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一

　
白
鳥
先
生
の
あ
と
を
承
け
て
こ
の
稿
を
草
す
る
の
は
わ
が
光
栄
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
だ
が
文
学
史
的
に
回
顧
す
る
と
す
れ
ば
、
逍
遙
対
鴎
外
、
透
谷
対
愛
山
の

論
争
に
つ
づ
く
べ
き
も
の
は
大
町
桂
月
対
新
詩
社
の
「
君
死
に
給
ふ
こ
と
勿

れ
」
に
関
す
る
論
争
を
取
上
げ
る
の
が
至
当
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
は

更
に
自
然
主
義
時
代
の
諸
論
客
中
に
然
る
べ
き
論
争
も
あ
る
の
を
無
視
し
て

一
足
飛
び
に
初
頭
と
は
云
へ
大
正
な
ら
ぬ
昭
和
時
代
の
龍
之
介
対
潤
一
郎
の

小
説
論
の
争
ひ
で
は
、
少
々
年
代
が
飛
び
過
ぎ
る
し
、
第
一
、
龍
之
介
・
潤
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一
郎
の
も
の
は
論
争
と
呼
ぶ
に
は
不
適
当
と
思
は
れ
る
節
も
な
い
で
は
無
い

が
編
輯
者
に
は
何
れ
、
独
自
な
識
見
と
か
商
策
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
な
る

ほ
ど
龍
之
介
と
潤
一
郎
と
の
小
説
論
の
争
な
ら
役
者
も
花
形
揃
ひ
、
外
題
も

申
し
分
無
し
と
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
と
も
単
に
彼
等
の
寡
聞
の
せ
ゐ
で

少
し
時
代
の
遠
い
と
こ
ろ
は
ご
存
じ
無
し
な
の
か
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
僕
の
関

知
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
僕
は
与
へ
ら
れ
た
題
目
を
処
理
し
さ
へ
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ら
う
。

　
龍
之
介
・
潤
一
郎
の
論
争
を
回
顧
す
る
の
は
僕
が
最
も
適
任
だ
と
お
だ
て

ら
れ
て
も
決
し
て
そ
れ
に
同
感
し
た
わ
け
で
も
無
く
、
こ
れ
は
間
尺
に
合
は

な
い
仕
事
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
そ
の
そ
ば
か
ら
そ
れ
を
引
受
け
て
も
よ
い
と

思
つ
た
の
は
、
い
つ
も
の
軽
挙
妄
動
で
は
無
く
、
た
ぶ
ん
今
は
お
ほ
か
た
忘
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れ
さ
う
に
な
つ
て
ゐ
る
あ
の
頃
の
事
ど
も
を
、
こ
の
機
会
に
も
う
一
度
思
ひ

出
し
て
み
た
い
と
云
ふ
気
が
無
意
識
に
働
い
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
何
し
ろ
二
十
余
年
前
の
話
で
あ
る
。
両
者
の
主
張
の
内
容
も
今
は
大
ま
か

に
思
ひ
出
す
程
度
で
、
あ
ま
り
は
つ
き
り
と
は
印
象
さ
れ
て
も
居
な
い
で
、

か
へ
つ
て
当
年
の
二
人
の
友
人
に
関
し
て
の
断
片
的
な
追
憶
の
方
が
先
づ
想

ひ
起
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
。

　
だ
か
ら
こ
れ
を
書
く
に
当
つ
て
は
、
先
づ
潤
一
郎
の
「
饒
舌
録
」
と
龍
之

介
の
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
を
も
う
一
度
精
読
し
直
さ
な
け
れ
ば
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な
る
ま
い
。
こ
の
時
間
つ
ぶ
し
を
、
僕
は
最
初
に
敢
て
間
尺
に
合
は
な
い
仕

