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〜
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
〜

井　

上　

泰　

山

一　

は
じ
め
に

　

増
田
渉
は
一
九
三
一
年
に
上
海
に
遊
学
し
、
内
山
完
造
の
紹
介
に
よ
り
魯

迅
と
面
識
を
得
た
こ
と
が
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
そ
の
後
約
九
箇
月

間
、
魯
迅
の
自
宅
で
親
し
く
『
中
国
小
説
史
略
』（
以
下
『
史
略
』
と
も
呼
ぶ
）

の
「
講
解
」
を
受
け
、
帰
国
後
四
年
目
の
一
九
三
五
年
に
そ
の
日
本
語
訳
を

上
梓
す
る
に
至
っ
た
。
爾
来
、
増
田
渉
と
魯
迅
、
及
び
増
田
渉
と
『
中
国
小

説
史
略
』
の
日
本
語
訳
と
は
、
い
わ
ば
不
可
分
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
ら

れ
、
そ
の
地
位
は
翻
訳
刊
行
後
七
五
年
余
り
を
経
た
現
在
に
於
い
て
も
な

お
、
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
後
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
増
田
渉
が
魯
迅

に
師
事
し
た
こ
と
、
ま
た
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
を
完
成
し
て
そ
の

存
在
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
こ
と
は
、
あ
た
か
も
予
め
運
命
付
け
ら
れ
た

か
の
如
く
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
の
不
自
然
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
一
冊
の
書
物
が
世
に
出
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
か
な
る
時
代
で
あ
れ
、

必
ず
相
応
の
「
背
景
」
と
「
物
語
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
増
田
渉

の
『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
該
書
が

刊
行
さ
れ
た
背
後
に
は
、
増
田
渉
自
身
の
熱
い
思
い
と
と
も
に
、
他
の
様
々

な
人
々
と
の
軋
轢
や
葛
藤
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
増
田
渉
と
『
中
国
小
説
史

略
』
の
翻
訳
は
、
決
し
て
最
初
か
ら
運
命
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
存
在
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
増
田
渉
が
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
を
完
成
す
る
に
至
る
ま

で
の
経
緯
を
再
度
振
り
返
り
、
そ
の
過
程
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
様
々
な

人
物
に
つ
い
て
、
改
め
て
増
田
渉
と
の
関
係
を
捉
え
直
す
中
で
、
特
に
、
翻

訳
に
関
す
る
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
辛
島
驍
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
初
歩
的
な
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
増
田

渉
の
畢
生
の
仕
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
の

背
後
に
、
実
は
、
当
時
様
々
な
動
き
が
あ
り
、
増
田
渉
以
外
の
複
数
の
人
物

が
競
っ
て
該
書
の
翻
訳
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
、
増
田
渉
の
翻
訳



二
二

は
決
し
て
平
坦
な
道
の
り
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
な
く
、
複
数
の
人
物
に

よ
る
凌
ぎ
を
削
る
競
争
の
中
で
彼
自
身
が
勝
ち
取
っ
た
、
い
わ
ば
苦
闘
の

「
戦
果
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

以
下
、
本
稿
の
記
述
は
大
き
く
五
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
増
田

渉
の
略
歴
」
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
す
る
。
次
に
、「
増
田
渉
と
魯
迅
と
の

出
逢
い
」、
及
び
、「
増
田
渉
が
『
史
略
』
の
翻
訳
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
の
経

緯
」
に
つ
い
て
振
り
返
る
。
さ
ら
に
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
「
増

田
渉
以
外
の
人
物
に
よ
る『
史
略
』翻
訳
へ
の
動
き
」に
つ
い
て
も
整
理
す
る
。

同
時
に
、
当
時
の
様
々
な
情
況
を
ふ
ま
え
、
結
果
的
に
増
田
渉
訳
が
世
に
広

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

「
翻
訳
に
か
け
た
増
田
渉
の
情
熱
と
そ
の
意
義
」
に
つ
い
て
、
些
か
私
見
を

述
べ
た
い
と
思
う
。
な
お
、
本
論
を
補
足
す
る
資
料
と
し
て
、
末
尾
に
、
増

田
渉
と
辛
島
驍
の
略
年
譜
を
付
載
し
た
。

二　

増
田
渉
の
略
歴

　

本
論
を
展
開
す
る
前
に
、
増
田
渉
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
経
歴
と

業
績
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
増
田
渉
が
生
ま
れ
た
の
は
、
日
本
海

に
面
し
た
島
根
県
の
小
さ
な
港
町
で
あ
っ
た
。
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

は
郷
里
の
島
根
県
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、
高
等
学
校
時
代
か
ら
既
に
相
当
の

「
文
学
青
年
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
芥
川
龍
之
介
や
佐
藤
春
夫
と
い
っ
た
、

当
時
の
か
な
り
有
名
な
作
家
の
作
品
を
読
み
あ
さ
り
、
芥
川
龍
之
介
に
直
接

手
紙
を
書
い
た
り
し
て
文
学
へ
の
関
心
を
深
め
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
次

第
に
中
国
文
学
へ
の
道
を
志
す
よ
う
に
な
る
。

　

大
正
の
末
年
、
一
九
二
六
年
、
二
三
歳
の
時
に
東
京
帝
国
大
学
の
文
学
部

に
入
学
し
、
在
籍
中
に
、
当
時
中
国
小
説
の
研
究
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た

塩
谷
温
教
授
の
授
業
を
聴
く
う
ち
に
、
魯
迅
の
名
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に

な
り
、『
中
国
小
説
史
略
』
と
い
う
書
物
と
の
出
逢
い
も
、
そ
の
時
に
本
格

的
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
し
ば
ら
く
の
間
は
就
職

も
せ
ず
、
佐
藤
春
夫
の
翻
訳
の
手
伝
い
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
頃
手
が

け
て
い
た
『
平
妖
伝
』
の
翻
訳
が
一
段
落
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

中
国
へ
の
遊
学
を
思
い
立
ち
、
一
九
三
一
年
に
上
海
に
遊
学
す
る
。
そ
の

際
、
当
時
日
本
の
書
籍
を
中
国
で
販
売
し
て
い
た
内
山
書
店
の
店
主
で
あ
っ

た
内
山
完
造
の
紹
介
に
よ
っ
て
魯
迅
と
知
り
合
い
、
以
後
数
ヶ
月
に
わ
た
っ

て
魯
迅
か
ら
直
接
『
史
略
』
に
関
す
る
「
講
解
」
を
受
け
、
帰
国
後
三
年
間

か
け
て
翻
訳
に
没
頭
し
、
約
四
年
後
の
一
九
三
五
年
七
月
、
日
本
語
訳
を
サ

イ
レ
ン
出
版
社
か
ら
出
版
し
た
。
弱
冠
三
二
歳
に
し
て
『
中
国
小
説
史
略
』

の
日
本
語
訳
を
刊
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
魯
迅
は
そ
の
時
五
五
歳
で
あ
っ

た
。
魯
迅
と
の
交
流
は
そ
の
後
も
続
き
、
魯
迅
の
死
の
直
前
ま
で
親
し
く
手

紙
の
や
り
と
り
が
続
く
が
、
そ
の
魯
迅
も
、
一
九
三
六
年
、『
史
略
』
の
日

本
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
お
よ
そ
一
年
後
に
、
こ
の
世
を
去
る
。
一
方
、
増
田

渉
は
、
そ
の
後
、
島
根
大
学
や
大
阪
市
立
大
学
な
ど
の
教
授
を
歴
任
し
た
の

ち
、
一
九
六
七
年
に
関
西
大
学
文
学
部
の
教
授
と
な
り
、
七
年
間
に
わ
た
っ

て
教
壇
に
立
っ
た
が
、
一
九
七
七
年
三
月
一
〇
日
、
東
京
で
行
わ
れ
た
親
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二
三

友
・
竹
内
好
の
葬
儀
に
参
列
し
、
友
人
代
表
と
し
て
弔
辞
を
読
ん
で
い
る
最

中
、
感
極
ま
っ
て
卒
倒
し
、
そ
の
ま
ま
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
中
国
に
も

「
管
鮑
の
交
わ
り
」
や
「
刎
頸
の
交
わ
り
」
な
ど
、
親
密
な
友
情
を
形
容
す

る
言
葉
が
あ
る
が
、
増
田
渉
と
竹
内
好
の
間
柄
も
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
関
係

を
思
わ
せ
る
も
の
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
中
国
文
学
界
で
は
、
一
種
の
奇

談
・
美
談
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三　

増
田
渉
と
魯
迅
と
の
出
逢
い

　

次
に
、
増
田
渉
が
魯
迅
と
出
逢
っ
た
経
緯
、
及
び
、『
中
国
小
説
史
略
』

に
つ
い
て
魯
迅
か
ら
直
接
「
講
解
」
を
受
け
、
帰
国
後
日
本
語
訳
に
取
り
か

か
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
本
人
の
回
想
や
、
魯
迅
の
日
記
な
ど
を
も
と

に
し
て
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
様
々
な
資
料
に
基
づ
い
て
言
及
し
て

い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
主
要
な
も
の
を
借
り
て
、
二
人
の
交
流
の
軌
跡

を
改
め
て
確
認
す
る
に
止
め
る
。

　

増
田
渉
の
略
歴
を
紹
介
し
た
部
分
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
増
田
渉
は
東

京
帝
国
大
学
卒
業
後
、
佐
藤
春
夫
に
師
事
し
て
中
国
関
連
作
品
を
日
本
語
に

翻
訳
す
る
手
伝
い
を
し
て
い
た
。
そ
の
頃
の
様
子
に
つ
い
て
、
増
田
は
、
次

の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

私
が
東
京
へ
出
て
、
中
国
文
学
科
の
学
生
に
な
っ
た
こ
ろ
は
、
芥
川

氏
は
ま
だ
存
命
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
病
弱
で
、
鵠
沼
か
ど
こ
か
に
行

っ
て
い
ら
れ
る
様
子
だ
っ
た
し
、
ま
た
こ
の
人
に
会
う
の
は
、
何
と
な

く
こ
わ
い
よ
う
な
気
も
し
て
、
と
う
と
う
面
談
の
機
を
得
な
か
っ
た
。

佐
藤
氏
の
方
は
も
っ
と
、
と
っ
つ
き
易
い
人
の
よ
う
に
思
え
た
の
で

（
実
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
が
）、
一
度
お
目
に
か
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
中

国
の
文
学
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
た
い
と
手
紙
を
出
し
て
み
た
。
…
…

佐
藤
氏
か
ら
は
、
何
曜
日
が
訪
問
日
に
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
に
来

て
く
れ
、
と
い
う
は
が
き
を
も
ら
っ
た
。
…
…
私
は
や
が
て
佐
藤
氏
の

中
国
小
説
翻
訳
の
下
訳
を
し
た
り
、
必
要
な
資
料
を
さ
が
し
て
提
供
し

た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
氏
が
、『
揚
州
十
日
記
』
を
『
中
央
公
論
』

に
訳
す
と
き
は
、
浅
草
の
浅
倉
屋
か
ら
和
刻
本
を
買
っ
て
き
て
提
供

し
、『
車
塵
集
』
を
出
す
と
き
に
も
原
詩
の
出
て
い
る
本
を
さ
が
し
、
そ

の
巻
末
の
作
者
小
伝
の
資
料
に
な
っ
た
『
青
楼
小
名
録
』（
？
）
と
い

う
の
は
本
郷
の
琳
琅
閣
か
ら
私
が
見
つ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳

で
や
や
大
き
い
も
の
は
改
造
社
『
世
界
大
衆
文
学
全
集
』
に
入
っ
た
『
平

妖
伝
』
で
、
こ
れ
は
原
稿
紙
に
し
て
千
枚
く
ら
い
は
あ
っ
た
と
思
う
が
、

私
は
毎
月
、
百
枚
く
ら
い
ず
つ
訳
し
て
佐
藤
氏
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行

っ
た
。
ほ
か
に
『
好
逑
伝
』
を
訳
し
た
が
、
は
じ
め
の
部
分
だ
け
に
終

わ
っ
た
。『
苦
楽
』
と
い
う
雑
誌
に
一
、
二
回
出
た
よ
う
に
思
う
が
、
雑

誌
が
つ
ぶ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
…
…
長
か
っ
た
『
平

妖
伝
』
の
下
訳
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
の
で
、
私
は
解
放
さ
れ
た
気
持
ち

に
な
り
、
中
国
へ
行
っ
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
残
っ

て
い
る
下
訳
代
を
も
ら
っ
て
行
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
氏
は



二
四

前
夫
人
と
の
間
の
ご
た
ご
た
を
清
算
し
て
、
現
未
亡
人
の
結
婚
さ
れ
る

前
で
、
関
西
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
私
は
し
ば
ら
く
会
う
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
た
。
そ
の
う
ち
新
聞
で
氏
が
新
夫
人
を
迎
え
て
、
阪
急
沿

線
岡
本
の
谷
崎
氏
邸
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
私
は
神

戸
か
ら
船
に
乗
る
都
合
も
あ
り
、
大
阪
へ
行
っ
て
岡
本
の
谷
崎
氏
方
を

訪
ね
た
ら
、
紀
州
の
実
家
に
帰
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は

紀
州
の
方
へ
手
紙
を
出
し
て
、
い
ま
中
国
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
こ

と
、
つ
い
て
は
『
平
妖
伝
』
の
下
訳
代
の
残
り
を
も
ら
っ
て
行
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
や
っ
た
。
す
る
と
返
事
が
来
て
、
大
阪

