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『
文
学
』
の
編
輯
者
か
ら
『 

徒 

然 

草 

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ
』
に
つ
い
て
の
「
鑑
賞
と
批
評
」

　
　
に
関
し
て
何
か
述
べ
よ
と
い
う
試
問
を
受
け
た
。
自
分
の
国
文
学
の
素

　
　
養
は
よ
う
や
く
中
学
卒
業
程
度
で
あ
る
。
何
か
述
べ
る
と
す
れ
ば
中
学

　
　
校
で
こ
の
本
を
教
わ
っ
た
時
の
想
い
出
話
か
、
そ
れ
を
今
日
読
み
返
し

　
　
て
み
た
上
で
の
気
紛
れ
の
偶
感
か
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
出
来
る
は
ず

　
　
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
と
云
わ
れ
る
の
で
、
で
は
と

　
　
も
か
く
も
な
る
べ
く
よ
く
読
み
返
し
て
み
て
か
ら
と
思
っ
て
い
る
う
ち

　
　
に
肝
心
な
職
務
上
の
仕
事
が
忙
し
く
て
思
う
よ
う
に
復
習
も
出
来
ず
、

　
　
結
局
瑣
末
さ
ま
つ
な
空
談
を
も
っ
て
余
白
を
汚けが
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
申
訳
の

　
　
な
い
次
第
で
あ
る
。
読
者
の
寛
容
を
祈
る
外
は
な
い
。
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中
学
校
の
五
年
で
『
徒
然
草
』
を
教
わ
っ
た
後
に
高
等
学
校
で
も
う
一
度

同
じ
も
の
を
繰
返
し
て
教
わ
っ
た
の
で
比
較
的
に
よ
く
頭
に
沁し
み
込
ん
で
い

る
と
見
え
る
。
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
こ
の
本
を
読
み
返
し
た
よ
う
な
記
憶
が
な

く
、
昔
読
ん
だ
本
も
と
う
の
昔
に
郷
里
の
家
の
ど
こ
か
に
仕
舞
い
込
ま
れ
た

き
り
見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
今
度
新
た
に
岩
波
文
庫
で
読
み
返
し

て
み
る
と
、
実
に
新
鮮
な
記
憶
が
残
っ
て
い
た
。
昔
の
先
生
の
講
義
の
口
振

り
顔
付
き
ま
で
も
思
い
出
さ
れ
る
の
で
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
「
し
ろ
う
る
り
」

な
ど
と
い
う
声
が
耳
の
中
で
響
き
、
す
ま
な
い
こ
と
だ
が
先
生
の
顔
が
そ
の

し
ろ
う
る
り
に
似
て
来
る
よ
う
な
気
が
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
気
の
付
い
て
少
し
驚
い
た
事
は
、
『
徒
然
草
』
の
中
に
現
れ
て
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い
る
と
思
う
人
生
観
や
道
徳
観
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
の
影
響
が
自
分
の
現

在
の
そ
う
い
う
も
の
の
中
に
ひ
ど
く
浸
潤
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

尤
も
、
こ
の
本
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
思
想
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

あ
ら
ゆ

る
日
本
的
思
想
の
伝
統
を
要
約
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

こ
の
本
を
読
ま
さ
れ
な
く
て
も
や
は
り
他
の
本
や
他
の
色
々
の
途みち
か
ら
自
然

に
注
入
さ
れ
た
か
も
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
時
代

に
教
わ
っ
た
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
や
、
マ
コ
ー
レ
ー
の
伝
記
物
や
、
勝
手

に
読
ん
だ
色
々
な
外
国
文
学
な
ど
を
想
い
出
し
て
点
検
し
て
み
て
も
、
な
る

ほ
ど
そ
れ
ら
か
ら
受
け
た
影
響
も
か
な
り
多
く
発
見
さ
れ
は
す
る
が
、
ど
う

も
こ
れ
程
ぴ
っ
た
り
は
ま
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
つ
ま
り
、

中
学
時
代
の
染そ
み
や
す
い
頭
に
こ
の
『
徒
然
草
』
が
濃
厚
に
浸
み
込
ん
で
し
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ま
っ
た
に
は
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
は
や
は
り
そ
れ
が

浸
み
込
み
や
す
い
よ
う
な
風
に
自
分
の
若
い
時
の
頭
の
下
地
が
出
来
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
下
地
は
し
か
し
お
そ
ら
く
同
時