事
と
感
じ
た
の
も
無
理
は
あ
る
ま
い
。

　
潤
一
郎
の
も
の
は
手
元
に
あ
る
改
造
社
版
全
集
の
第
十
二
巻
の
塵
を
払
つ

て
枕
頭
に
運
ん
だ
。
龍
之
介
の
も
の
は
特
に
持
つ
て
来
て
貰
つ
た
岩
波
の
戦

後
版
の
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
を
改
め
て
繙
い
た
。
龍
之
介
の
全

集
は
以
前
に
盗
み
出
さ
れ
、
わ
が
架
上
か
ら
失
は
れ
て
久
し
い
。
岩
波
の
こ

の
本
は
は
じ
め
て
み
る
版
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
億
劫
な
と
思
ひ
な
が
ら
も
読
み
は
じ
め
て
み
る
と
、
龍
之
介
の
も
潤
一
郎
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の
も
、
さ
す
が
に
練
達
な
文
章
の
自
由
自
在
な
表
現
力
に
今
さ
ら
敬
服
し
つ

つ
、
と
も
に
百
頁
に
あ
ま
る
一
文
を
一
気
に
通
読
し
て
す
こ
ぶ
る
面
白
か
つ

た
。
さ
て
往
年
、
こ
れ
等
の
文
字
も
ん
じ
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
言
葉
で
談
笑
を
恣

に
し
て
時
の
移
る
の
を
忘
れ
た
日
夕
を
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
出
し
、
二
人
の
故
人

（
一
人
は
亡
く
一
人
は
今
は
遠
い
）
の
文
章
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
わ
が
名
の

出
て
来
る
の
を
わ
れ
な
が
ら
懐
し
み
な
が
ら
、
人
の
僕
を
潤
一
郎
対
龍
之
介

の
論
争
の
回
顧
者
と
し
て
最
適
と
い
ふ
の
も
、
ま
ん
ざ
ら
に
当
ら
ぬ
で
も
無

い
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四
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あ
れ
も
昭
和
二
年
か
そ
の
前
年
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
。
ま
だ
寒
さ
の
残
つ

て
ゐ
る
早
春
で
あ
つ
た
。
偶
々
関
西
か
ら
上
京
し
て
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
一
室

に
宿
泊
し
て
ゐ
た
谷
崎
の
招
く
ま
ま
に
、
僕
は
芥
川
を
伴
つ
て
（
？
）
訪
問

し
た
時
、
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
て
三
人
文
芸
談
に
花
を
咲
か
せ
て
、
高
談

四
壁
を
驚
か
せ
た
も
の
か
、
不
意
に
東
隣
の
壁
を
は
げ
し
く
蹴
る
音
に
愕
か

さ
れ
、
や
つ
と
気
が
つ
い
て
高
声
を
低
声
に
改
め
は
し
た
も
の
の
、
話
は
滾

々
と
し
て
尽
き
な
い
の
に
、
隣
室
の
客
は
我
々
を
全
く
沈
黙
さ
せ
な
け
れ
ば

措
か
な
い
気
と
見
え
て
、
い
つ
ま
で
も
蹴
り
つ
づ
け
る
。
が
、
我
々
は
感
興

に
乗
つ
て
ゐ
る
し
幾
分
意
固
地
に
な
つ
て
ゐ
る
気
味
も
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
、

さ
ら
ば
と
譲
歩
し
て
最
後
に
は
是
非
な
く
室
か
ら
退
去
し
て
、
ロ
ビ
ー
に
出

て
見
る
と
幸
と
玄
関
脇
の
ス
ト
オ
ヴ
に
は
太
い
薪
が
一
本
ま
だ
半
分
ば
か
り
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燃
え
残
つ
て
ゐ
る
の
を
喜
ん
で
、
今
は
誰
憚
る
と
こ
ろ
な
く
談
論
を
つ
づ
け