に
い
る
な
ら
つ
い
で
に
紀
州
へ
遊
び
に
来
な
い
か
、
当
地
に
は
名
勝
地

が
多
い
し
見
物
す
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭

和
五
年
の
年
末
で
、
私
は
す
ぐ
大
阪
の
天
保
山
桟
橋
か
ら
汽
船
で
紀
州

の
勝
浦
に
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
、
バ
ス
で
氏
の
故
郷
、
下
里
町
に
行
っ

た
。
尊
父
、
鏡
水
先
生
の
と
こ
ろ
に
、
氏
は
新
夫
人
と
新
夫
人
の
連
れ

子
、
鮎
子
さ
ん
と
、
い
っ
し
ょ
に
静
養
し
て
い
た
。
私
は
佐
藤
家
で
一

泊
し
た
が
、
氏
は
懸
泉
堂
の
広
い
庭
を
い
ろ
い
ろ
説
明
し
な
が
ら
案
内

し
て
く
れ
、
ま
た
鏡
水
先
生
の
依
頼
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
に
ま
ず
い

字
を
書
か
せ
た
り
し
た
。
そ
の
と
き
氏
は
上
海
の
内
山
完
造
氏
に
宛
て

た
紹
介
状
を
書
い
て
く
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
「
佐
藤
春
夫
と
魯
迅
」

 

（『
図
書
』
一
七
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
七
月
）

　

こ
こ
に
は
、
当
時
世
間
を
騒
が
せ
た
、
有
名
作
家
の
あ
る
「
事
件
」
が
顔

を
覗
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
谷
崎
潤
一
郎
と
佐
藤
春
夫
と
の
間
に
進
行
し

つ
つ
あ
っ
た
、
谷
崎
夫
人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た

事
実
で
は
あ
る
が
、
当
時
谷
崎
は
、
妻
「
千
代
」
夫
人
と
の
間
に
溝
を
生
じ
、

結
果
と
し
て
、
問
題
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
佐
藤
春
夫
に
夫
人
を
与
え

た
。
し
か
も
、
佐
藤
春
夫
に
自
分
の
妻
を
譲
る
旨
の
宣
言
を
公
表
し
、
い
わ

ば
公
然
と
妻
を
譲
り
渡
し
た
の
で
あ
る
。
郷
里
の
和
歌
山
県
新
宮
で
静
養
し

て
い
た
佐
藤
春
夫
を
増
田
が
訪
ね
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
増
田
渉
と
佐
藤
春
夫
の
交
流
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
文

壇
に
於
け
る
興
味
深
い
人
間
模
様
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
本
題
か
ら
そ
れ
る
の
で
暫
く
擱
く
と
し
て
、
こ
こ
に

あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
増
田
は
、
佐
藤
春
夫
の
も
と
で
中
国
関
連
の
随
想
や

小
説
の
「
下
訳
」
を
し
て
い
た
。「
下
訳
」
と
は
い
え
、
近
世
白
話
小
説
の

原
文
へ
の
理
解
力
を
考
え
る
と
、
実
質
的
な
訳
者
は
増
田
渉
で
あ
り
、
佐
藤

春
夫
は
単
に
名
義
を
貸
し
た
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か

く
、
増
田
は
長
篇
の
『
平
妖
伝
』
の
翻
訳
に
一
応
の
メ
ド
が
つ
い
た
こ
と
を

契
機
と
し
て
、
中
国
に
遊
学
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
時
に
は
特
に
は
っ
き
り
と
し
た
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

翻
訳
に
一
区
切
り
つ
い
た
の
で
、
自
分
が
大
学
で
専
攻
し
、
ま
た
翻
訳
を
通

し
て
関
わ
っ
て
き
た
中
国
と
い
う
国
を
実
際
に
自
分
の
目
で
見
て
み
よ
う
と

い
っ
た
、
漠
然
と
し
た
動
機
か
ら
上
海
に
渡
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
頃
の
こ
と
を
、
増
田
は
、
同
じ
く
「
佐
藤
春
夫
と
魯
迅
」
の
中
で
次
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の
よ
う
に
も
回
想
し
て
い
る
。

　

そ
の
紹
介
状
一
本
も
っ
て
、
私
は
ぶ
ら
り
と
上
海
へ
、
中
国
の
こ
と

を
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
度
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
、
自
分
の
目
で
じ

か
に
見
て
み
よ
う
と
い
う
、
そ
の
程
度
の
漠
然
と
し
た
気
持
ち
か
ら
上

海
へ
向
か
っ
た
。
中
国
で
は
上
海
と
い
う
土
地
が
私
に
は
何
だ
か
い
ち

ば
ん
魅
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
六
年
の
春
、
ま
だ
肌
寒
い
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
魯
迅
が
上
海
に
い
る
こ
と
な
ど
は
知
ら
な
か
っ
た
。
い

や
、
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
魯
迅
と
い
う
名
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
自
身
は
中
国
文
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
っ
た

か
ら
、
名
前
だ
け
な
ら
知
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
『
中
国
小
説

史
略
』
の
著
者
と
し
て
、
学
究
と
し
て
の
魯
迅
で
あ
っ
た
。
作
家
で
も

あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
の
作
家
か
、

は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
増
田
の
上
海
行
き
は
、
現
代
の
日
本
の
若
者
が

学
生
時
代
に
ぶ
ら
り
と
中
国
旅
行
に
出
か
け
る
の
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
言
わ
ば
、
物
見
遊
山
的
な
動
機
か
ら
上
海
を
訪
れ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
も
何
ら
か
の
必
然
が
作
用
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
当
時
上
海
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
魯
迅
と
の
運
命
の
出
逢
い

を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
回
想
の
中
に
「
紹
介
状
」
と
あ
る
の
は
、
佐
藤
春

夫
に
書
い
て
も
ら
っ
た
内
山
書
店
店
主
、
内
山
完
造
へ
の
紹
介
状
の
こ
と

で
、
増
田
は
そ
の
紹
介
状
を
頼
り
に
上
海
に
渡
り
、
内
山
書
店
を
頻
繁
に
訪

れ
て
「
漫
談
」
し
て
い
た
魯
迅
と
対
面
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
意
味
か
ら

言
え
ば
、
魯
迅
と
増
田
の
仲
を
取
り
結
ん
だ
最
初
の
功
績
は
、
佐
藤
春
夫
と

内
山
完
造
の
二
人
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
こ
の
二
人
が
い

な
け
れ
ば
、
作
家
魯
迅
の
名
前
も
、
ま
た
そ
の
著
作
で
あ
る
『
中
国
小
説
史

略
』
が
増
田
渉
の
名
前
と
と
も
に
日
本
語
で
広
く
日
本
人
の
目
に
触
れ
る
の

も
、
か
な
り
後
の
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
増
田
と
魯
迅
と
の
歴
史
に
残
る
交
流
が
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
が
、
一
九
三
一
年
当
時
の
魯
迅
に
対
す
る
印
象
に
つ
い
て
増
田
は

あ
ま
り
鮮
明
な
記
憶
を
残
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
む
し
ろ
そ
の
後

数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
い
た
『
中
国
小
説
史
略
』
そ
の
他
の
書
物
に
対
す
る

「
講
解
」
の
方
が
、
よ
り
強
く
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
魯
迅
に
最
初

に
出
逢
っ
た
時
の
こ
と
は
、『
魯
迅
の
印
象
』（
角
川
選
書
三
八
、
一
九
七
〇

年
一
二
月
、
角
川
書
店
）
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

一
番
は
じ
め
に
彼
と
あ
っ
た
時
に
印
象
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
今
は
ハ

ッ
キ
リ
覚
え
て
い
な
い
。
た
ぶ
ん
そ
の
時
、
一
時
の
旅
行
者
で
、
魯
迅

と
一
回
か
二
回
し
か
会
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
今
で
も
鮮
明
に

当
時
の
模
様
を
記
憶
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
後
ず
っ
と
毎

日
、
十
か
月
に
わ
た
っ
て
彼
に
接
触
し
て
い
た
の
で
、
自
然
に
第
一
印

象
も
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
と
に
か
く
、
彼
に
つ
い

て
勉
強
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
最
初
は
毎
日
内
山
書
店
へ
、
彼
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が
あ
ら
わ
れ
る
時
間
を
見
は
か
ら
っ
て
出
か
け
て
行
っ
た
。
た
ぶ
ん
私

が
彼
に
向
か
っ
て
、
中
国
の
文
学
を
勉
強
す
る
に
は
ど
ん
な
本
か
ら
読

ん
だ
ら
い
い
か
と
で
も
き
い
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
彼
は
自
分
の
幼
少
年

時
代
の
思
い
出
を
書
い
た
『
朝
花
夕
拾
』
と
い
う
本
を
く
れ
た
。
私
は

そ
の
本
を
私
の
下
宿
で
読
ん
で
行
っ
て
、
不
審
な
字
句
や
内
容
の
事
柄

に
つ
い
て
、
翌
日
内
山
書
店
で
彼
か
ら
教
え
て
も
ら
う
―
と
い
う
こ

と
を
当
分
つ
づ
け
て
い
た
。『
朝
花
夕
拾
』
は
彼
の
幼
少
年
時
代
（
お

よ
び
日
本
に
留
学
し
て
い
た
こ
ろ
）
の
彼
と
そ
の
周
囲
を
回
憶
し
た
も

の
で
、
な
か
ん
ず
く
、
中
国
の
生
活
的
風
習
と
、
そ
の
中
に
生
長
す
る

も
の
の
幼
い
夢
を
ふ
り
か
え
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
国
か
ら
来
た
私

に
、
そ
し
て
中
国
の
こ
と
を
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
私
に
、
ま
ず
何

よ
り
も
先
に
中
国
の
生
活
的
風
習
と
そ
の
雰
囲
気
を
知
ら
せ
よ
う
と
の

用
意
か
ら
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
二
百
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
本

で
あ
っ
た
し
、
一
週
間
た
ら
ず
で
読
み
お
え
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
次

に
ま
た
『
野
草
』
と
い
う
彼
の
散
文
詩
を
く
れ
た
。
散
文
詩
と
い
っ
て

も
抒
情
的
な
も
の
で
は
な
く
、
激
し
い
怒
り
（
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
）

を
託
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
何
が
ゆ
え
に
そ
う
い
う
も
の
が
書
か

れ
た
か
、
そ
の
具
体
的
な
当
時
の
事
情
に
つ
い
て
の
こ
ま
か
い
知
識
に

乏
し
か
っ
た
私
に
は
、
正
直
の
と
こ
ろ
よ
く
吞
み
込
め
な
か
っ
た
が
、

た
だ
痩
せ
て
、
蒼
白
な
顔
を
し
て
い
る
目
の
前
の
彼
が
、
煮
え
た
ぎ
る

強
烈
な
憤
怒
の
感
情
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
人
だ
と
い
う
こ
と
を
そ
れ

に
よ
っ
て
知
っ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
魯
迅
と
最
初
に
出
逢
っ
た
頃
の
様
子
や
、
魯
迅
に
師
事
す
る

う
ち
に
増
田
が
次
第
に
そ
の
強
烈
な
個
性
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
様
子
が
詳
細

に
描
か
れ
て
い
る
。
魯
迅
に
出
逢
っ
た
当
時
、
増
田
渉
は
弱
冠
二
八
歳
、
一

方
の
魯
迅
は
五
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
情
況
を
物
語
る
増
田
の
回
想
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
先

程
も
引
用
し
た
「
佐
藤
春
夫
と
魯
迅
」
と
題
す
る
文
章
の
中
に
も
、
魯
迅
の

人
格
に
圧
倒
さ
れ
、
徐
々
に
傾
倒
し
て
い
く
増
田
の
心
情
が
詳
し
く
描
写
さ

れ
て
い
る
。

　

佐
藤
氏
の
紹
介
状
を
内
山
氏
に
渡
し
、
内
山
氏
は
私
を
魯
迅
に
引
き

合
わ
せ
て
く
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
か
ら
十
二
月
の
末
ま
で
、
上
海
事

変
直
前
の
不
穏
な
空
気
か
ら
、
や
む
な
く
上
海
を
引
き
あ
げ
る
ま
で
、

私
は
魯
迅
の
家
に
毎
日
出
か
け
、
中
国
の
文
学
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
個

人
教
授
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
魯
迅
が
身
辺
を
警
戒
し
て
、
近
く

の
内
山
書
店
に
行
く
ほ
か
、
じ
っ
と
自
分
の
家
に
引
き
こ
も
っ
て
い
る

状
態
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
私
個
人
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
あ
っ
た
と
い

う
も
の
だ
。
…
…
私
は
毎
日
、
魯
迅
に
接
し
て
、
彼
の
生
き
て
来
た
異

常
な
経
験
や
、
そ
れ
と
つ
な
が
る
苦
難
に
み
ち
た
中
国
の
現
代
史
の
知

識
を
、
じ
か
に
感
得
す
る
と
と
も
に
、
い
つ
も
目
を
見
は
る
思
い
で
驚

き
な
が
ら
、
魯
迅
と
そ
の
周
囲
の
推
移
を
探
索
し
た
。
そ
し
て
彼
の
茨

を
伐
り
開
く
使
命
感
と
、
勇
気
と
敢
為
に
感
動
し
、
こ
れ
は
タ
ダ
モ
ノ

で
は
な
い
、
偉
い
人
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
何
よ
り
も
微
塵
の
ま
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や
か
し
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
の
強
烈
な
人
格
に
打
た
れ
た
。
い
ま

の
中
国
に
は
こ
の
よ
う
な
人
の
い
る
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
人
の
出
て