代
の
日
本
の
少
年
の
、
皆
ま
で
で
な
く
と
も
大
多
数
の
中
に
、
多
少
で
も
通

有
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
う
。
も
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

こ
の
『
徒
然
草
』
が
中
学
校
の
教
科
書
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

事
が
、
一
時
代
の
国
民
思
想
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
存
外
か
な
り
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
徒
然
草
』
か
ら
受
け
た
影
響
の
一
つ
と
思
わ
る
る
も
の
に
自
分
の
俳
諧
に

対
す
る
興
味
と
理
解
の
起
原
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
本
の
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
現
わ
れ
る
自
然
界
と
人
間
の
交
渉
、
例
え
ば
第
十
九
段
に
四
季
の
景
物
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を
列
記
し
た
の
で
も
、
そ
れ
が
『
枕
草
子
』
と
ど
れ
だ
け
似
て
い
る
と
か
、

ち
が
う
と
か
い
う
事
は
さ
て
お
い
て
、
そ
の
中
に
は
多
分
の
俳
諧
が
あ
る
。

型
式
的
概
念
的
に
堕
し
た
歌
人
の
和
歌
な
ど
と
は
自
ず
か
ら
ち
が
っ
た
自
由

な
自
然
観
が
流
露
し
て
い
る
。
「
青
葉
に
な
り
ゆ
く
ま
で
、
よ
ろ
づ
に
た
ゞ

心
を
の
み
ぞ
な
や
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
文
句
で
も
、
国
語
の
先
生
の
講
義

で
は
と
て
も
述
べ
ら
れ
な
い
俳
諧
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
云
っ
た
人
が
以
前

に
何
人
あ
ろ
う
が
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
文
句
が
『
徒
然

草
』
の
中
の
こ
の
場
所
に
あ
っ
て
始
め
て
生
き
て
、
そ
う
し
て
俳
諧
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
自
分
の
い
わ
ゆ
る
俳
諧
は
心
の
自
由
、
眼
の
自
由
に
よ

っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　 

兼  

好 

け
ん
こ
う

は
こ
の
書
の
中
で
色
々
の
場
所
で
心
の
自
由
を
説
い
て
い
る
。
例
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え
ば
第
三
十
九
段
で 

法  

然  

上  

人 

ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん
が
人
か
ら
念
仏
の
時
に
睡
気
ね
む
け
が
出
た
と

き
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
聞
か
れ
た
と
き
「
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
ど
念
仏
し

給
へ
」
と
答
え
た
と
あ
る
。
ま
た
い
も
が
し
ら
ば
か
り
食
っ
た 

盛  

親  

僧  

じ
ょ
う
し
ん
そ
う

都 ず
の
話
で
も
自
由
風
流
の
境
に
達
し
た
達
人
の
逸
話
で
あ
る
。
自
由
に
達

し
て
始
め
て
物
の
本
末
を
認
識
し
、
第
一
義
と
第
二
義
を
判
別
し
、
末
節
を

放
棄
し
て
大
義
に
就
く
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
の
に
は
第
百
十
二
段
、

第
二
百
十
一
段
な
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
反
対
に
ま
た
、
心
の
自
由
を

得
な
い
人
間
の
憐
む
べ
く
笑
う
べ
く
ま
た
悲
し
む
べ
き
現
象
を
記
録
し
た
も

の
が
非
常
に
沢
山
に
収
集
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
こ
の
随
筆
集
中
の
最

も
面
白
い
部
分
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
似 

非 

風 

流 
え
せ
ふ
う
り
ゅ
う

や 

半 

可 

通 

は
ん
か
つ
う

や
ス

ノ
ビ
ズ
ム
の
滑
稽
、
あ
ま
り
に
興
多
か
ら
ん
こ
と
を
求
め
て
却
っ
て
興
を
さ
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ま
す
悲
喜
劇
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
題
材
の
も
の
の
多
く
で
は
、
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
に
現
代
に
移
し
て
も
全
く
そ
の
ま
ま
に
適
合
す
る
よ
う
な
実
例
を
発

見
す
る
で
あ
ろ
う
。
十
四
世
紀
の
日
本
人
に
比
べ
て
二
十
世
紀
の
日
本
人
は

ほ
と
ん
ど
一
歩
も
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
感
を
深
く
さ
せ
る
の
は
こ
れ
ら
の