て
ゐ
る
間
に
、
入
口
や
窓
な
ど
刻
々
に
白
ん
で
来
る
の
を
見
な
が
ら
も
、
飽

く
ま
で
昂
奮
し
切
つ
た
我
々
は
、
誰
一
人
睡
を
催
す
者
も
無
く
、
唯
、
芥
川

は
睡
の
足
ら
ぬ
春
暁
の
寒
さ
に
焚
火
の
前
に
外
套
の
襟
を
か
き
合
せ
、
谷
崎

は
し
き
り
に
空
腹
を
う
つ
た
へ
て
う
ま
い
味
噌
汁
を
と
云
ひ
つ
づ
け
る
内
に
、

夜
は
全
く
明
け
放
れ
た
一
夜
の
あ
つ
た
の
を
思
ひ
起
し
た
。
そ
の
未
明
に
は

多
分
、
谷
崎
の
親
友
笹
沼
氏
を
驚
か
し
て
、
そ
の
お
茶
の
間
の
朝
餉
の
恩
恵

に
浴
し
た
か
に
お
ぼ
え
て
ゐ
る
。
と
も
あ
れ
、
我
々
三
人
は
当
夜
み
な
完
全

に
文
学
壮
年
で
あ
つ
た
。
我
々
は
一
滴
の
酒
を
も
飲
む
で
も
な
く
、
一
刻
も

仮
睡
す
る
で
も
な
く
唯
だ
他
の
文
学
論
を
聞
き
己
の
説
を
吐
く
楽
し
さ
の
た

め
だ
け
に
、
夜
を
徹
し
て
終
に
語
り
明
し
た
の
で
あ
つ
た
。
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五

「
饒
舌
録
」
の
面
白
さ
と
い
ふ
の
も
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
の
楽

し
さ
と
い
ふ
の
も
、
所
詮
は
帝
国
ホ
テ
ル
の
早
春
の
一
夜
の
炉
前
閑
話
が
、

活
字
に
な
つ
て
ゐ
る
楽
し
さ
面
白
さ
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
あ
の
二
人

の
あ
の
巧
妙
洒
脱
な
話
術
が
そ
の
ま
ま
で
、
文
章
の
な
か
に
残
つ
て
ゐ
る
の

も
僕
に
は
う
れ
し
い
。

　
帝
国
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
イ
で
太
く
短
い
丸
太
の
薪
の
う
へ
を
這
ふ
炎
を
見
つ

づ
け
な
が
ら
、
我
々
が
交
々
に
語
つ
た
、
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
饒
舌

の
、
一
夜
の
間
に
展
開
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
の
な
か
に
も
勿
論
、
時
に
は
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お
互
に
意
見
の
背
馳
す
る
事
が
あ
つ
た
。
互
に
争
つ
て
自
説
を
開
陳
し
主
張

し
た
。
と
は
云
へ
そ
れ
は
決
し
て
論
争
と
い
ふ
も
の
で
は
無
く
、
相
手
と
異

つ
た
自
説
を
披
瀝
し
て
喜
ぶ
だ
け
の
事
で
あ
り
、
他
の
説
に
服
し
な
い
場
合

に
も
他
説
の
不
備
を
指
摘
し
て
そ
の
反
省
を
促
す
程
度
の
も
の
で
、
所
謂
論

争
の
や
う
な
熱
情
も
伴
は
ず
、
論
旨
と
し
て
も
敢
て
徹
底
を
期
し
て
ゐ
る
の

で
も
無
く
、
云
は
ば
温
雅
な
談
笑
に
多
少
の
波
瀾
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で

あ
つ
た
。
相
手
が
自
説
に
服
す
る
と
否
と
は
も
と
よ
り
問
題
で
は
無
い
。
そ

ん
な
事
よ
り
も
彼
等
は
そ
の
間
に
気
の
利
い
た
表
現
の
一
句
で
も
見
つ
か
れ

ば
満
足
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
れ
ほ
ど
都
会
人
で
あ
り
、
ま
た
エ
ゴ
イ