く
る
中
国
の
現
実
と
と
も
に
日
本
に
報
ら
せ
た
い
、
と
私
は
思
っ
た
。

そ
れ
で
、『
魯
迅
伝
』
と
い
う
の
を
書
き
だ
し
た
。
百
枚
ば
か
り
書
い

た
原
稿
を
佐
藤
氏
に
送
っ
て
、
日
本
の
雑
誌
へ
の
発
表
を
頼
ん
だ
。

　

魯
迅
の
家
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
親
し
く
教
え
を
受
け
る
う
ち
に
、
魯
迅

と
の
距
離
は
徐
々
に
縮
ま
り
、
増
田
は
次
第
に
魯
迅
の
「
人
格
に
打
た
れ
」、

そ
の
思
想
に
傾
倒
し
、
結
果
的
に
増
田
の
そ
の
後
の
人
生
を
大
き
く
左
右
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
に
は
『
魯
迅
伝
』
を
書
く
に
至
る
ま
で
の
心
情
も
克
明
に
描

か
れ
て
い
る
。「
日
本
に
報
ら
せ
た
い
」
と
の
思
い
に
か
ら
れ
、
増
田
は
上

海
滞
在
中
に
『
魯
迅
伝
』
を
書
き
上
げ
る
が
、
日
本
で
の
発
表
を
依
頼
し
た

相
手
は
、
か
つ
て
内
山
完
造
へ
の
紹
介
状
を
書
い
て
く
れ
た
佐
藤
春
夫
で

あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
の
文
壇
に
於
い
て
既
に
一
定
の
地
位
を
築
い
て
い
た

佐
藤
と
の
関
係
が
、
こ
こ
で
も
有
効
に
作
用
し
、
以
後
、
魯
迅
の
存
在
は
日

本
で
も
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

四　
『
史
略
』
翻
訳
完
成
ま
で
の
経
緯

　

魯
迅
か
ら
贈
ら
れ
た
『
朝
花
夕
拾
』
や
『
野
草
』
を
読
ん
だ
後
、
い
よ
い

よ
増
田
は
『
中
国
小
説
史
略
』
に
つ
い
て
の
質
問
を
開
始
し
た
。
増
田
は
『
中

国
小
説
史
略
』
の
名
前
を
日
本
に
い
る
時
に
既
に
知
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

は
先
に
引
用
し
た
回
想
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
れ
を
日

本
語
に
翻
訳
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
は
、
や
は
り
、
内
山
完
造
の
勧
め
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
魯
迅
の
印
象
』
の
中
に
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
次
に
『
中
国
小
説
史
略
』
に
つ
い
て
の
質
問
を
は
じ
め
た
。
そ

れ
は
最
初
か
ら
翻
訳
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
し
（
内
山
完
造
氏
が
そ
れ

を
す
す
め
た
）、
ほ
と
ん
ど
逐
字
的
に
講
解
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
こ

ろ
は
内
山
書
店
の
店
頭
で
は
な
く
、
魯
迅
の
宅
に
直
接
出
か
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
内
山
で
の
「
漫
談
」（
当
時
そ
う
い
っ
て
い
た
）
を

す
ま
す
と
、
彼
と
と
も
に
彼
の
寓
居
へ
行
き
（
内
山
か
ら
そ
の
寓
居
ま

で
は
二
分
か
三
分
の
距
離
）、
そ
れ
か
ら
彼
の
テ
ー
ブ
ル
に
二
人
並
ん

で
腰
か
け
、
私
が
小
説
史
の
原
文
を
逐
字
的
に
日
本
訳
に
し
て
読
む
、

読
み
に
く
い
と
こ
ろ
は
教
え
て
も
ら
う
、
そ
し
て
字
句
な
り
内
容
な
り

に
つ
い
て
不
審
の
と
こ
ろ
は
徹
底
的
に
質
問
す
る
。
そ
の
答
え
が
、
字

句
の
解
釈
な
ら
簡
単
で
あ
る
が
、
内
容
と
な
る
と
い
ろ
い
ろ
の
説
明
が

い
る
の
で
相
当
時
間
が
か
か
る
。
た
い
て
い
午
後
の
二
時
あ
る
い
は
三

時
ご
ろ
か
ら
は
じ
め
て
夕
方
の
五
時
か
ら
六
時
ご
ろ
ま
で
つ
づ
け
た
。

む
ろ
ん
い
つ
し
か
雑
談
に
わ
た
っ
た
り
、
日
々
生
起
す
る
時
事
に
対
す

る
意
見
や
批
評
を
き
い
た
り
す
る
合
の
手
が
は
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た

が
、
お
よ
そ
三
か
月
は
そ
の
本
一
冊
の
講
読
に
費
や
さ
れ
た
と
思
う
。

当
時
、
彼
は
外
部
と
ほ
と
ん
ど
交
渉
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
客
は
ま
ず
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な
か
っ
た
。
広
い
書
斎
兼
応
接
室
に
、
夫
人
の
広
平
女
史
が
少
し
離
れ

た
と
こ
ろ
で
彼
女
自
身
の
仕
事
（
本
を
読
ん
だ
り
、
抄
写
を
し
た
り
、

編
物
を
し
た
り
）
を
し
て
い
る
（
息
子
の
海
嬰
は
子
守
婆
さ
ん
が
た
い

て
い
外
へ
つ
れ
て
出
て
い
て
部
屋
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
）、
だ
か

ら
、
じ
ゃ
ま
す
る
も
の
も
な
く
、
私
は
十
分
教
え
を
う
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
許
寿
裳
の
編
し
た
魯
迅
年
譜
を
み
る
と
、
そ
れ
は
魯
迅
自
身
の

日
記
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
民
国
二
十
年
、
七
月
の
条

に
、「
増
田
渉
の
た
め
『
中
国
小
説
史
略
』
を
講
解
し
全
部
を
畢
る
」
と

あ
る
が
（
追
記
。
後
に
出
版
さ
れ
た
『
魯
迅
日
記
』
を
見
る
と
、
七
月

十
七
日
の
項
に
「
午
後
増
田
君
ノ
為
メ
ニ
『
中
国
小
説
史
略
』
ヲ
講
ジ

畢
ル
」
と
あ
る
）、
こ
れ
が
済
ん
だ
と
き
は
、
私
も
ホ
ッ
と
し
た
が
、
彼

も
ホ
ッ
と
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

魯
迅
の
自
宅
で
日
々
『
中
国
小
説
史
略
』
に
つ
い
て
「
講
解
」
を
受
け
た

時
の
様
子
が
、
手
に
取
る
よ
う
に
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
情
況
は
、
あ
た
か
も
、
の
ど
か
な
休
日
の
一
コ
マ
と
い
っ
た
感
じ
を

与
え
る
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
増
田
の
側
か
ら
見
た
魯
迅
の

周
辺
の
様
子
で
あ
り
、
当
時
の
魯
迅
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
な
立
場
を
考

え
る
と
、
魯
迅
自
身
に
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
別
の
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
魯
迅
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
増
田
渉
へ
の
直
接
「
講

解
」
は
、
あ
く
ま
で
も
休
戦
日
に
於
け
る
つ
か
の
間
の
や
す
ら
ぎ
で
あ
り
、

や
が
て
身
に
ふ
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
困
難
を
予
測
し
つ
つ
、
か
つ
て
自
分
が

心
血
を
注
い
で
き
た
「
中
国
小
説
史
」
の
構
想
を
、
増
田
渉
と
い
う
異
国
の

若
い
青
年
に
伝
え
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
魯
迅
が
若
い
世
代
に

将
来
へ
の
希
望
を
託
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
異

国
か
ら
来
た
人
物
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
思
想
を
伝
え
得
る
有
力
な
人
物

の
一
人
と
し
て
増
田
が
選
ば
れ
た
こ
と
だ
け
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
ろ

う
。

　

ま
た
、
単
に
「
小
説
史
」
に
留
ま
ら
ず
、
魯
迅
自
身
は
死
の
直
前
ま
で
、

「
中
国
文
学
史
」
を
書
く
こ
と
へ
の
意
欲
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、

増
田
の
次
の
よ
う
な
回
想
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

彼
に
も
文
学
史
を
書
く
意
志
が
あ
っ
た
。
自
分
の
生
き
て
い
る
う
ち

に
は
、
と
て
も
全
部
は
書
け
な
い
か
ら
唐
代
ま
で
書
く
つ
も
り
だ
、
宋

か
ら
以
後
に
な
る
と
た
く
さ
ん
読
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
本
が
あ
っ
て
、

と
う
て
い
で
き
そ
う
も
な
い
、
唐
ま
で
な
ら
ま
だ
割
合
に
少
な
い
か
ら

で
き
そ
う
だ
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
文
学
史
を
書
く
準
備
に
と
、
そ
の

こ
ろ
（
昭
和
六
年
）
商
務
印
書
館
で
予
約
で
出
し
て
い
た
百
衲
本
二
十

四
史
を
買
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
彼
の
死
ぬ
三
か
月
前
（
昭

和
十
一
年
）
に
私
は
病
床
に
あ
っ
た
彼
に
、
文
学
史
は
ま
だ
で
す
か
と

き
き
、
そ
の
構
想
は
ど
ん
な
も
の
か
と
た
ず
ね
、
そ
れ
の
骨
組
だ
け
は

筆
記
し
て
帰
っ
た
。
第
一
章
、
文
字
か
ら
文
章
ま
で
。
第
二
章
、
思
無

邪
（
詩
経
）。
第
三
章
、
諸
子
。
第
四
章
、
離
騒
か
ら
反
離
騒
（
漢
）
ま

で
。
第
五
章
、
酒
、
薬
、
女
、
仏
（
六
朝
）。
第
七
章
、
廊
廟
と
山
林



増
田
渉
と
辛
島
驍

二
九

（
唐
）。
―
あ
と
は
と
て
も
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
書
け
そ
う
も

な
い
、
せ
め
て
こ
れ
だ
け
書
い
て
お
き
た
い
、
と
ベ
ッ
ド
の
上
で
言
っ

た
。（
増
田
渉『
魯
迅
の
印
象
』角
川
選
書
三
八
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
、

角
川
書
店
）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
魯
迅
が
終
生
抱
き
続
け
た
「
中
国
文
学
史
」
の
構
想
が

あ
る
程
度
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

「
構
想
」
の
段
階
に
留
ま
り
、
魯
迅
の
急
死
に
よ
っ
て
永
遠
に
実
現
さ
れ
な

い
「
幻
の
文
学
史
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

魯
迅
の
自
宅
で
お
よ
そ
三
か
月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
『
中
国
小
説
史
略
』

の
講
義
は
、
七
月
半
ば
に
無
事
終
了
し
、
そ
の
後
は
『
吶
喊
』
や
『
彷
徨
』

に
つ
い
て
の
質
問
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
上
海
事
変
」
な
ど
、

当
時
の
政
治
上
の
不
穏
な
動
き
を
警
戒
し
て
、
増
田
は
そ
の
年
の
一
二
月
に

は
一
旦
上
海
を
離
れ
て
帰
国
の
途
に
つ
き
、
翌
年
か
ら
は
、
書
簡
を
通
し
て

魯
迅
と
の
交
流
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
帰
国
す
る
に
際
し
て
、
魯
迅
が
増

田
に
贈
っ
た
自
作
の
詩
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
魯
迅

自
身
が
か
つ
て
若
い
時
に
遊
学
し
て
い
た
仙
台
の
緑
豊
か
な
風
景
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

扶
桑
正
是
秋
光
好
、
枫
叶
如
丹
照
嫩
寒
、
却
折
垂
杨
送
归
客
、
心
随
东

棹
忆 

华
年
。

　

帰
国
後
、
増
田
は
郷
里
の
島
根
県
に
も
ど
り
、
そ
の
後
一
九
三
五
年
ま
で

『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
訳
の
作
業
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
い
ざ
翻
訳
を
開
始
し
て
み
る
と
、
か
つ
て
魯
迅
の
自
宅
で
逐
字
的
に

「
講
解
」
を
受
け
、
充
分
に
理
解
し
て
い
た
は
ず
の
原
文
に
つ
い
て
、
不
明

な
部
分
が
続
出
し
た
。
凡
そ
翻
訳
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
感
じ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
読
し
た
際
に
原
文
の
意
味
が
理
解
で
き
た
よ
う
に

思
っ
て
い
て
も
、
い
ざ
日
本
語
に
移
し
替
え
る
段
階
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で

考
え
て
も
み
な
か
っ
た
よ
う
な
様
々
な
問
題
が
次
々
に
出
て
く
る
も
の
で
あ

る
。『
史
略
』
の
翻
訳
作
業
に
あ
た
っ
て
、
増
田
も
同
様
の
困
難
に
遭
遇
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
し
て
、
当
時
の
増
田
渉
は
年
齢

的
に
も
二
九
歳
と
非
常
に
若
く
、
ま
た
、
そ
の
当
時
増
田
渉
が
学
ん
だ
東
京

大
学
に
お
け
る
中
国
語
教
育
の
実
情
を
考
え
る
と
、
い
か
に
魯
迅
か
ら
個
人

授
業
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
格
調
高
い
文
言
で
書
か
れ
、
し
か
も
豊
富

な
原
文
の
引
用
を
含
ん
だ
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
が
、
右
か
ら
左
に
、

そ
う
や
す
や
す
と
日
本
語
に
移
し
替
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
翻
訳
に
あ

た
っ
て
利
用
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
工
具
書
」
の
類
も
、
現
在
と
比
較
す
れ

ば
、
ま
さ
に
雲
泥
の
差
が
あ
っ
た
当
時
の
翻
訳
環
境
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

相
当
劣
悪
な
状
態
の
中
で
作
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
り
、
日
本
語
に
移
し
替
え
る
作
業
は
相
当
に
困
難
を
極
め
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
見
解
を
述
べ
る
と
、
若
き
日
の
増
田
渉
の
翻
訳
に
対
す
る
能
力