諸
篇
で
あ
る
。
新
し
が
る
こ
と
の
好
き
な
人
は
「
一
九
三
三
年
で
あ
る
。
今

頃
『
徒
然
草
』
で
も
あ
る
ま
い
」
と
云
う
が
、
そ
う
い
う
諸
君
の
現
在
し
て

い
る
こ
と
の
予
報
が
そ
の
『
徒
然
草
』
に
ち
ゃ
ん
と
明
記
し
て
あ
る
の
で
あ

る
。

　
鼎
か
な
えを
か
ぶ
っ
て
失
敗
し
た
仁
和
寺

に
ん
な
じ

の
法
師
の
物
語
は
傑
作
で
あ
る
が
、
現

今
で
も
頭
に
合
わ
ぬ
イ
ズ
ム
の
鼎
を
か
ぶ
っ
て
踊
っ
て
、
見
物
人
を
あ
っ
と

云
わ
せ
た
の
は
い
い
が
、
あ
と
で
困
っ
た
こ
と
に
な
り
、
耳
の
鼻
も
捥も
ぎ
取
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ら
れ
て
「
か
ら
き
命
ま
う
け
て
久
し
く
病
み
ゐ
る
」
人
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。

　
心
の
自
由
を
得
て
は
じ
め
て
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
か

ら
足
る
こ
と
を
知
る
節
制
謙
譲
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
教
え
る
東
洋
風

の
教
え
が
こ
の
集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
繰
返
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
第
百
三
十
四
段
か
ら
第
百
三
十
七
段
ま
で
を
見
た
だ
け
で
も
大
体
の
も
の

の
考
え
方
が
わ
か
る
。
第
百
三
十
七
段
の
前
半
を
見
れ
ば
、
心
の
自
由
か
ら

風
流
俳
諧
の
生
ま
れ
る
所
以
ゆ
え
ん
を
悟
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
は
ま
た
一
面
に
お
い
て
必
然
的
に
仏
教
の
無
常
観
と
結

合
し
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者
が
晩
年
に
僧
侶
に
な
っ
た
た
め
ば
か
り
で
な
く

大
体
に
は
古
く
か
ら
そ
の
時
代
に
伝
わ
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
継
承
し
た

に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
全
巻
を
通
じ
て
無
常
を
説
き 

遁  

世 

と
ん
せ
い

を
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す
す
め 

生  

死 

し
ょ
う
じ

の
一
大
事
を
覚
悟
す
べ
し
と
説
い
た
も
の
が
甚
だ
多
い
。
こ

の
よ
う
な
消
極
的
な
思
想
は
現
代
の
青
年
な
ど
に
は
お
よ
そ
縁
の
無
い
も
の

の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
よ
く
読
ん
で
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
で

な
い
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
の
今
日
で
も
道
を
求
め
真
を
索たず
ね
る
も
の
の
修
業

の
道
は
本
質
的
に
は
昔
の
仏
道
修
業
者
の
道
と
そ
れ
ほ
ど
ち
が
っ
た
も
の
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
第
九
十
二
段
に
弓
の
修
業
の
心
得
か
ら
修
道

者
の
覚
悟
を
説
く
の
で
も
、
直
ち
に
移
し
て
以もっ
て
吾
等
科
学
研
究
者
の
坐
右

の
銘
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
第
百
十
二
段
に
大
事
の
前
に
小
事
を
棄

つ
べ
き
を
説
く
条
で
も
同
様
で
あ
る
。
国
の
た
め
に
、
道
の
た
め
に
、
主
義

の
た
め
に
、
真
理
の
探
究
の
た
め
に
心
を
潜
め
る
も
の
は
、
今
日
で
も
「
諸

縁
を
放
下
ほ
う
げ
す
べ
き
」
で
あ
り
、
瑣さ
さ々

た
る
義
理
や
人
情
は
問
題
に
し
な
い
の
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で
あ
る
。
そ
れ
が
善
い
悪
い
は
別
と
し
て
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
大
願
望
が
成じ

     
就   

ょ
う
じ
ゅ

し
な
い
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
事
実
の
方
則
」

が
こ
の
書
の
到
る
処
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
の

で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
、
一
方
で
は
遁
世
を
勧
め
る
と
同
時
に
、
ま
た
一
方
で
は
俗
人