ス
ト
で
あ
る
。
論
争
な
ど
と
い
ふ
田
舎
議
員
の
や
う
な
ヤ
ボ
な
ふ
る
ま
ひ
を

公
然
と
出
来
る
種
族
で
は
な
い
。
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そ
れ
故
「
饒
舌
録
」
も
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
も
何
れ
劣
ら
ぬ

興
味
津
々
た
る
文
藻
で
あ
り
、
そ
の
学
識
は
畏
敬
す
べ
く
論
旨
は
傾
聴
し
て

蒙
を
啓
か
れ
る
節
に
乏
し
く
な
い
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
主
張
し
よ
う
と

す
る
要
旨
は
改
め
て
読
み
直
し
て
み
て
も
、
依
然
と
し
て
あ
ま
り
明
確
に
な

ら
な
い
の
は
決
し
て
僕
の
理
解
力
や
把
握
力
の
不
足
の
た
め
で
は
な
い
。

　
書
い
た
も
の
だ
け
に
勿
論
、
一
場
の
談
笑
に
く
ら
べ
て
は
可
な
り
十
分
な

用
意
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
筆
鋒
が
鈍
く
、
説
く
と
こ
ろ
の
明
確

で
無
い
の
は
、
表
現
力
に
不
足
の
無
い
彼
等
だ
け
に
、
思
考
が
ま
だ
十
分
に

熟
し
な
い
で
、
書
き
な
が
ら
考
へ
る
と
い
う
摸
索
中
の
段
階
に
あ
る
思
想
の

形
態
を
持
つ
た
の
が
、
あ
の
「
筋
の
な
い
小
説
」
談
義
で
は
あ
る
ま
い
か
。

あ
の
説
は
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
現
は
れ
た
だ
け
で
は
ま
だ
ほ
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ん
の
思
ひ
つ
き
の
域
か
ら
あ
ま
り
遠
く
出
な
い
あ
や
ふ
や
な
意
見
の
や
う
に

思
は
れ
る
。
時
に
は
「
話
の
な
い
小
説
」
と
云
ひ
、
時
に
は
「
筋
の
無
い
小

説
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
事
実
な
ど
も
そ
の
例
証
に
な
る
で
あ
ら
う
。
再
三
繰
り

返
さ
れ
な
が
ら
最
後
ま
で
一
向
に
発
展
せ
ず
固
ま
ら
な
い
で
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
で
は
か
へ
つ
て
潤
一
郎
と
の
応
酬
に
関
係

の
な
い
部
分
の
方
が
芥
川
の
識
見
を
多
く
示
し
て
ゐ
る
の
も
奇
妙
な
も
の
で

あ
る
。
あ
れ
は
論
争
で
は
無
い
。
断
じ
て
論
争
で
は
無
い
。
各
々
お
互
に
自

説
を
譲
ら
な
い
だ
け
で
相
手
を
説
得
せ
ず
は
休
ま
な
い
と
い
ふ
意
気
込
な
ど

は
少
し
も
見
ら
れ
な
い
。
あ
ん
な
論
争
な
ど
は
あ
つ
た
も
の
で
は
無
い
。
論

争
と
す
れ
ば
よ
ほ
ど
間
の
抜
け
た
洒
脱
な
も
の
で
、
そ
こ
が
あ
の
双
方
の
文

章
の
無
駄
話
風
な
面
白
い
と
こ
ろ
で
も
あ
ら
う
。
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し
か
し
龍
之
介
が
云
ふ
と
ほ
り
「
批
評
も
亦
文
芸
上
の
一
形
式
で
あ
り
、

僕
等
の
誉
め
た
り
貶
し
た
り
す
る
の
も
畢
竟
は
自
己
を
表
現
す
る
為
で
あ
ら

う
」
と
寔
や
龍
之
介
は
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
よ
つ
て
彼
の
諸

作
品
に
劣
ら
ず
彼
自
身
を
生
き
生
き
と
表
現
し
て
ゐ
る
の
は
愛め
で
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
芥
川
の
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
は
ま
だ
不
確
か
に
、
最
後
ま
で
未
完