に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
や
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
必
ず
し
も
良
好
と
は
い
え
な
い
環
境
の

中
で
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
の
も
つ
価
値
を
見
抜
き
、
敢
え
て
困
難

な
仕
事
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
増
田
渉
と
い
う
人
物
は
、
そ
の
志
向
の

高
さ
に
お
い
て
非
凡
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
後
世
に
長
く
残
る
よ
う
な
仕
事

を
成
し
遂
げ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
訳
を
刊
行
す
る
と
い
う
増
田

の
願
望
は
、
魯
迅
と
の
間
に
新
た
な
交
流
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
翻

訳
の
過
程
で
生
じ
た
疑
問
に
つ
い
て
、
増
田
は
帰
国
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
一

九
三
二
年
一
月
か
ら
毎
月
お
よ
そ
二
回
の
ペ
ー
ス
で
魯
迅
に
手
紙
を
書
き
送

り
、
逐
一
質
問
す
る
。
そ
れ
は
、
一
九
三
五
年
に
『
支
那
小
説
史
』
が
サ
イ

レ
ン
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ
、
魯
迅
も
、
そ
の
都
度
、
丁

寧
な
返
事
を
書
い
て
、
増
田
の
疑
問
を
解
消
す
べ
く
懇
切
丁
寧
な
指
導
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
や
り
と
り
さ
れ
た
書
簡
は
、
増
田
渉
の
受
業
生

で
あ
っ
た
伊
藤
漱
平
と
中
島
利
郎
の
両
氏
に
よ
っ
て
、『
魯
迅　

増
田
渉　

師
弟
答
問
集
』
と
題
し
て
一
九
八
六
年
に
汲
古
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

増
田
の
質
問
と
魯
迅
の
返
答
と
が
そ
れ
ぞ
れ
黒
色
と
赤
色
の
二
色
に
区
別
さ

れ
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
た
め
、
問
答
の
様
子
が
大
変
分
か
り
易
く
な
っ
て
い

る
。

　

こ
こ
で
、『
魯
迅　

増
田
渉　

師
弟
答
問
集
』
に
基
づ
い
て
、
二
人
の
間

に
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
一
例
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
増
田
の
質
問
に

対
し
て
魯
迅
が
懇
切
丁
寧
に
答
え
る
様
子
が
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

第
十
二
篇
「
宋
の
話
本
」
の
中
に
「
梁
公
九
諫
」
か
ら
の
引
用
文
が
あ
る
。

そ
の
中
の
「
第
六
諫
」
の
中
に
「
局
中
有
子
、
旋
被
打
将
」
と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
増
田
が
、「
局
中
ニ
意
外
ナ
ル
子
ガ
ア
リ
（
？
）」

の
意
味
か
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
魯
迅
は「
no
」と
メ
モ
書
き
し
た
上
で
、

「
旋
」
の
字
の
下
に
「
直
ニ
」、「
将
」
の
横
に
「
却
」
と
書
き
、
さ
ら
に
上

部
の
余
白
に
「
局
中
ニ
ハ
子
ガ
有
ツ
タ
ケ
レ
ド
モ
直
チ
ニ
人
ニ
取
ラ
レ
テ
仕

舞
フ
」
と
注
記
し
て
い
る
。
サ
イ
レ
ン
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
初
版
本
の
『
支

那
小
説
史
』
を
見
る
と
、
こ
の
部
分
に
、「
盤
上
に
駒
が
あ
っ
て
も
、
直
ち

に
取
ら
れ
て
し
ま
ひ
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
つ

け
ら
れ
た
語
釈
と
し
て
、「
子
‥
象
棋
の
コ
マ
」、「
打
将
‥
打
却
に
同
じ
、

や
っ
つ
け
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
コ
マ
を
取
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
を
指
す
」
な
ど

と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
魯
迅
の
返
答
内
容
を
増
田
は
そ
の
ま
ま
訳
文

と
語
釈
に
活
か
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
は
両
者
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
、
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

増
田
が
投
げ
か
け
た
様
々
な
疑
問
に
対
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
初
歩
的
な
単

語
の
意
味
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
魯
迅
は
あ
く
ま
で
も
丁
寧
に
返
答

し
、
時
に
は
詳
細
な
図
を
書
い
た
り
し
て
答
え
て
い
る
。
翻
訳
に
対
す
る
増

田
の
熱
意
を
感
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
魯
迅
も
こ
の
よ
う
な
懇
切
丁
寧
な
返

答
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
三
年
余
り
に
わ
た
っ
て
交
わ
さ
れ
た
数
々
の
問
答
を
ふ
ま
え
、
一

九
三
五
年
七
月
二
四
日
、
増
田
は
つ
い
に
『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
版

を
『
支
那
小
説
史
』
と
い
う
書
名
で
上
梓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
当
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時
の
日
本
の
情
況
は
、
こ
う
し
た
学
術
的
な
内
容
の
書
物
を
簡
単
に
刊
行
し

て
く
れ
る
出
版
社
も
な
く
、
増
田
は
相
当
苦
労
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ

た
り
の
事
情
を
魯
迅
へ
の
手
紙
に
も
書
き
送
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
魯
迅
か

ら
の
返
信
に
は
、「『
小
説
史
略
』
出
版
に
難
色
が
あ
り
ま
す
な
ら
や
め
た
ら

ど
う
で
す
。
此
の
本
も
も
う
古
い
し
日
本
に
も
今
で
は
そ
ん
な
本
が
不
必
要

だ
ろ
ー
。」（
一
九
三
三
年
五
月
二
〇
日
）
と
い
っ
た
文
面
が
見
え
る
。
し
か

し
、
奔
走
の
甲
斐
あ
っ
て
、
な
ん
と
か
出
版
し
て
く
れ
る
所
を
見
つ
け
出
し

た
。
そ
れ
は
東
京
の
サ
イ
レ
ン
社
・
三
上
於
菟
吉
の
肝
い
り
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
出
版
に
先
立
ち
、
増
田
は
魯
迅
と
の
共
訳
と
い
う
形
で
刊
行

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
魯
迅
は
そ
の
要
請
を
断
り
、
結
果

的
に
は
増
田
渉
一
人
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
た
。
考
え
て
み
れ

ば
、
原
著
者
と
し
て
魯
迅
の
名
前
を
挙
げ
た
上
に
、
さ
ら
に
訳
者
の
一
人
と

し
て
同
じ
魯
迅
の
名
前
を
連
ね
る
の
は
、
一
般
的
に
考
え
れ
ば
奇
妙
な
こ
と

で
、
や
や
不
自
然
な
提
案
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
増
田
と
し
て

は
、
上
海
で
の
長
期
間
に
及
ぶ
「
講
解
」
と
、
度
重
な
る
問
答
を
通
し
て
よ

う
や
く
翻
訳
書
の
刊
行
に
漕
ぎ
着
け
た
以
上
、
魯
迅
の
功
績
を
最
大
限
表
面

に
出
し
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
サ
イ
レ
ン
社
版
の
『
支
那
小
説
史
』

は
五
一
〇
頁
に
も
及
ぶ
大
冊
で
、
値
段
は
当
時
一
冊
五
円
で
あ
っ
た
。
天
辺

に
金
箔
を
塗
り
、
深
い
藍
色
の
表
紙
に
包
ま
れ
た
そ
の
重
厚
な
翻
訳
書
が
魯

迅
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
時
、
魯
迅
は
少
し
は
に
か
み

0

0

0

0

な
が
ら
も
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
そ
の
歓
び
を
表
現
し
て
い
る
。

　
『
支
那
小
説
史
』
の
ゼ
イ
タ
ク
な
装
釘
は
私
の
有
生
以
来
、
著
作
が

立
派
な
着
物
を
着
た
第
一
回
だ
ら
う
。
私
は
ゼ
イ
タ
ク
本
を
嗜
む
。
到

底
プ
チ
・
ブ
ル
の
為
め
か
知
ら
。（
一
九
三
五
年
六
月
一
〇
日
付
増
田

宛
書
簡
）

　

サ
イ
レ
ン
社
版『
支
那
小
説
史
』は
、
魯
迅
と
増
田
渉
の
二
人
三
脚
に
よ
っ

て
こ
の
世
に
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
実
は
、
当
事
者
で
あ
る
こ
の
二
人

以
外
に
も
、
本
書
の
出
版
を
背
後
か
ら
支
援
し
た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
は
、

東
京
帝
国
大
学
に
於
け
る
、
増
田
渉
の
二
年
後
輩
で
あ
っ
た
松
枝
茂
夫
と
い

う
人
物
で
、
刊
行
当
時
、
法
政
大
学
の
講
師
で
あ
っ
た
。『
支
那
小
説
史
』

の
末
尾
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
一
頁
を
割
い
て
、
増
田
渉
の
次
の
よ
う
な
謝
辞
が

付
さ
れ
て
い
る
。

　

此
の
訳
注
書
の
印
刷
校
正
は
甚
だ
し
く
面
倒
な
も
の
で
、
余
は
一
人

こ
れ
が
為
め
に
忙
殺
さ
れ
、
屡
々
校
正
の
す
す
ま
ざ
る
を
嘆
じ
た
。
そ

の
時
畏
友
法
政
大
学
講
師
松
枝
茂
夫
兄
は
余
を
鼓
励
し
て
校
正
の
こ
と

を
助
け
ら
れ
、
そ
の
間
ま
た
訳
文
及
び
注
釈
の
修
訂
に
関
し
て
も
毎
に

有
益
な
助
言
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
懇
ろ
な
友
情
は
永
く
余
を
感
激
せ

し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
特
記
し
て
同
兄
の
芳
誼
を
深
謝
し
た

い
。 

昭
和
十
年
七
月
十
三
日　

校
を
了
り
て　

増
田　

渉
識　

　

増
田
渉
の
翻
訳
を
側
面
か
ら
支
援
し
た
人
物
と
し
て
、
松
枝
茂
夫
と
い
う
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人
物
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
増
田
自
身
が
書
い
た
他
の
文
章
か
ら
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
六
六
年
九
月
、
増
田
は
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
図
書
』

二
〇
五
号
に
「
魯
迅
を
訳
し
は
じ
め
た
こ
ろ
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
、『
支

那
小
説
史
』
の
刊
行
後
に
魯
迅
か
ら
届
い
た
手
紙
の
内
容
を
紹
介
し
た
後
に
、

松
枝
茂
夫
の
協
力
に
感
謝
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
訳
本
『
支
那
小
説
史
』
に
は
原
著
の
引
用
文
は
す
べ
て
そ
の
ま

ま
採
り
入
れ
て
、
そ
の
上
で
そ
れ
に
訳
文
を
つ
け
た
し
、
校
正
は
な
か

な
か
厄
介
で
あ
っ
た
。
す
す
ま
ぬ
校
正
を
見
か
ね
て
、
同
窓
の
松
枝
茂

夫
が
助
力
を
買
っ
て
出
て
、
私
の
下
宿
に
き
て
、
い
っ
し
ょ
に
手
伝
っ

て
く
れ
た
。
当
時
も
う
米
機
来
襲
に
そ
な
え
、
燈
火
管
制
の
訓
練
が
と

き
ど
き
あ
り
、
真
っ
暗
闇
の
お
そ
い
夜
道
を
、
西
荻
窪
の
私
の
下
宿
か

ら
、
阿
佐
ヶ
谷
の
自
宅
へ
帰
っ
て
行
く
松
枝
茂
夫
の
友
情
に
、
す
ま
な

い
、
す
ま
な
い
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
今

も
私
は
お
ぼ
え
て
い
る
。

　

一
冊
の
書
物
が
世
に
出
る
ま
で
に
は
、
実
に
多
く
の
縁
の
下
の
力
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
あ
く
ま

で
も
義
理
堅
い
増
田
渉
の
性
格
を
非
常
に
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

　

こ
こ
で
、
以
上
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
増
田
渉
と
い
う
人
物
が
文

学
に
傾
倒
す
る
過
程
で
魯
迅
の
名
前
を
知
り
、
大
学
在
籍
中
に
本
格
的
に
そ

の
存
在
を
意
識
し
は
じ
め
、
上
海
に
遊
学
し
て
偶
然
魯
迅
本
人
と
面
識
を

得
、
謦
咳
に
接
す
る
う
ち
に
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
を
志
し
、
帰
国
後

数
年
間
か
け
て
魯
迅
と
の
問
答
を
重
ね
な
が
ら
つ
い
に
日
本
語
訳
『
支
那
小

説
史
』
の
刊
行
に
漕
ぎ
着
け
た
、
と
い
う
流
れ
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、

『
史
略
』
の
刊
行
と
い
う
点
に
絞
っ
て
言
え
ば
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な

構
造
で
は
な
く
、
増
田
が
実
際
に
翻
訳
を
刊
行
す
る
ま
で
に
は
、
こ
れ
ま
で

紹
介
し
た
以
外
に
も
、
様
々
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
章
で

は
、
当
時
の
日
本
の
中
国
文
学
界
に
、
増
田
渉
以
外
の
人
物
に
よ
る
『
中
国

小
説
史
略
』
の
翻
訳
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
は
か
な
り
の
程

度
ま
で
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

五　

増
田
渉
以
外
の
人
物
に
よ
る
『
史
略
』
翻
訳
へ
の
動
き

（
一
）　 

日
本
語
週
刊
『
北
京
週
報
』
に
連
載
さ
れ
た
『
中
国
小
説
史
略
』
上

冊
の
翻
訳

　

