言
葉
に
し
得
な
か
っ
た
も
の
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
、
も
っ
と
さ

び
し
く
、
も
っ
と
き
び
し
い
朔
太
郎
が
い
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
「
実
に
怖
し
い
呪
い
」
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
朔
太
郎
の
朔

太
郎
ら
し
さ
が
あ
る
、
と
い
う
鋭
い
指
摘
は
、
朔
太
郎
と
は
異
質
な
人
間

性
と
感
受
性
を
も
っ
て
い
る
谷
川
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
よ
り
切
実
に
察
知
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
後
の
詩
人
に
と
っ
て
の
朔
太
郎
体
験
は
、
飯
島
さ
ん
の

よ
う
に
、「
朔
太
郎
と
わ
れ
わ
れ
は
か
け
は
な
れ
て
い
な
い
。
自
分
の
詩
が

い
か
に
朔
太
郎
が
敷
い
た
レ
ー
ル
の
上
に
あ
る
か
が
わ
か
る
」
と
考
え
る
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タ
イ
プ
か
、
谷
川
さ
ん
の
よ
う
に
、「
朔
太
郎
の
感
覚
的
な
側
面
に
は
、
僕

は
性
格
的
に
不
感
症
」
だ
と
し
て
そ
の
世
界
に
「
溺
れ
ま
い
」
と
遠
ざ
か

る
か
、
こ
の
正
反
対
の
対
し
方
に
二
分
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
だ
が
ま
た
、

そ
の
異
な
っ
た
対
し
方
を
相
手
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
に
き
っ
ぱ
り
と
強
い

る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
近
代
人
の
憂
愁
が
渦
巻
く
朔
太
郎
の
朔
太
郎
ら
し
さ

が
あ
る
の
だ
、
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
谷
川
さ
ん
風
に
い
え
ば
、
朔
太
郎
が
終
生
か
か
え
こ
ん
で
い
た

「
巨
大
な
感
情
」
の
「
実
に
怖
し
い
呪
い
」
は
、
自
身
が
好
ん
で
貯
蔵
し
よ

う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
安
ら
ぎ
を
求
め
て
も
得
ら
れ
な

い
疎
外
感
、
前
近
代
的
な
土
俗
性
か
ら
の
反
発
、
そ
れ
ゆ
え
の
環
境
か
ら

の
脱
走
と
自
身
か
ら
の
逃
走
を
く
り
か
え
す
も
の
の
、
遂
に
安
住
の
地
に

行
き
着
か
な
か
っ
た
孤
立
感
と
絶
望
。
そ
の
「
近
代
的
自
我
」
の
め
ざ
め

と
挫
折
は
、
死
後
六
十
五
年
後
の
こ
ん
に
ち
、
ま
だ
過
去
の
も
の
と
し
て

葬
り
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
生
き
生
き
と
朔
太
郎
の
詩
に
凝
集

さ
れ
て
い
て
、
い
ま
も
こ
の
不
毛
な
時
代
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
詩
的

精
神
を
心
底
か
ら
揺
す
ぶ
っ
て
や
ま
な
い
の
で
す
。

結
び
に
―
―
前
橋
関
連
の
著
者
の
本

　
こ
れ
か
ら
が
お
も
し
ろ
い
話
に
な
る
の
で
す
が
、
は
じ
め
に
お
断
り
し

ま
し
た
よ
う
に
体
調
が
十
分
で
な
い
の
で
、
こ
の
へ
ん
で
お
し
ま
い
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
最
後
に
前
橋
に
か
か
わ
り
の
あ
る
著
者
が
書
か
れ
た
本
を
二
冊
、
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
冊
は
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
に
く
る
ん
で
あ
る
の
で

こ
う
手
に
か
ざ
し
て
も
見
え
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
『
青
春
の
萩
原
朔

太
郎
―
―
そ
の
詩
と
真
実
』。
山
田
桂
三
著
で
す
。
山
田
さ
ん
も
前
橋
の
か

た
で
す
。
四
部
構
成
で
、
そ
の
う
ち
の
三
部
の
部
分
は
昭
和
三
十
四
年
か

ら
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
前
橋
の
同
人
雑
誌
「
も
も
ん
が
」
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
す
。
昭
和
三
十
四
年
は
「
現
代
詩
手
帖
」
が
創
刊
さ
れ
た
前
後

で
非
常
に
多
忙
だ
っ
た
の
で
す
が
、
同
人
雑
誌
を
読
む
の
が
好
き
な
の
で
、

そ
の
日
の
郵
便
物
の
な
か
に
同
人
雑
誌
が
は
い
っ
て
い
る
と
、
仕
事
を
終

え
て
か
ら
夜
を
明
か
し
て
読
ん
だ
も
の
で
す
。
そ
の
な
か
で
非
常
に
関
心

を
持
っ
た
の
が
山
田
さ
ん
の『
青
春
の
萩
原
朔
太
郎
』で
し
た
。
連
載
時
は
、

「
青
春
の
…
…
」
で
は
な
く
、「
萩
原
朔
太
郎
年
譜
解
」
で
し
た
。
つ
ま
り

年
譜
を
山
田
さ
ん
が
独
自
の
解
釈
で
分
析
し
た
も
の
な
の
で
す
ね
。

　
ふ
つ
う
年
譜
解
と
い
っ
た
ら
、
朔
太
郎
の
そ
ば
に
い
る
ひ
と
が
故
人
ゆ

か
り
の
場
所
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
近
所
の
ひ
と
と
か
幼
な
じ
み
の
ひ