成
な
が
ら
に
も
、
最
初
の
章
か
ら
既
に
、
ほ
ぼ
云
ひ
尽
さ
れ
て
ゐ
る
。
曰
く

　
　
「
話
ら
し
い
話
の
無
い
小
説
は
勿
論
唯
身
辺
雑
事
を
描
い
た
だ
け
の
小

説
で
は
無
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
最
も
詩
に
近
い
小
説
で
あ
る
。
し
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か
も
散
文
詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も
遙
に
小
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

僕
は
三
度
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
「
話
」
の
な
い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思

は
な
い
。
が
、
若
し
「
純
粋
な
」
と
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
　
　
通
俗
的
興

味
の
無
い
と
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
最
も
純
粋
な
小
説
で
あ
る
。
も
う
一
度
画

を
例
に
引
け
ば
、
デ
ッ
サ
ン
の
な
い
画
は
成
り
立
た
な
い
。
（
カ
ン
デ
ィ
ン

ス
キ
イ
の
「
即
興
」
な
ど
と
題
す
る
数
枚
の
画
は
例
外
で
あ
る
）
し
か
し
デ

ッ
サ
ン
よ
り
も
色
彩
に
生
命
を
托
し
た
画
は
成
り
立
つ
て
ゐ
る
。
幸
に
も
日

本
へ
渡
つ
て
来
た
何
枚
か
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
は
明
か
に
こ
の
事
実
を
証
明
す

る
の
で
あ
ら
う
。
僕
は
か
う
い
ふ
画
に
近
い
小
説
に
興
味
を
持
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
」

　
と
か
う
書
い
た
後
に
龍
之
介
は
、
彼
の
説
を
具
体
的
な
例
で
示
さ
う
と
し
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て
、
例
の
博
学
で
独
逸
の
初
期
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
と
い
ふ
も
の
ま
で
持

ち
出
し
さ
う
に
し
た
が
、
話
を
わ
か
り
や
す
く
、
そ
の
頃
岸
田
国
士
訳
の
現

れ
た
ジ
ュ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
の
「
葡
萄
園
の
葡
萄
作
り
」
の
な
か
の
一
篇
「
フ

イ
リ
ッ
プ
一
家
の
家
風
」
を
彼
の
所
謂
「
話
の
な
い
小
説
」
の
一
例
と
し
て

挙
げ
て
、
「
一
見
未
完
成
か
と
疑
は
れ
る
位
で
あ
る
」
が
実
は
「
よ
く
見
る

目
」
と
「
感
じ
易
い
心
」
と
だ
け
に
仕
上
げ
る
事
の
出
来
る
小
説
で
あ
る
と

云
つ
て
再
び
セ
ザ
ン
ヌ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ゼ
ロ
を
例
に
引
き
ロ
ダ
ン
の
ミ
ケ
ラ
ン

ゼ
ロ
の
作
品
評
な
ど
を
引
合
に
出
し
て
彼
は
博
引
傍
証
甚
だ
努
め
て
ゐ
る
が
、

折
角
の
苦
心
も
彼
の
説
を
明
確
に
す
る
に
は
実
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
役
に
は
立

た
な
い
で
、
少
々
人
を
煙
に
ま
く
だ
け
の
も
の
で
、
一
そ
、
そ
れ
よ
り
も

「
で
は
か
う
い
ふ
小
説
は
紅
毛
人
以
外
に
は
書
か
な
か
つ
た
か
？
　
僕
は
僕
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等
日
本
人
の
為
に
志
賀
直
哉
氏
の
諸
短
篇
を
　
　
『
焚
火
』
以
下
の
諸
短
篇

を
数
へ
上
げ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
一
句
が
龍
之
介
の
云
は
ん
と
し

た
と
こ
ろ
を
最
も
よ
く
伝
へ
て
ゐ
る
や
う
に
僕
に
は
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て