既
述
の
如
く
、
増
田
渉
が
『
中
国
小
説
史
略
』
の
全
訳
を
刊
行
し
た
の
は

一
九
三
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
は
そ
の
一
〇
年
以
上
も
前
の
一
九
二

四
年
に
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
訳
を
雑
誌

に
連
載
し
て
い
た
人
物
が
い
た
。
し
か
も
そ
の
雑
誌
が
発
行
さ
れ
た
の
は
北

京
で
あ
っ
た
。
当
時
北
京
に
あ
っ
た
極
東
新
信
社
（
極
東
新
信
社
は
日
本
人

で
あ
る
藤
原
鎌
兄
が
経
営
）
か
ら
毎
週
日
曜
日
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
北
京

週
報
』
と
い
う
日
本
語
に
よ
る
週
刊
誌
に
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
上

冊
の
翻
訳
が
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
毎
週
掲
載
さ
れ
た
わ
け
で
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は
な
く
、
時
々
休
載
号
も
あ
っ
た
（
九
六
号
〜
一
〇
二
号
、
一
〇
四
号
、
一

一
二
号
〜
一
二
九
号
、
一
三
一
号
〜
一
三
三
号
、
一
三
七
号
に
掲
載
）
が
、

と
も
か
く
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
こ
れ
が
『
中
国
小
説
史
略
』

が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
活
字
に
な
っ
た
最
初
の
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。
で
は
、
そ
の
訳
者
は
誰
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
専
門

家
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
、
当
時
極
東
新
信
社
の
編
集
長
を
務
め
て
い
た
丸

山
昏
迷
と
い
う
人
物
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
て
き
た
が
、

一
九
八
六
年
に
伊
藤
漱
平
が
提
示
し
た
見
解
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
丸

山
昏
迷
そ
の
人
が
訳
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
伊
藤
漱
平
は
汲
古
書
院
発
行
の
雑
誌
『
汲
古
』
第
一
〇
号
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
な
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。

　

思
う
に
丸
山
氏
は
、
こ
の
年
し
ば
し
ば
魯
迅
と
接
触
す
る
な
か
で

（『
魯
迅
日
記
』
に
頻
出
）、『
史
略
』
を
も
と
に
し
た
日
本
人
向
け
の
中

国
小
説
史
出
版
を
企
画
し
、
魯
迅
の
北
京
大
学
で
の
講
義
を
聴
き
、
恐

ら
く
は
彼
が
同
大
学
で
使
用
し
て
い
た
活
版
印
刷
の
「
講
義
」
―
事

前
に
聴
講
者
に
配
る
講
義
案
―
を
入
手
し
て
、
邦
訳
の
準
備
を
進
め

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
『
魯
迅
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
十
二
月
十
一

日
に
新
潮
社
版
出
版
の
世
話
役
を
し
て
い
た
孫
伏
園
が
二
百
部
を
届

け
、
翌
日
魯
迅
が
数
名
に
対
し
新
書
を
贈
っ
て
い
る
そ
の
中
に
丸
山
の

名
が
見
え
る
。
こ
の
新
版
を
獲
て
こ
れ
を
底
本
に
丸
山
氏
は
本
格
的
に

訳
業
に
取
り
か
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
あ
と
ま
も
な
く
氏
は
急
に
い

っ
た
ん
退
社
し
て
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
く
、
出
版
予
定
の
邦

文
小
説
史
の
「
台
本
」
と
な
る
は
ず
の
訳
文
が
取
り
敢
え
ず
陽
の
目
を

見
る
廻
り
合
せ
と
な
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
翌
年
一
月
の
第
二
週
か
ら
早

く
も
連
載
が
始
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
丸
山
氏
は
そ
の
後
北
京
に
戻
っ

た
も
の
の
、
腎
臓
炎
の
た
め
入
院
、
八
月
に
再
帰
国
し
九
月
四
日
に
郷

里
信
州
で
病
没
し
て
い
る
（
板
倉
文
）。
そ
の
た
め
、
訳
本
は
未
完
の

ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
今
村
氏
の
指
摘
さ
れ
た
終

り
の
部
分
に
一
部
前
後
つ
な
が
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
遺
稿
で
あ

っ
た
た
め
か
。）

 

（
伊
藤
漱
平
「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
跋
文
補
記
」、『
汲
古
』

一
〇
号
、
一
九
八
六
年
一
二
月
汲
古
書
院
『
伊
藤
漱
平
著
作
集
』
ⅴ
に

再
録
）

（
二
）　

橋
川
時
雄
に
よ
る
幻
の
翻
訳
計
画

　
『
汲
古
』
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
伊
藤
漱
平
の
「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答

問
集
』
跋
文
補
記
」
に
よ
れ
ば
、
今
村
与
志
雄
の
岳
父
に
あ
た
る
橋
川
時
雄

に
も
、『
中
国
小
説
史
略
』
翻
訳
の
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

周
作
人
か
ら
一
九
二
一
年
前
後
に
持
ち
込
ま
れ
た
話
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、

諸
般
の
事
情
か
ら
、
結
局
実
現
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
間
の
経
緯

に
つ
い
て
、
伊
藤
漱
平
の
文
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

一
九
二
一
・
一
九
二
二
（
大
正
一
〇
・
一
一
）
年
頃
、
順
天
時
報
社
に



三
四

入
社
し
て
一
年
位
た
っ
て
か
ら
、
周
作
人
が
『
小
説
史
略
』
の
「
謄
写

版
原
稿
」
を
一
冊
だ
け
送
っ
て
き
て
、
あ
と
の
原
稿
も
で
き
て
お
り
、

日
本
語
に
訳
し
て
印
刷
し
て
も
よ
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
先
立
っ

て
梁
啓
超
の
『
清
代
学
術
概
論
』
を
東
京
の
東
華
社
名
儀
で
発
行
し
た

際
、
印
刷
費
を
勤
務
先
の
順
天
時
報
社
へ
払
う
の
に
月
給
か
ら
差
引
か

れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
め
に
「
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
文
訳

も
予
告
し
て
お
き
な
が
ら
出
せ
な
く
な
っ
た
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

…
…
し
か
し
、
こ
の
座
談
に
言
う
謄
写
版
原
稿
と
は
、
近
年
発
見
紹
介

さ
れ
た
『
小
説
史
大
略
』
十
七
篇
の
一
部
分
を
指
そ
う
。
こ
れ
は
北
京

大
学
や
北
京
高
等
師
範
学
校
（
の
ち
の
大
学
）
で
の
「
講
義
」
で
、
そ

の
あ
と
に
出
た
活
字
本
の
『
中
国
小
説
史
大
略
』
二
十
六
篇
や
『
中
国

小
説
史
略
』二
十
八
篇（
新
潮
社
版
）と
も
内
容
に
お
い
て
や
や
異
な
る
。

ま
た
橋
川
氏
は
座
談
中
で
『
週
報
』
に
連
載
し
た
と
ま
で
は
述
べ
て
お

ら
れ
ぬ
し
、
も
し
も
そ
う
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
橋
川
氏
の
女

婿
に
当
た
る
今
村
氏
の
耳
に
も
多
分
入
っ
て
い
た
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
に
も
述
べ
る
増
田
訳
以
外
に
立
て
ら
れ
た

『
史
略
』
邦
訳
計
画
の
流
産
し
た
一
例
と
し
て
見
る
の
が
妥
当
か
。

 

（
伊
藤
漱
平
「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
跋
文
補
記
」、『
汲
古
』

一
〇
号
、
一
九
八
六
年
一
二
月　

汲
古
書
院
『
伊
藤
漱
平
著
作
集
』
ⅴ
、

二
〇
一
〇
年
一
二
月
刊
に
再
録
）

（
三
）　

辛
島
驍
に
よ
る
翻
訳
計
画

　

先
に
紹
介
し
た
橋
川
時
雄
の
場
合
と
は
異
な
り
、
辛
島
驍
に
つ
い
て
は
、

実
際
に
あ
る
程
度
ま
で
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
が
進
め
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
、
あ
る
意
味
で
は
、
増
田
渉
の
翻
訳
の
ラ
イ
バ
ル
と
い
っ
て
も
よ
い
存

在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
魯
迅
は
一
九
三
二
年
一
一
月
七
日
付
け
の

増
田
渉
宛
の
書
簡
の
中
で
、「
僕
は
『
小
説
史
略
』
も
あ
ぶ
な
い
と
思
ふ
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
あ
ぶ
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
増
田
渉
自
身
が
す
で
に
解
説
し
て
い
て
、
そ
れ
は
、「
誰
か
が
先
に

訳
し
て
出
版
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
味
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
少
し
解
説
が
必
要
に
な
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
当
時

の
魯
迅
の
脳
裏
に
は
、
か
つ
て
面
識
も
あ
り
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳

を
申
し
出
て
い
た
辛
島
驍
の
存
在
が
浮
か
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
辛
島
驍
は
塩
谷
温
の
女
婿
に
あ
た
る
人
物
で
、
増
田
渉
と
は
東
京
帝

国
大
学
時
代
の
同
期
生
で
あ
り
、
と
も
に
中
国
文
学
の
研
究
を
志
し
た
仲
で

あ
っ
た
が
、
塩
谷
温
と
の
関
係
の
深
さ
か
ら
か
、
増
田
渉
よ
り
も
先
に
、
一

九
二
六
年
に
早
く
も
北
京
で
魯
迅
と
面
会
し
、
そ
の
後
、
京
城
大
学
に
職
を

得
た
後
に
も
二
回
に
わ
た
っ
て
上
海
で
魯
迅
と
会
い
、『
中
国
小
説
史
略
』

の
翻
訳
を
申
し
出
て
そ
の
許
可
を
得
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
緯
の
後
に
増
田

渉
が
上
海
に
渡
っ
て
魯
迅
に
直
接
『
中
国
小
説
史
略
』
の
「
講
解
」
を
受
け

た
わ
け
だ
が
、
魯
迅
の
頭
の
中
に
は
、
過
去
に
交
わ
し
た
辛
島
驍
と
の
口
約

束
が
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
辛
島
驍
自
身
の
回
想
を
検
討
し



増
田
渉
と
辛
島
驍

三
五

て
み
る
。
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
『
桃
源
』
四
巻

三
号
誌
上
に
、
辛
島
驍
は
「
魯
迅
追
憶
」
と
題
す
る
文
章
を
掲
載
し
た
が
、

そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
九
月
八
日
、
一
一
日
と
上
海
で
魯
迅
と

会
い
、
い
よ
い
よ
上
海
を
た
っ
て
帰
国
す
る
前
に
、
挨
拶
に
行
っ
た
時

に
、
私
は
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
の
許
し
を
乞
ふ
た
。
魯
迅
は
快

諾
し
て
、
読
了
し
た『
醒
世
姻
縁
』を
土
産
に
く
れ
た
…
…『
小
説
史
略
』

の
翻
訳
の
方
は
、
東
京
や
九
州
の
同
窓
諸
君
と
共
訳
で
出
す
用
意
を
す

す
め
た
が
、
か
ん
じ
ん
の
私
が
、
さ
う
し
た
仕
事
よ
り
も
、
眼
前
の
朝

鮮
の
民
族
問
題
の
方
に
よ
り
多
く
の
関
心
を
抱
く
や
う
に
な
り
、
停
滞

し
て
ゐ
る
う
ち
に
上
海
に
い
っ
て
魯
迅
に
親
炙
し
て
ゐ
た
同
窓
の
増
田

渉
君
か
ら
書
面
が
届
い
て
、
自
分
に
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
と
の
交
渉
が

あ
っ
た
。
増
田
君
は
最
も
親
友
で
あ
り
、
東
京
の
諸
君
と
の
間
に
ジ
レ

ン
マ
に
陥
入
っ
た
が
、
黙
っ
て
同
君
の
努
力
に
委
せ
た
。
東
京
の
諸
君

に
は
相
す
ま
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
恐
ら
く
は
魯
迅
は
あ
の
増
田
君
の

翻
訳
を
喜
ん
で
ゐ
た
こ
と
と
思
ふ
（
辛
島
驍
「
魯
迅
追
憶
」、『
桃
源
』

四
巻
三
号
、
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
六
月
）。

　

こ
れ
を
見
る
限
り
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、

増
田
渉
以
外
に
も
翻
訳
作
業
を
進
め
て
い
た
辛
島
驍
と
い
う
人
物
が
あ
り
、

増
田
渉
自
身
も
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
増
田
が
わ
ざ

わ
ざ
手
紙
を
書
い
て
、
辛
島
に
翻
訳
の
仕
事
を
「
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と

「
交
渉
」
し
た
と
す
る
証
言
が
ど
こ
ま
で
信
用
に
値
す
る
か
、
増
田
の
手
紙

が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か

し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
人
物
に
よ
る
証
言
も
あ
る
た
め
、
少
な
く

と
も
そ
れ
に
近
い
や
り
と
り
が
二
人
の
間
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。
以
下
に
、
そ
う
し
た
証
言
の
一
部
を
挙
げ
て
お
く
。
い
ず
れ

も
、
伊
藤
漱
平
「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
跋
文
補
記
」
に
お
い
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

京
城
大
学
で
父
の
赴
任
直
後
に
業
を
受
け
ら
れ
た
淵
上
雄
道
氏
の
お

話
に
よ
る
と
、
当
時
父
は
、
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
を
進

め
て
い
て
完
成
も
間
近
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
事
は
同

窓
の
増
田
渉
氏
か
ら
の
要
請
で
譲
り
、
邦
訳
は
昭
和
十
年
、
増
田
氏
の

筆
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。（
辛
島
昇
編
『
辛
島
驍
略
年
譜
・
著
作

目
録
・
写
真
他
』
巻
末
「
十
七
回
忌
に
際
し
て
」、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）