の
処
世
の
道
を
講
釈
し
て
い
る
の
が
面
白
い
。
こ
れ
は
矛
盾
で
も
な
ん
で
も

な
い
。
た
だ
同
じ
事
の
ち
が
っ
た
半
面
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
世
間
に 

立  

交 

た
ち
ま
じ

わ
っ
て
人
と
つ
き
合
う
と
き
の
心
得
を
説
い
た
も
の
が
案

外
に
多
い
。
こ
れ
も
現
代
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
も
の
が
多
い
。
い
わ
ゆ
る

「
成
功
の
秘
訣
」
に
で
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
や
、
「
英
国
風
紳
士
道
教
程
」

の
一
つ
の
チ
ャ
プ
タ
ー
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
の
あ
る
の
は
面
白
い
。
第
十
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二
、
三
十
六
、
三
十
七
、
五
十
六
、
七
十
三
、
百
七
等
の
諸
段
は
そ
の
例
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
平
凡
と
云
え
ば
平
凡
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
平
凡
事
を

忘
れ
て
い
る
た
め
に
大
き
な
損
を
し
て
い
る
人
は
現
在
の
世
間
に
で
も
存
外

多
い
ら
し
い
。

　
第
百
九
十
三
段
「
く
ら
き
人
の
、
人
を
は
か
り
て
、
そ
の
智
を
知
れ
り
と

思
は
ん
、
更
に
あ
た
る
べ
か
ら
ず
、
云
々
」
の
条
な
ど
現
代
の
諸
専
門
学
者

の
坐
右
銘
に
な
る
。
あ
る
一
つ
の
狭
い
専
門
の
領
域
内
で
ほ
ん
の
少
し
ば
か

り
得
る
と
こ
ろ
が
出
来
る
と
、
も
う
す
っ
か
り
思
い
上
が
っ
て
、
冷
静
な
第

三
者
か
ら
見
れ
ば
そ
の
人
と
は
到
底
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
優
れ
た
他
の
学
者

の
ほ
ん
の
少
し
の
知
識
の
不
足
を
偶
然
に
発
見
で
も
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で

も
う
自
分
が
そ
の
相
手
に
比
し
て
全
般
的
に
優
る
と
思
っ
た
り
す
る
の
は
滔と
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々 
う
と
う
と
し
て
天
下
の
風
を
な
し
て
い
る
。
人
の
書
い
た
立
派
な
著
書
の
中
か

ら  
白    

玉  
は
く
ぎ
ょ
く

の
微び
瑕か
の
よ
う
な
一
、
二
の
間
違
い
を
見
付
け
て
そ
れ
を
さ
も

し
た
り
顔
に
蔭
で
云
い
ふ
ら
す
の
な
ど
も
そ
の
類
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
悪
口
で
な
く
本
当
に
あ
る
現
象
で
あ
る
、

　
そ
の
次
の
第
百
九
十
四
段
及
び
第
七
十
三
段
に
「
嘘
の
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
」

を
論
じ
た
も
の
な
ど
も
科
学
者
の
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
「
嘘
」
と
は
事
変

る
が
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
原
理
が
ま
だ
十
分
に
承
認
さ
れ
な
か

っ
た
頃
、
こ
の
所
論
に
対
す
る
色
々
な
学
者
の
十
人
十
色
の
態
度
を
分
類
し

て
み
る
と
、
こ
の
『
徒
然
草
』
第
百
九
十
四
段
の
中
の
「
嘘
に
対
す
る
人
々

の
態
度
の
種
々
相
」
と
か
な
り
ま
で
ぴ
っ
た
り
当
て
嵌は
ま
る
の
は
実
に
面
白

い
と
思
う
。
科
学
の
事
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
嘘
か
本
当
か
結
局
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証
明
の
不
可
能
な
当
世
流
行
何
々
イ
ズ
ム
な
ど
に
対
す
る
人
々
の
態
度
に
は

猶
更
よ
く
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
試
み
に
例
え
ば
、
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
に
対
す
る
現
代
各
人
各
様
の
態
度
を
「
あ
ま
り
に
深
く
信
を
お
こ
し
て
」

以
下
の
数
行
に
あ
て
は
め
て
見
る
と
な
か
な
か
の
興
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
態
度
の
ヴ
ァ
リ
ア
チ
オ
ン
が
列
挙
し
て
あ
る
の
で
、