と
た
ち
に
会
っ
て
、
あ
の
と
き
こ
こ
に
立
小
便
を
し
た
と
か
、
ご
は
ん
を
ほ

お
ば
っ
た
、
お
つ
ゆ
を
こ
ぼ
し
た
な
ん
て
い
う
、
そ
ん
な
こ
と
を
書
く
年
譜

解
と
い
う
も
の
が
よ
く
あ
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
こ
の
本
は
そ
う
じ
ゃ
な

い
。
山
田
さ
ん
は
こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
朔
太
郎
と
直
接
会
っ
て
聞
い

た
と
い
う
こ
と
は
一
度
も
な
い
そ
う
で
す
。
自
分
が
朔
太
郎
の
年
譜
か
ら

感
じ
と
っ
た
こ
と
を
内
面
的
に
追
跡
し
た
も
の
な
の
で
す
ね
。
野
口
武
久

さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、
山
田
さ
ん
は
哲
学
者
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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そ
の
本
が
よ
う
や
く
何
年
か
前
に
煥
乎
堂
か
ら
出
た
の
で
す
が
、
五
十
年

前
、
お
近
づ
き
を
え
た
ば
か
り
の
伊
藤
信
吉
さ
ん
に
「
年
譜
解
」
の
こ
と

を
話
し
た
ら
、「
わ
た
し
も
注
目
し
て
毎
号
読
ん
で
ま
す
。
い
い
も
の
で
す

ね
。」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
伊
藤
さ
ん
の
生
前
に
、こ
の
本
が
間
に
あ
っ

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
冊
は
渋
谷
国
忠
さ
ん
の
『
萩
原
朔
太
郎
論
』
で
す
。

地
元
の
か
た
な
ら
朔
太
郎
研
究
で
有
名
な
か
た
で
す
の
で
、
ご
存
知
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
思
潮
社
か
ら
一
九
七
一
年
に
出
た
本
で
す
。
こ
の
本
の

値
打
ち
は
徹
頭
徹
尾
、「
前
橋
の
一
市
民
」
と
い
う
立
脚
点
を
忘
れ
な
い
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。「
萩
原
朔
太
郎
の
〝
憤
怒
〟」
の
章
で
は
、「
前

橋
の
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
東
京
の
人
が
世
界
文
学
を
読
む
よ
う
な
ぐ

あ
い
に
、
単
に
世
間
の
名
詩
名
篇
と
し
て
朔
太
郎
を
読
ん
だ
の
で
は
足
り

な
い
」
と
ま
で
書
い
て
い
ま
す
。
こ
と
に
「
郷
土
望
景
詩
」
と
い
わ
ゆ
る

そ
の
〝
憤
怒
〟
に
つ
い
て
は
、「
前
橋
市
民
」
と
し
て
、「
郷
土
前
橋
に
立

脚
し
た
受
け
と
り
方
」
を
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
か
ら
、「
望
景
詩
の
憤

怒
」
を
分
析
批
評
し
て
い
ま
す
。
渋
谷
さ
ん
で
な
け
れ
ば
摘
出
で
き
な
い

問
題
提
起
に
あ
ふ
れ
た
貴
重
な
朔
太
郎
論
で
す
。

　
つ
い
で
に
も
う
一
冊
、
那
珂
太
郎
著
『
萩
原
朔
太
郎
詩
私
解
』
を
挙
げ

ま
す
。
は
じ
め
角
川
書
店
の
「
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
」
の
一
冊
と
し
て
、

の
ち
単
行
本
に
な
り
ま
し
た
が
い
ま
は
入
手
困
難
で
す
。
で
あ
る
だ
け
に
、

最
良
の
朔
太
郎
入
門
と
し
て
苦
労
し
て
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
本
な
ん
で

す
。
那
珂
さ
ん
は
前
橋
の
出
身
で
も
前
橋
に
現
在
住
ん
で
い
る
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
は
若
い
こ
ろ
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
で
朔
太
郎

の
世
界
に
深
入
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
朔
太
郎
研
究
の
原
点
と
で
も
い

う
べ
き
本
で
、こ
れ
で
朔
太
郎
の
宇
宙
が
ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
は
ず

で
す
。

　
こ
の
二
冊
プ
ラ
ス
一
冊
の
本
を
前
橋
の
読
者
に
は
特
に
よ
く
読
ん
で
も

ら
っ
て
、
前
橋
の
地
か
ら
こ
れ
か
ら
の
朔
太
郎
評
価
に
新
し
い
一
石
を
投

じ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
へ
ん
で
。
体
調
が
十
分
で
な
く
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

＊
本
稿
は
講
演
録
を
起
こ
し
た
も
の
を
小
田
氏
に
加
筆
・
訂
正

　
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
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