　

増
田
さ
ん
が
『
史
略
』
を
訳
し
た
と
き
、
京
城
大
学
助
教
授
辛
島
驍

さ
ん
も
『
史
略
』
の
翻
訳
を
や
り
か
か
っ
て
い
た
。
す
る
と
増
田
さ
ん

は
、
君
は
国
か
ら
月
給
も
ら
っ
て
る
ご
身
分
だ
か
ら
、
こ
ん
な
仕
事
は

わ
れ
わ
れ
民
間
人
に
や
ら
せ
て
く
れ
と
、
そ
ん
な
手
紙
を
辛
島
君
に
書

く
、
と
私
に
話
し
て
い
ま
し
た
。（
伊
藤
漱
平
宛
の
松
枝
茂
夫
書
簡
よ

り　

一
九
三
四
年
・
一
九
三
五
年
頃
の
回
想
）



三
六

　

私
の
父
は
、
昭
和
三
年
に
大
学
を
出
て
す
ぐ
京
城
へ
行
っ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
京
城
の
方
で
も
着
任
早
々
の
ゼ
ミ
で
『
中
国
小
説
史
略
』

を
と
り
上
げ
て
、
そ
の
翻
訳
を
す
す
め
て
い
た
ら
し
く
、
当
時
の
お
弟

子
さ
ん
か
ら
、
訳
は
ほ
と
ん
ど
完
成
に
近
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
が
出
版
さ
れ
ず
に
増
田
先
生
の
訳
が
出
た
の
は
、
実
は
増
田

先
生
か
ら
お
手
紙
が
あ
っ
て
、
譲
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ふ
う
に
お
頼
ま

れ
し
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
、
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。（「
先
学
を
語
る
―
塩
谷
温
博
士
―
」『
東
方
学
』第
七
二
輯
、

昭
和
六
一
年
七
月
に
収
載
さ
れ
た
辛
島
昇
氏
の
発
言
）

　

こ
う
し
た
複
数
の
人
物
に
よ
る
同
類
の
回
想
が
残
さ
れ
て
い
る
以
上
、
辛

島
驍
の
翻
訳
計
画
と
そ
の
進
行
情
況
を
知
っ
た
増
田
が
、
手
紙
を
書
い
て
翻

訳
の
権
利
を
譲
る
よ
う
に
懇
願
し
た
と
さ
れ
る
事
態
も
、
恐
ら
く
事
実
で

あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
よ
う
に
正
式
な
出
版
契
約
を
結
ぶ
わ
け

で
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
当
時
の
出
版
界
の
事
情
を
考
え
る
と
、
魯
迅
が

『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
二
人
の
人
物
に
許
可
を
与
え
て
い

る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
い

わ
ば
、「
早
い
も
の
勝
ち
」
と
い
っ
た
情
況
も
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
い
わ
ば
競
争
情
況
の
中
で
、
増
田
渉
も
出
版
に
つ
い
て
は
そ
れ
な

り
の
焦
燥
と
煩
悶
を
懐
い
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
四
）　

塩
谷
温
と
そ
の
受
講
生
に
よ
る
翻
訳
計
画

　

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
の
教
授
で
あ
っ
た
塩
谷
温
は
、
一
九

二
九
（
昭
和
四
）
年
度
に
「
支
那
文
学
演
習
」
の
教
材
と
し
て
魯
迅
の
『
中

国
小
説
史
略
』
を
使
用
し
た
。
そ
の
際
に
使
用
さ
れ
た
『
中
国
小
説
史
略
』

の
テ
キ
ス
ト
（
塩
谷
温
書
き
入
れ
本
）
が
、
現
在
の
天
理
図
書
館
に
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
二
九
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
小
説
史
略
』
の

第
五
版
で
あ
る
。
当
時
の
受
講
生
は
、
書
き
入
れ
本
の
署
名
に
よ
れ
ば
、
七

名
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
学
生
が
受
講
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
七
名
の
中
の
一
人
と
し
て
、
松
枝
茂
夫
の
名
前
も

見
え
る
。
こ
の
演
習
の
授
業
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
受
講
生
の
間
に
『
中
国

小
説
史
略
』
を
分
担
し
て
翻
訳
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
も
ち
あ
が
っ
た
ら
し

く
、
し
か
も
そ
れ
は
単
に
計
画
の
段
階
に
止
ま
ら
ず
、
実
際
に
あ
る
程
度
原

稿
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
七
名
の
受
講
生

の
中
の
一
人
、
一
戸
務
の
「
魯
迅
随
想
」
に
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
頃
、
塩
谷
温
博
士
は
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
を
講
義
さ
れ

て
お
り
、
私
達
七
八
人
の
弟
子
は
、
毎
金
曜
日
の
午
後
、
お
そ
く
ま
で

帝
大
研
究
室
で
、
先
生
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
一
年
か
か
っ
て
読
み
終

り
、
魯
迅
の
小
説
史
研
究
中
の
幾
つ
か
の
誤
謬
な
ど
も
、
總
べ
て
研
べ

終
っ
た
の
で
、
私
達
七
八
人
で
手
分
け
し
て
、
各
時
代
別
に
、
翻
訳
し

て
は
と
い
ふ
段
取
に
な
り
、
原
稿
も
ほ
ぼ
出
来
上
り
か
け
、
出
版
書
店



増
田
渉
と
辛
島
驍

三
七

も
定
ま
っ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
或
事
情
で
そ
れ
は
完
成
に
な
ら
な
か
っ

た
。
然
し
本
屋
で
は
、
原
稿
が
も
ら
へ
る
事
だ
と
思
っ
て
大
喜
び
し

て
、
私
達
を
両
国
の
福
井
楼
に
招
待
し
て
大
散
財
で
あ
っ
た
。
一
昨
年

頃
増
田
渉
君
は
こ
れ
を
翻
訳
し
て
出
版
し
た
が
、
あ
の
当
時
に
ち
ゃ
ん

と
し
て
ゐ
た
ら
、
こ
の
良
書
も
七
八
年
は
や
く
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
魯

迅
の
偉
業
も
充
分
理
解
す
る
人
達
が
多
か
っ
た
ろ
う
に
と
残
念
で
あ

る
。
増
田
君
は
後
に
、
魯
迅
に
直
接
教
へ
を
乞
ひ
、
自
己
の
研
究
も
加

味
し
て
、
中
々
巧
み
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
実
に
良
心
的
な
名
翻
訳
で

あ
る
。（
一
戸
務
「
魯
迅
随
想
」、『
現
代
支
那
の
文
化
と
芸
術
』、
松
山

房
、
一
九
三
九
年
）（
も
と
『
早
稲
田
文
学
』
第
四
巻
五
号
、
一
九
三

七
年
五
月
、
所
収
）

　
「
原
稿
も
ほ
ぼ
出
来
上
り
か
け
、
出
版
書
店
も
定
ま
っ
て
」
い
た
『
中
国

小
説
史
略
』
の
翻
訳
が
、「
或
事
情
で
そ
れ
は
完
成
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と

あ
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
京
城
大
学
に
赴
任
し
た
辛
島
驍
が

既
に
そ
の
翻
訳
を
進
め
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入
り
、
共
同
で
作
業
を
進
め

よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て

は
、
目
加
田
誠
の
回
想
が
生
々
し
く
当
時
の
状
況
を
伝
え
て
く
れ
る
。

　

塩
谷
先
生
が
『
小
説
史
略
』
を
講
義
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
私
共
（
誰

と
誰
だ
っ
た
か
記
憶
し
な
い
が
）
が
翻
訳
を
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
本
郷
の
青
木
堂
の
二
階
で
度
々
相
談
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、
先

生
が
京
城
の
辛
島
が
も
う
翻
訳
を
は
じ
め
て
い
る
そ
う
だ
、
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
我
々
は
そ
れ
で
は
納
得
せ
ず
、
ぐ
ず
ぐ
ず
言
っ
て

い
ま
し
た
ら
、
先
生
が
私
に
、
君
、
京
城
に
行
っ
て
辛
島
と
相
談
し
て

来
て
く
れ
、
と
言
わ
れ
、
旅
費
を
も
ら
っ
て
京
城
に
行
き
ま
し
た
。
す

る
と
辛
島
氏
は
も
う
だ
い
ぶ
仕
事
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
止
む
を
得

ず
、
そ
れ
で
は
我
々
が
そ
の
註
釈
と
い
う
か
資
料
篇
と
い
う
か
、
そ
う

い
う
詳
し
い
も
の
を
作
ろ
う
、
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
辛

島
氏
が
そ
の
出
来
た
部
分
を
送
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
で
待
っ
て
い
ま

し
た
が
、
な
か
な
か
来
ず
、
問
い
合
せ
て
も
返
事
が
な
し
、
と
う
と
う

そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
、
私
は
東
京
を
離
れ
た
の
で
、
あ
と
の
こ

と
は
知
り
ま
せ
ん
。
増
田
さ
ん
の
が
出
来
て
も
う
何
に
も
言
う
こ
と
は

な
く
な
っ
た
の
で
す
。
我
々
が
変
な
も
の
を
出
さ
な
く
て
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。」 

（
伊
藤
漱
平
宛
の
目
加
田
誠
書
簡
よ
り
）

　

た
だ
し
、
受
講
生
の
一
人
で
あ
っ
た
松
枝
茂
夫
の
回
想
は
、
こ
れ
と
は
や

や
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
分
担
原
稿
が
ど
の
程
度
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
面
も
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
先
、
昭
和
五
年
三
月
、
塩
谷
先
生
の
演
習
が
終
っ
た
と

き
、
研
究
室
で
共
同
で
翻
訳
し
よ
う
と
い
う
話
が
お
こ
っ
た
。
そ
れ
は

塩
谷
先
生
流
に
読
み
く
だ
し
文
で
や
ろ
う
と
い
う
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
訓
読
し
て
み
る
と
、
あ
れ
は
六
朝
流
の
文
章
で
し
ょ
う
。
と
て
も
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訓
読
文
で
は
意
味
が
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
実
験
し
て
わ
か
っ
た
の
で
、
取

り
止
め
に
な
り
ま
し
た
。（
伊
藤
漱
平
宛
の
松
枝
茂
夫
書
簡
よ
り　

一

九
三
四
年
・
一
九
三
五
年
頃
の
回
想
）

　

以
上
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
増
田
渉
以
外
に
も
魯

迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
個
人

や
集
団
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
結
果
的
に
は
増
田
渉
の
翻
訳
が
最
初

に
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
以
後
長
く
中
国
文
学
界
の
話
題
を
独
占
す
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、
歴
史
的
な
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
そ
の
間
に
は
様
々
な
競
争

や
軋
轢
や
煩
悶
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
汲
古
書
院
刊
行
の
『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
に
付
載
さ

れ
た
伊
藤
漱
平
氏
の
論
文
「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
成
書
の
縁
起

〜
『
中
国
小
説
史
略
』
を
め
ぐ
っ
て
〜
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
気
に
な
る
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
な
、

複
数
の
人
物
に
よ
っ
て
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
が
企
図
さ
れ
る
中
で
、

増
田
渉
訳
が
最
終
的
に
世
に
広
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
歴
史
上
の
出
来
事
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
。
そ
こ
に
は

「
も
し
も
」
と
い
う
仮
定
は
存
在
し
な
い
と
も
い
わ
れ
る
が
、
複
数
の
人
物

が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
刊
行
を
目
指
し
な
が
ら
、

最
終
的
に
増
田
が
そ
の
「
競
争
」
に
打
ち
勝
っ
た
こ
と
に
は
、
や
は
り
そ
れ

な
り
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
些
か
私
見
を
述
べ
て
、
本

稿
の
結
び
と
す
る
。

六　

増
田
渉
の
『
史
略
』
翻
訳
へ
の
情
熱

　

複
数
の
人
物
と
の
競
争
に
打
ち
勝
っ
て
、
増
田
渉
の
翻
訳
が
何
故
最
初
に

刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
社
会

的
な
背
景
や
時
代
の
様
相
な
ど
、
様
々
な
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
そ
の

よ
う
な
結
果
に
落
ち
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
改
め
て

じ
っ
く
り
当
時
の
状
況
を
分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
段
階
で
大
雑

把
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
大
き
な
要
因
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
増
田
渉
自
身
の
人
格
と
情
熱
の
強
さ
、
二
つ
め

は
、
ラ
イ
バ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
辛
島
驍
の
転
向
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、
以
下
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
増
田
渉
の
人
格
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本

で
は
お
お
む
ね
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
増
田
渉
の
人
格
は
、

「
温
厚
篤
実
」
で
あ
り
、「
仏
様
」
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
増

田
渉
へ
の
追
悼
の
意
味
を
込
め
て
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
が
編
纂
し
た

『
海
を
越
え
た
友
情
』
の
中
で
、
か
つ
て
増
田
渉
と
職
場
を
と
も
に
し
た
こ

と
の
あ
る
翻
訳
家
の
駒
田
信
二
や
、
中
国
文
学
研
究
会
の
発
起
人
の
一
人
で

も
あ
り
、
増
田
渉
と
親
交
の
あ
っ
た
松
枝
茂
夫
、
あ
る
い
は
、
関
西
大
学
で

講
義
を
受
け
た
中
島
利
郎
氏
な
ど
が
、
相
次
い
で
増
田
渉
の
想
い
出
を
語
っ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
出
て
来
る
言
葉
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
温
厚

篤
実
」
と
「
仏
様
」、
あ
る
い
は
人
情
味
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
数
々
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
学
生
と
も
対
等
に
つ
き
あ
う
型
破
り
な
増
田
渉
の
姿
な
ど
も
紹
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介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
増
田
渉
と
い
う
人
物
が
、
周
囲
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
人
格
者
」