そ
れ
ら
の
各
種
の
代
表
者
を
現
代
の
吾
々
の
周
囲
か
ら
物
色
す
る
と
す
ぐ
に

そ
れ
ぞ
れ
の
標
本
が
見
付
か
る
、
そ
う
し
て
最
後
に
自
分
自
身
が
や
は
り
そ

の
う
ち
の
ど
れ
か
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
こ
と
を
発
見
し
て
苦
笑
す
る
人
が
多

い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
人
間
の
心
理
に
関
す
る
分
析
的
な
考
察
も
、
す
べ
て
が
こ
の

著
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
か
ら
西
鶴
を
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通
じ
て
現
代
へ
流
れ
て
来
て
い
る
一
つ
の
流
れ
の
途
中
の
一
つ
の
淀
み
の
よ

う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
兼
好
法
師
と
い
う
人

の
頭
が
か
な
り
こ
う
い
う
分
析
に
か
け
て
明
晰
で
あ
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
迷
信
に
関
す
る
第
九
十
一
段
な
ど
も
頭
の
明
ら
か
な
こ
と
を
証
す
る
一
例

で
あ
る
。
「
吉
日
を
選
び
て
な
し
た
る
わ
ざ
の
、
す
ゑ
と
ほ
ら
ぬ
を
数
へ
て

み
ん
も
ひ
と
し
か
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
現
代
の
科
学
者
が
統
計
学
の
理

論
を
持
出
し
て
し
か
め
つ
ら
し
く
論
じ
る
こ
と
を
、
す
ら
す
ら
と
大
和
言
葉

で
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
理
を
口
を
酸す
く
し
て
説
い
て
も
、
ど
う

し
て
も
耳
に
入
ら
ぬ
人
が
現
代
の
い
わ
ゆ
る
知
識
階
級
や
立
派
な
学
者
の
中

に
で
も
い
く
ら
で
も
見
出
さ
れ
る
の
は
面
白
い
現
象
で
あ
る
。
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尤
も
、
第
二
百
三
十
段
を
見
る
と
、
狐
き
つ
ねが
化
け
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
科
学
知
識
の
水
準
か
ら
考
え
て
当
然
の
事

で
あ
る
。
今
日
の
科
学
知
識
で
も
明
日
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
ぬ
も
の
は
い

く
ら
で
も
あ
る
し
、
ま
た
現
代
の
科
学
者
で
も
狐
に
化
か
さ
れ
る
人
は
い
く

ら
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
狐
の
事
は
第
二
百
十
八
段
に
も
あ
る
。
こ
こ
で
は

狐
が
喰
い
付
く
動
物
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
六
十
八
段
、
大
根
が
兵
士
に
化
け
る
話
は
少
し
怪
し
い
が
、
次
の
六
十

九
段
と
合
せ
て
読
ん
で
見
る
と
寓
意
ぐ
う
い
を
主
と
し
て
書
い
た
も
の
と
も
思
わ
れ

る
。

　
迷
信
と
は
少
し
事
変
る
が
い
わ
ゆ
る
ゴ
シ
ッ
プ
の
人
を
迷
わ
す
例
が
あ
る
。

 

猫  

又 

ね
こ
ま
た

の
ゴ
シ
ッ
プ
の
力
で
犬
が
猫
又
に
な
る
話
や
、
ゴ
シ
ッ
プ
か
ら
鬼
が
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生
れ
て 

京  

洛 

け
い
ら
く

を
か
け
廻
る
話
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
現
代
の
新
聞
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
は
幾
多
の
猫
又
を
製
造
し
ま
た
帝
都
の
真
中
に
鬼
を
躍
ら
せ
る
。

新
聞
の
醸
成
し
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
は
珍
し
く
も
な
い
。
例
え
ば

三
原
山
の
火
口
に
人
を
呼
ぶ
死
神
な
ど
も
み
ん
な
新
聞
の
反ほ
古ご
の
中
か
ら
生

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
十
八
段
、 

名  
利 

み
ょ
う
り

の
欲
望
を
脱
却
す
べ
き
を
説
く
条
な
ど
、
平
凡
な

有
り
ふ
れ
の
消
極
的
名
利
観
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
よ
く
読
ん
で
み

る
と
、
こ
の
著
者
の
本
旨
は
必
ず
し
も
絶
対
に
名
利
を
捨
て
よ
と
い
う
の
で

は
な
く
、
「
真
の
名
利
」
を
求
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
各
人
の
持
つ
べ
き