と
し
て
認
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
魯
迅
と
の
交
流
に
お
い
て

も
、
事
態
を
有
利
に
進
展
さ
せ
る
作
用
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
言
う
の
は
、
魯
迅
自
身
が
、
他
で
も
な
く
、
ま
が
い
も
の
を
嫌
う
「
誠
実

な
」
人
柄
で
あ
り
、
虚
飾
を
排
す
る
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
以
上
、
増
田

の
人
柄
も
魯
迅
の
目
に
は
好
感
を
も
っ
て
映
り
、
そ
の
こ
と
が
長
期
間
に
わ

た
る
『
中
国
小
説
史
略
』
の
直
接
「
講
解
」
の
原
動
力
に
な
っ
た
に
違
い
な

い
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
魯
迅
が
嫌
悪
感
を
覚
え
る
よ
う
な
人

物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
講
解
」
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
、
自
宅
に
招
か
れ

て
何
ヶ
月
も
講
義
を
受
け
る
こ
と
な
ど
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
人
物
を
見
抜
く
上
で
人
一
倍
厳
し
い
眼
光
を
具
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る

魯
迅
に
と
っ
て
、
増
田
渉
の
人
格
へ
の
評
価
な
し
に
長
い
間
交
流
を
継
続
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、「
人
格
」
と
翻
訳
の
成
就
を
結
び
つ

け
る
こ
と
は
、
何
の
証
拠
も
無
い
こ
と
で
、
一
般
的
に
考
え
れ
ば
奇
妙
な
主

張
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
批
判
を
承
知
の
上
で
、
私
と
し
て
は

敢
え
て
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
に
と
っ
て
増
田
渉
の
人
格
が
果
た
し

た
役
割
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
今
後
様
々

な
角
度
か
ら
の
検
証
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
り
、
改
め
て
稿
を
起
こ
し
て

み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

次
に
、
辛
島
驍
の
転
向
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
る

程
度
ま
で
具
体
的
な
根
拠
を
伴
う
形
で
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
辛
島
驍

と
い
う
人
物
は
、
東
京
帝
国
大
学
在
学
中
に
塩
谷
温
に
師
事
し
、
は
じ
め
の

う
ち
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
中
国
の
古
典
文
学
、
と
り
わ
け
近
世
の
白
話
小

説
を
研
究
の
対
象
に
し
て
い
た
が
、
卒
業
後
京
城
大
学
に
赴
任
し
て
か
ら
は

次
第
に
中
国
や
朝
鮮
の
時
事
的
な
問
題
に
関
心
を
移
し
、『
中
国
現
代
文
学

の
研
究
』
と
い
う
研
究
書
を
書
き
上
げ
て
東
京
大
学
に
博
士
の
学
位
を
請
求

し
た
。
つ
ま
り
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
に
関
し
て
増
田
の
ラ
イ
バ
ル

的
存
在
で
あ
っ
た
辛
島
驍
は
、
就
職
後
に
研
究
対
象
を
変
更
し
、
古
典
文
学

か
ら
現
代
文
学
へ
と
、
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
ど

こ
に
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
奇
妙
な
一
致
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
魯
迅
と
の

出
逢
い
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
魯
迅
を
追
悼
す
る
辛
島
驍

自
身
の
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
る
程

度
理
解
さ
れ
る
。

　

私
が
初
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
一
九
二
六
年
の
夏
で
あ

っ
た
。
場
所
は
北
京
の
西
城
の
先
生
の
陋
屋
。
当
時
大
学
の
二
年
生
で

あ
っ
た
私
は
『
小
説
史
略
』
の
著
者
と
し
て
の
先
生
に
「
学
者
」
に
対

す
る
心
構
え
で
も
っ
て
対
し
て
い
た
。
然
し
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
戴
い

て
い
よ
い
よ
辞
し
帰
る
頃
に
は
、
も
う
国
立
大
学
教
授
周
樹
人
氏
に
会

っ
た
よ
う
な
心
持
ち
は
全
く
無
く
し
て
了
っ
て
い
た
。
先
生
は
小
さ
な

殻
を
背
負
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
半
分
は
若
い
者

を
い
た
わ
る
慈
父
の
よ
う
な
、
そ
う
し
て
あ
と
の
半
分
は
、
あ
の
細
い



四
〇

肩
に
中
国
の
苦
悩
を
た
っ
た
一
人
で
背
負
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
思
い

の
す
る
人
で
あ
っ
た
。
…
…
東
京
に
還
っ
た
私
は
、
そ
れ
以
来
「
過
去

の
支
那
」
に
つ
い
て
考
え
る
よ
り
も
強
く
「
現
代
と
将
来
の
中
国
」
に

つ
い
て
想
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
度
に
先
生
の
あ
の

「
北
京
脱
走
」
前
夜
の
面
貌
が
目
の
前
を
往
来
し
て
消
え
な
か
っ
た
。

（「
魯
迅
先
生
」、
昭
和
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
号
『
京
城
帝
国
大
学
学

友
会
報
』）

　

北
京
で
魯
迅
に
直
接
面
会
し
、
強
烈
な
印
象
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
辛

島
驍
に
と
っ
て
、
中
国
古
典
小
説
は
次
第
に
「
過
去
の
支
那
」
の
遺
産
と
し

て
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
徐
々
に
研
究
の
対
象
を
現
代
文

学
へ
と
移
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ

る
。
塩
谷
温
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
東
京
に
も
ど
っ
た
後
も
し
ば
ら
く
は
古

典
小
説
の
研
究
も
継
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
京
城
大
学
に
赴
任
し
て

以
降
の
辛
島
は
、
果
た
し
て
、
小
説
研
究
か
ら
は
む
し
ろ
距
離
を
置
き
、
時

事
問
題
へ
と
研
究
の
軸
足
を
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
上
海
か
ら
の
帰
国

後
、『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
増
田
渉
と
は
対

照
的
な
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
辛
島
驍
に
対
し
て
翻
訳

す
る
権
利
を
譲
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
時
点
で
、
す
で
に
か
な
り
の
程

度
ま
で
翻
訳
を
進
め
て
い
た
と
さ
れ
る
辛
島
が
素
直
に
増
田
の
要
求
に
応
じ

た
の
は
、
一
つ
に
は
勿
論
増
田
に
対
す
る
辛
島
の
篤
い
「
友
情
」
の
た
め
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
す
で
に
辛
島
自
身

が
「
過
去
の
支
那
」
に
対
す
る
情
熱
を
減
退
さ
せ
て
い
た
こ
と
と
も
大
い
に

関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
辛

島
と
増
田
の
関
係
や
、
二
人
が
置
か
れ
て
い
た
環
境
を
詳
細
に
調
査
し
た
上

で
な
け
れ
ば
、
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
従
っ
て
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ

も
、
あ
く
ま
で
も
私
個
人
の
憶
測
の
段
階
に
止
め
、
今
後
の
更
な
る
調
査
に

委
ね
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
二
人
の
間
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
、
恩
師

塩
谷
温
に
対
す
る
微
妙
な
感
情
な
ど
も
、
詳
細
に
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
る
用
意

が
な
い
。

　

今
年
は
魯
迅
没
後
七
五
周
年
に
あ
た
る
節
目
の
年
で
あ
る
。
ま
た
、
増
田

渉
が
他
界
し
て
か
ら
、
ほ
ぼ
三
五
年
、
や
は
り
一
つ
の
節
目
の
年
に
あ
た

る
。
こ
の
あ
た
り
で
、
増
田
渉
と
魯
迅
と
の
交
流
の
経
緯
を
い
ま
一
度
振
り

返
り
、
彼
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
情
熱
を
傾
け
続
け
た
『
中
国
小
説
史
略
』
の

翻
訳
と
い
う
仕
事
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
、
ま
た
有
意
義
な
こ
と
で

は
な
い
か
と
考
え
、
本
稿
を
草
す
る
に
至
っ
た
。
既
述
の
如
く
、『
中
国
小

説
史
略
』
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
辛
島
驍
と
い
う
人
物
が
増
田
の
強
力
な
ラ

イ
バ
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
翻
訳
を
め
ぐ
る
増
田
渉
と
の

や
り
と
り
の
実
態
や
、
辛
島
自
身
の
白
話
文
学
そ
の
他
に
対
す
る
意
識
の
あ

り
方
と
そ
の
変
遷
の
経
緯
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
不
足
の
点
に

つ
い
て
は
、
今
後
調
査
を
継
続
し
、
稿
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。



増
田
渉
と
辛
島
驍

四
一

【
増
田 

渉　

略
年
譜
】（
冒
頭
の
数
字
は
年
齢
を
示
す
）

 
一
九
〇
三
（
Ｍ
三
六
）
年
一
〇
月
一
二
日
生 

＊
島
根
県
八
束
郡
恵
曇
村
（
現
鹿
島
町
）
片
句

一
五 
一
九
一
八
（
Ｔ
七
）
年
四
月 

中
学
校
入
学　
　

＊
旧
制
松
江
中
学
校

一
九 

一
九
二
二
（
Ｔ
一
一
）
年
三
月 

中
学
校
退
学

二
〇 

一
九
二
三
（
Ｔ
一
二
）
年
四
月 

高
等
学
校
入
学　

＊
旧
制
松
江
高
等
学
校
文
科
乙
類

二
三 

一
九
二
六
（
Ｔ
一
五
）
年
三
月 

高
等
学
校
卒
業

 

一
九
二
六
（
Ｔ
一
五
）
年
四
月 

大
学
入
学　

＊
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科

二
六 

一
九
二
九
（
Ｓ
四
）
年
三
月 

大
学
卒
業

 

九
月 

結
婚

二
八 

一
九
三
一
（
Ｓ
六
）
年
三
月 

上
海
遊
学　

＊
魯
迅
に
師
事
し
『
史
略
』
の
講
解
を
受
け
る

 

一
二
月 

帰
国

二
九 

一
九
三
二
（
Ｓ
七
）
年 

魯
迅
と
の
書
簡
の
往
復
始
ま
る

三
〇 

一
九
三
三
（
Ｓ
八
）
年 

「
中
国
文
学
研
究
会
」
結
成　

＊
竹
内
好
、
武
田
泰
淳
、
松
枝
茂
夫

三
一 

一
九
三
四
（
Ｓ
九
）
年 
長
男
誕
生

三
二 

一
九
三
五
（
Ｓ
一
〇
）
年
六
月 
『
魯
迅
選
集
』（
岩
波
文
庫
）
出
版

 

一
九
三
五
（
Ｓ
一
〇
）
年
七
月 

『
支
那
小
説
史
』（
サ
イ
レ
ン
社
）
出
版

三
三 

一
九
三
六
（
Ｓ
一
一
）
年
七
月 

上
海
再
訪
、
魯
迅
を
見
舞
う

 

↓
一
九
三
六
（
Ｓ
一
一
）
年
一
〇
月
一
九
日 

魯
迅
逝
去

三
六 

一
九
三
九
（
Ｓ
一
四
）
年
五
月 

興
亜
院
（
内
閣
直
属
機
関
）
入
院

四
四 

一
九
四
七
（
Ｓ
二
二
）
年 

再
婚

四
五 

一
九
四
八
（
Ｓ
二
三
）
年
四
月 

外
務
省
退
職

 

　
　
　

＊
Ｓ
一
五
〜
二
四
年
の
間
、
法
政
大
学
、
東
京
帝
国
大
学
、
慶
応
義
塾
大
学　

非
常
勤
講
師

四
六 

一
九
四
九
（
Ｓ
二
四
）
年
七
月 

島
根
大
学
文
理
学
部
教
授　

就
任

五
〇 

一
九
五
三
（
Ｓ
八
）
年
二
月 

島
根
大
学　

退
職



四
二

 

一
九
五
三
（
Ｓ
二
八
）
年
三
月 

大
阪
市
立
大
学
文
学
部
教
授　

就
任

六
四 

一
九
六
七
（
Ｓ
四
二
）
年
三
月 

大
阪
市
立
大
学
定
年
退
職

 
　
　
　

＊
大
阪
市
立
大
学
在
職
中
、
島
根
大
学
、
関
西
学
院
大
学
、
京
都
大
学
、
神
戸
大
学
、
岡
山
大
学
、
和
歌
山
大
学　

非
常
勤
講
師

 
一
九
六
七
（
Ｓ
四
二
）
年
四
月 

関
西
大
学
文
学
部
教
授　

就
任

七
一 

一
九
七
四
（
Ｓ
四
九
）
年
三
月 

関
西
大
学
定
年
退
職　

＊
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講
（
〜
一
九
七
七
）

七
四 

一
九
七
七
（
Ｓ
五
二
）
年
三
月
一
〇
日 

死
去

 

　
　
　

＊
竹
内
好
の
葬
儀
で
弔
辞
朗
読
中
に
心
臓
発
作
を
起
こ
し
死
去

 

↓
一
九
七
八
（
Ｓ
五
三
）
年 

関
西
大
学
図
書
館
に
「
増
田
文
庫
」
新
設

　
【
依
拠
資
料
】

　
　
『
海
を
越
え
た
友
情
―
増
田
渉
と
魯
迅
―
』（
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
〇
）

【
辛
島 

驍　

略
年
譜
】

 

一
九
〇
三
（
Ｍ
三
六
）
九
・
一
六 

博
多
生
ま
れ

 
 

修
猷
館
中
学　

卒
業

 
 

山
口
高
等
学
校　

卒
業

二
二 

一
九
二
五
（
Ｔ
一
四
） 

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
入
学
。
増
田
渉
と
同
級
。

 
 

明
清
小
説
の
研
究
に
取
り
組
む
。

 