心
掛
け
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
現
代
に

活
動
し
て
い
る
人
で
も
こ
の
一
段
の
内
容
を
適
当
に
玩
味
す
る
こ
と
が
出
来
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れ
ば
名
利
の
誘
惑
に
逢
っ
て
身
を
亡
ぼ
す
よ
う
な
災
難
を
免
れ
る
だ
け
の
護

符
を
授
か
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
第
百
三
十
段
も
こ
れ
に
聯
関
し
て
い

る
。

　
名
利
観
に
限
ら
ず
、
こ
の
著
者
は
色
々
な
点
で
人
間
の
人
間
ら
し
い
人
間

性
と
い
う
か
あ
る
い
は
弱
点
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
事
実
と
し
て
肯

定
し
た
上
で
、
こ
れ
に
対
す
る
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
処
世
道
を
説
い
て
い
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
五
十
八
段
に
実
用
向
遁
世
法
を
説
い
て
い
る
の

な
ど
も
そ
の
傾
向
を
示
す
か
と
思
う
。
こ
の
著
者
が
ど
う
か
す
る
と
腥
な
ま
ぐさ
坊

主
と
云
わ
れ
る
所
以
ゆ
え
ん
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
で
は
玉
の
巵
さ
か
ず
きに
底
あ
る
こ
と
を
望
ん
だ
り
、
久く
米め
の
仙
人
に
同
情
し

た
り
、
恋
愛
生
活
を
讃
美
し
た
り
し
て
い
る
が
、
ま
た
一
方
で
は
（
第
百
七
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段
）
あ
り
た
け
の
女
性
の
あ
ら
を
書
き
並
べ
て
痛
快
に
こ
き
下
ろ
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
一
種
の
弁
証
法
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
色
を
説
い
た
著
者
は
ま
た
第
二
百
十
七
段
で
蓄
財
者
の
心
理
を
記
述
し
こ

れ
に
対
す
る
短
評
を
試
み
て
い
る
。
引
用
さ
れ
た
大
福
長
者
の
言
葉
は
現
代

の
百
万
長
者
で
も
お
そ
ら
く
云
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
金
持
に
な
り
た
い
人

々
の
参
考
す
べ
き
「
何
と
か  

押  

切  

帖  

お
し
き
り
ち
ょ
う

」
の
類
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
こ
れ

に
対
す
る
著
者
の
評
は
、
金
の
た
ま
ら
ぬ
人
間
の 

安  

心  

立  

命 

あ
ん
じ
ん
り
ゅ
う
め
い
の
考
え
方

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
酒
飲
む
人
の
だ
ら
し
の
な
さ
を
描
い
た
第
百
七
十
五
段
も
面
白
い
。
六
百

年
昔
の
酒
飲
み
も
今
日
の
呑
ん
だ
く
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
で
絶
対
に

禁
酒
を
強
調
す
る
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
「
お
の
づ
か
ら
捨
て
が
た
き
折
も
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あ
る
べ
し
」
な
ど
と
そ
ろ
そ
ろ
酒
の
功
能
を
並
べ
て
い
る
の
も
や
は
り
「
科

学
的
」
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
勝
負
事
を
否
定
す
る
（
第
百
十
一
段
）
か
と
思
う
と
、 

双  

六 

す
ご
ろ
く

の
上
手
の

言
葉
を
引
い
て
（
第
百
十
段
）
修
身
治
国
の
道
を
説
い
た
り
、
ば
く
ち
打
の

秘
訣
（
第
百
二
十
六
段
）
を
引
い
て
物
事
に
は
機
会
と 

汐  

時 

し
お
ど
き

を
見
る
べ
き

を
教
え
て
い
る
。
こ
の
他
に
も 

賭  

事 

か
け
ご
と

や
勝
負
に
関
す
る
記
事
の
あ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
著
者
自
身
か
な
り
の
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
て
面
白

い
。

　 

宿 

河 

原 

し
ゅ
く
が
わ
ら
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
仇
討
決
闘
の
話
で
も
、
我 

執 

無 

慙 

が
し
ゅ
う
む
ざ
ん

を
非
難
す

る
と
同
時
に
ま
た
「
死
を
軽
く
し
て
、
少
し
も
な
づ
ま
ざ
る
か
た
の
い
さ
ぎ

よ
さ
」
を
讃
え
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
著
者
の
態
度
は
一
方
か
ら
云
え
ば
不
徹
底
で
生
煮
え
の
よ
う
で

も
あ
る
が
、
も
の
の
両
面
を
認
識
し
て
全
体
を
把
握
し
、
し
か
も
す
べ
て
の

人
間
現
象
を
事
実
と
し
て
肯
定
し
た
上
で
、
可
と
不
可
と
に
対
す
る
考
え
を

き
め
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
ど
こ
か
吾
々
科
学
者

の
心
掛
け
る
も
の
の
見
方
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
項
目
の
外
に
著
し
く
多
数
に
散
在
し
て
い
る
の
は
有ゆ

 

職 

故 

実 

う
そ
く
こ
じ
つ
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
知
識
に
関
す
る
ノ
ー
ト
と
云
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
も
分
類
的
に
研
究
し
た
ら
面
白
そ
う
で
あ
る
が
今
回
は
暇
が
な
い
か

ら
略
す
る
。
と
に
か
く
一
方
で
は
遁
世
守
愚
を
す
す
め
な
が
ら
も
、
ま
た
一

方
で
は
知
識
と
い
う
も
の
の
効
能
を
高
く
買
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
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第
五
十
一
段
の
水
車
の
失
敗
は
先
日
の
駆
逐
艦
進
水
式
の
出
来
損
ね
を
思
い

出
さ
せ
る
。

　
知
識
と
は
少
し
ち
が
う
「
智
恵
」
に
つ
い
て
は
第
三
十
八
段
に
「
智
恵
出

で
て
は
偽
あ
り
」
と
か
「
学
び
て
し
る
は
、
ま
こ
と
の
智
に
あ
ら
ず
」
な
ど

と
云
っ
て
い
る
の
は
現
代
人
に
も
思
い
当
た
る
ふ
し
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
智
恵
の
遊
戯
と
も
見
ら
れ
る
ウ
ィ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
類
例
も
い
く
つ
か
あ
る
。

第
八
十
六
、
第
百
六
、
第
百
三
十
五
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
も

多
少
の
俳
諧
が
あ
る
。

　
子
供
の
時
か
ら
僧
に
な
っ
た
人
と
ち
が
っ
て
、
北
面
武
士
か
ら
出
発
し
、

数
奇
の
実
生
活
を
経
て
後
に
頭
を
丸
め
た
坊
主
ら
し
い
と
こ
ろ
が
到
る
処
に

現
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
う
い
う
人
間
が
、
全
く
気
任
せ
に
自
由
に
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「
そ
こ
は
か
と
な
く
」
「
あ
や
し
う
」
「
も
の
ぐ
る
ほ
し
く
」
矛
盾
も  

撞  

ど
う
ち

  
着  

ゃ
く

も
頓
着
し
な
い
で
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
随
筆
集
の
価
値
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
撞
着
に
よ
っ
て
三
段
論
法
で
は
説
け
な
い
道

理
を
解
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
書
の
妙
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
八
十
段
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
す
る 

箴  

言 

し
ん
げ
ん

が
あ
る
。
「
人

ご
と
に
、
我
が
身
に
う
と
き
事
を
の
み
ぞ
こ
の
め
る
」
云
々
の
条
は
、
ま
こ

と
に
自
分
の
よ
う
な
浮
気
も
の
へ
の
よ
い
誡
い
ま
しめ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
相
当
に

耳
が
痛
い
。
こ
の
愚
か
な
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ぬ
一
篇
の
偶
感
録
も
こ
の
く

ら
い
に
し
て
差
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
日
の
午
前
に
日
比
谷
近
く
帝
国
ホ
テ
ル
の
窓
下
を
通
っ
た
物
売
り
の

呼
び
声
が
、
丁
度
偶
然
そ
の
と
き
そ
こ
に
泊
り
合
わ
せ
て
い
た
楽
聖
ク
ラ
イ
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ス
ラ
ー
の
作
曲
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自

分
の
怪
し
う
物
狂
お
し
い
こ
の
一
篇
の
放
言
が
も
し
や
そ
れ
と
似
た
よ
う
な

役
に
立
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幾
分
か  

僭    

上  

せ
ん
じ
ょ
う

の
罪
が
償
わ

れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
九
年
一
月
『
文
学
』
）
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