一
九
二
五
（
Ｔ
一
四
）
一
二
・
四 

研
究
発
表
「
青
心
」（
座
談
会
）

 

　
　
　

＊ 

陳
源
「
閑
話
」（『
現
代
評
論
』
所
収
）
が
魯
迅
を
攻
撃
。
↓
『
史
略
』
は
塩
谷
温
の
『
支
那
文
学
概
論
講
話
』
の
「
小
説
」
部
分
を
「
剽
窃
」

し
た
も
の
で
あ
る
。

二
三 

一
九
二
六
夏 

 

塩
谷
温
の
紹
介
で
魯
迅
に
面
会
（
北
京
西
城
周
作
人
の
自
宅
か
）。『
内
閣
文
庫
書
目
』、『
舶
載
書
目
』、『
斯

文
』（
三
冊
）
を
魯
迅
に
送
る
。
当
時
の
魯
迅
は
北
京
大
学
教
授
。
辛
島
に
馬
廉
（
隅
卿
）
を
紹
介
。

 

　
　
　

＊『
魯
迅
日
記
』（
一
九
二
六
・
八
・
一
七
）「
辛
岛 

骁
君
来
并
送
盐
谷
节
山
所
赠
《
全
相
平
话
三
国
志
》
一
部
、
冈
野
同
来
。」



増
田
渉
と
辛
島
驍

四
三

 

　
　
　

＊『
魯
迅
日
記
』（
一
九
二
六
・
八
・
一
九
）「
上
午
辛
岛 

骁
君
来
、
留
其
午
餐
、
赠
以
排
印
本
《
西
洋
记
》、《
醒
世
姻
缘
》
各
一
部
。」

 
　
　
　

＊ 

東
京
に
還
っ
た
私
は
、
そ
れ
以
来「
過
去
の
支
那
」に
つ
い
て
考
え
る
よ
り
も
強
く「
現
代
と
将
来
の
中
国
」に
つ
い
て
想
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

 
　
　
　
　

そ
し
て
そ
の
度
に
先
生
の
あ
の
「
北
京
脱
走
」
前
夜
の
面
貌
が
目
の
前
を
往
来
し
て
消
え
な
か
っ
た
。（
一
九
三
六
年
「
魯
迅
先
生
」）

 
一
九
二
六
（
Ｓ
一
）
一
二
・
三
一 

魯
迅
が
辛
島
に
書
翰
を
送
る
（
発
信
地
は
廈
門
）

 

一
九
二
七
〜
一
九
二
九 

魯
迅
と
の
間
に
書
翰
の
往
復
（
五
通
）。

二
四 

一
九
二
七
（
Ｓ
二
）
一
〇
・
一 

東
京
大
学
で
講
演
。
演
題
：「
金
聖
嘆
の
生
卒
年
代
と
そ
の
事
跡
」。

二
五 

一
九
二
八
（
Ｓ
三
） 

京
城
帝
国
大
学　

赴
任

 

　
　
　

＊
塩
谷
温
が
上
海
で
魯
迅
と
面
会
。

二
六 

一
九
二
九
（
Ｓ
四
） 

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
卒
業
。
卒
論
題
目
：「
金
聖
嘆
の
生
涯
と
そ
の
文
芸
批
評
」。

 

一
九
二
九
（
Ｓ
四
）
九
・
八
／
一
一 

 

上
海
で
魯
迅
に
面
会
（
二
度
目
）。
夫
人
の
許
広
平
に
も
会
う
。『
中
国
小
説
史
略
』
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て

の
許
可
を
得
る
。

 

　
　
　

＊ 

辛
島
驍
「
魯
迅
追
憶
」：「
い
よ
い
よ
上
海
を
た
っ
て
帰
国
す
る
前
に
、
挨
拶
に
行
っ
た
時
に
、
私
は
『
中
国
小
説
史
略
』
の
翻
訳
の
許
し
を

乞
ふ
た
。
魯
迅
は
快
諾
し
て
、
読
了
し
た
『
醒
世
姻
縁
』
を
土
産
に
く
れ
た
」

二
九 

一
九
三
二
（
Ｓ
七
） 
「
日
本
文
学
よ
り
支
那
文
学
へ
」（『
朝
鮮
及
満
州
』）
発
表

 

一
九
三
二 
学
術
研
究
補
助
金
獲
得
。
テ
ー
マ
：「
中
国
小
説
の
整
理
と
解
説
」

三
〇 

一
九
三
三
（
Ｓ
八
）
一
・
二
三
／
二
四 

上
海
で
魯
迅
に
面
会
（
三
度
目
）。
魯
迅
は
辛
島
に
写
真
二
枚
を
贈
る
。

三
一 

一
九
三
四
（
Ｓ
九
）
一
〇
・
二
七 

東
京
大
学
漢
学
大
会
で
講
演
。
演
題
：「
公
案
文
学
論
」

三
三 

一
九
三
六
（
Ｓ
一
一
） 

「
日
本
文
学
関
係
著
作
支
那
翻
訳
目
録
」（『
京
城
帝
大
創
立
十
周
年
記
念
論
文
集
』）
発
表

 

一
九
三
六
（
Ｓ
一
一
） 

「
魯
迅
先
生
」（『
京
城
帝
国
大
学
学
友
会
報
』
一
一
月
一
〇
日
号
所
収
）
発
表

 

　
　
　

＊
汲
古
書
院
刊
『
中
国
現
代
文
学
の
研
究
―
国
共
分
裂
か
ら
上
海
事
変
ま
で
―
』
に
全
文
を
再
録

三
五 

一
九
三
八
（
Ｓ
一
三
）
一
〇
・
一
九 

論
文
「
中
国
現
代
文
学
の
研
究
―
国
共
分
裂
か
ら
上
海
事
変
ま
で
―
」
脱
稿

 
 

（「
歴
史
篇
」
四
〇
〇
字
×
八
六
二
枚　
「
輯
録
篇
」
四
〇
〇
字
×
六
二
九
枚
）

三
六 

一
九
三
九
（
Ｓ
一
四
）
一 

上
記
論
文
を
東
京
帝
国
大
学
に
学
位
論
文
と
し
て
提
出

四
三 

一
九
四
六
（
Ｓ
二
一
）
春 

上
記
論
文
に
よ
り
学
位
授
与
（
東
京
帝
国
大
学
）

四
五 

一
九
四
八
（
Ｓ
二
三
） 

『
中
国
の
新
劇
』（
昌
平
堂
）
刊
行

五
五 

一
九
五
八
〜
五
九
（
Ｓ
三
三
〜
三
四
） 

『
全
訳
中
国
文
学
大
系
』（
東
洋
文
化
協
会
）
二
〇
巻
中
一
一
巻
完
成



四
四

 
 

『
醒
世
恒
言
』『
十
二
楼
』『
無
声
戯
』『
拍
案
驚
奇
』『
警
世
通
言
』

六
一 

一
九
六
四
（
Ｓ
三
九
） 

「
魚
玄
機
・
薛
濤
」（『
漢
詩
大
系
』
第
一
五
巻
、
集
英
社
）
刊
行

六
三 
一
九
六
六
（
Ｓ
四
一
） 

「
宋
詩
選
」（『
漢
詩
大
系
』
第
一
六
巻
、
集
英
社
）
刊
行

六
四 
一
九
六
七
（
Ｓ
四
二
）
四
・
二
七 

死
去

 

一
九
八
三
（
Ｓ
五
八
）
一
〇
・
一 

 『
中
国
現
代
文
学
の
研
究
―
国
共
分
裂
か
ら
上
海
事
変
ま
で
―
』（
汲
古
書
院
）
刊
行
（「
歴
史
篇
」
の
み

収
録
）

 

　
　
　
「
著
者
自
身
に
よ
る
同
書
の
解
説
文
」

 

　
　
　

 　

本
来
著
者
は
、
大
学
に
お
け
る
中
国
文
学
の
研
究
が
、
古
代
に
偏
向
し
て
い
て
、
近
く
も
清
朝
末
を
も
っ
て
打
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、

や
や
も
す
れ
ば
所
謂
漢
学
の
臭
気
を
多
分
に
漂
わ
せ
て
い
て
、
現
代
に
疎
く
、
動
き
つ
つ
あ
る
友
邦
の
動
向
に
対
し
て
相
変
ら
ず
旧
尺
度
を

も
っ
て
測
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
不
満
を
も
ち
、
清
朝
末
期
、
欧
米
文
化
の
流
入
以
後
の
中
国
の
真
実
を
探
ら
ん
と
し
て
、
現
代
文
学

の
研
究
に
志
し
た
者
で
あ
る
が
、
清
末
に
遡
っ
て
の
報
告
は
余
り
に
も
厖
大
と
な
る
の
で
、
最
も
切
実
に
し
て
眼
前
の
動
向
を
本
著
に
収
め

た
次
第
で
あ
る
。（
文
学
・
哲
学
・
史
学
学
会
連
合
編
「
研
究
論
文
集
」﹇
研
究
論
文
抄
録
誌
﹈
第
一
巻
、
一
九
五
〇
年
刊
所
収
）

　
【
依
拠
資
料
】

一 

一
九
四
九
（
Ｓ
二
四
） 
 『

桃
源
』
第
四
巻
三
号
所
収
「
魯
迅
回
想
」（
任
鈞
訳
「
回
憶
魯
迅
」、『
魯
迅
研
究
資
料
』
一
三
、
天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
）

二 

一
九
七
八
（
Ｓ
五
三
） 

 

熊
融
「
魯
迅
と
辛
島
驍
―
魯
迅
の
『
辛
島
驍
へ
の
手
紙
』
を
よ
ん
で
―
」（『
吉
林
大
学
哲
学
社
会
科
学
報
』、
一

九
七
八
年
三
期
）

三 

一
九
八
三
（
Ｓ
五
八
） 

『
中
国
現
代
文
学
の
研
究
―
国
共
分
裂
か
ら
上
海
事
変
ま
で
―
』（
汲
古
書
院
）
所
収
、
辛
島
昇
「
解
説
」

四 

一
九
八
四
（
Ｓ
五
九
） 

熊
融
「
鲁
迅
与
日
本
汉
学
家
辛
岛 

骁
」（『
魯
迅
研
究
資
料
』
一
三
、
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

五 

一
九
八
七
（
Ｓ
六
二
） 

 

伊
藤
漱
平
「
塩
谷
温
博
士
の
書
き
入
れ
本
『
中
国
小
説
史
略
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
咿
啞
特
刊
』、『
伊
藤
漱
平
著
作
集
』ⅴ
、

汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
再
録
）



増
田
渉
と
辛
島
驍

四
五

　
（
附
記
）
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
伊
藤
漱
平
著
作
集　

第
五
巻
』

（
汲
古
書
院
、
平
成
二
二
年
）
所
収
の
三
篇
の
論
文
、「『
魯
迅
・

増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
成
書
の
縁
起
〜
『
中
国
小
説
史
略
』
を
め

ぐ
っ
て
〜
」、「『
魯
迅
・
増
田
渉
師
弟
答
問
集
』
跋
文
補
記
」、「
塩

谷
温
博
士
の
書
き
入
れ
本
『
中
国
小
説
史
略
』
を
め
ぐ
っ
て
〜
『
中

国
小
説
史
略
』
邦
訳
史
話
断
章
〜
」
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

特
に
、
第
五
章
「
増
田
渉
以
外
の
人
物
に
よ
る
『
史
略
』
翻
訳
へ

の
動
き
」
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
論
文
中
に
引
用
さ
れ
て

い
る
書
簡
を
そ
の
ま
ま
本
論
文
に
も
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。 

 

（
二
〇
一
一
・
一
〇
・
一
〇　

脱
稿
）　



四
六

One book, Two translators 
MASUDA Wataru and KARASHIMA Takeshi

INOUE Taizan

 MASUDA Wataru and KARASHIMA Takeshi entered the University of Tokyo in 

1925 and enrolled in the Faculty of Literature to study Chinese literature under 

Professor SHIONOYA On who was a famous scholar and authority of the Chinese 

classics. After MASUDA and KARASHIMA graduated from the university, their 

careers contrasted as if to refl ect light and shadow. MASUDA had been engaged in 

translation of a variety of Chinese books, working with SATO Haruo who was a 

famous writer and known as one of the leading fi gures in Japan’s literary world at 

that time. This translation experience and association with SATO was the start of 

MASUDA’s career in business. MASUDA went to Shanghai for study, where he met 

ROJIN, a Chinese writer with exceptional talent, and they became good friends for 

the rest of their lives. In addition, MASUDA left a name for himself as a successful 

translator of 中国小説史略 (A Brief History of Chinese Fiction) written by ROJIN. 

On the other hand, KARASHIMA went to Korea to become a university professor at 

Keijou Imperial University as soon as he graduated from the University of Tokyo. 

While working at the university, KARASHIMA was involved in the study of Chinese 

classical literature, and his interests moved to ethnic issues on the Asian continent. 

In studying Chinese literature, his concern gradually shifted toward modern 

literature rather than literature in a colloquial style. Consequently, KARASHIMA 

started working on the translation of 中国小説史略 earlier than MASUDA did, but 

KARASHIMA abandoned his translation project because he had to accept the 

request of MASUDA who asked him to hand over the translation. 

 This article describes how MASUDA and KARASHIMA, who had been good 

friends as well as rivals, were associated with ROJIN and why they had to move 

apart from each other. In addition, their trajectory of life is reviewed based on their 

own records and by memories of the people who had known them. Finally, the 

author discusses in a preliminary sketch the path to success of MASUDA’s 

translation of中国小説史略with reference to KARASHIMA’s work that vanished.
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