そ
れ
な
ら
そ
れ
と
は
じ
め
か
ら
云
へ
ば
い
い
の
に
、
妙
に
も
つ
て
ま
は
る
の

は
龍
之
介
の
悪
い
癖
だ
と
不
平
を
云
ひ
た
く
な
る
。

　
一
た
い
龍
之
介
は
晩
年
に
、
葛
西
善
蔵
の
も
の
と
と
も
に
志
賀
直
哉
の
作

品
に
傾
倒
し
て
ゐ
た
の
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
潤
一
郎
は

志
賀
直
哉
の
人
と
作
品
と
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
そ
の
作
風
を
不
満
と
し
て

「
あ
れ
で
は
小
説
の
袋
小
路
へ
這
入
つ
て
し
ま
ふ
だ
け
だ
」
と
悪
意
の
な
い

か
げ
口
を
利
い
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
で
は
潤
一
郎
と
龍
之
介
と
の

説
の
岐
れ
る
の
も
む
し
ろ
当
然
で
あ
ら
う
。
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七

　
僕
の
勝
手
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
龍
之
介
は
常
識
に
代
へ
る
に

詩
情
を
、
プ
ロ
ッ
ト
に
代
へ
る
に
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
以
つ
て
小
説
を
成

り
立
た
せ
よ
う
と
夢
み
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
つ
と
具
体
的
に
云

ふ
な
ら
ば
彼
は
曩
日
の
自
作
「
地
獄
変
」
「
戯
作
三
昧
」
な
ど
の
小
説
世
界

か
ら
立
退
い
て
「
蜃
気
楼
」
へ
向
は
う
と
す
る
途
上
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

僕
は
そ
の
当
時
龍
之
介
に
向
つ
て

「
君
は
何
か
新
ら
し
い
俳
文
の
や
う
な
境
地
を
求
め
て
そ
れ
を
新
ら
し
い
小

説
に
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
は
無
い
の
か
、
君
の
い
ふ
『
話
の
な
い
小
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説
』
と
は
そ
ん
な
も
の
と
は
違
ふ
の
か
」

　
と
聞
い
て
み
た
事
が
あ
つ
た
。
彼
は
そ
れ
を
別
に
否
定
し
な
い
で
、
次
の

機
会
に
久
米
正
雄
に
僕
の
意
見
を
紹
介
し
て
ゐ
る
の
を
僕
は
聞
い
た
。
か
う

い
ふ
事
実
に
原
づ
い
て
、
僕
は
龍
之
介
が

「
『
筋
の
な
い
小
説
』
と
は
ど
う
云
ふ
も
の
か
も
容
易
に
理
解
し
て
は
貰
は

れ
な
い
ら
し
い
。
僕
は
弁
じ
ら
れ
る
だ
け
は
弁
じ
た
。
二
、
三
の
僕
の
知
人

は
正
当
に
僕
の
説
を
理
解
し
て
ゐ
る
。
あ
と
は
も
う
勝
手
に
し
ろ
と
い
ふ
外

は
な
い
」

　
と
や
や
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
書
い
て
ゐ
る
時
の
彼
の
説
を
正
当
に
理
解
し
た

彼
の
二
、
三
の
知
人
と
い
ふ
の
を
、
或
は
久
米
や
僕
自
身
な
ど
を
暗
に
指
し

て
ゐ
る
の
で
は
無
か
ら
う
か
と
考
へ
て
み
て
、
僕
は
僕
の
「
話
の
な
い
小
説
」
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新
俳
文
説
を
当
ら
ず
と
雖
も
遠
か
ら
ざ
る
解
釈
と
思
つ
て
ゐ
る
。
　
　
例
へ

ば
荷
風
の
「
勲
章
」
の
如
き
を
僕
は
新
俳
文
的
「
話
の
な
い
小
説
」
と
思
ふ
。

　
更
に
憶
測
す
る
な
ら
ば
龍
之
介
は
龍
之
介
の
所
謂
「
僕
等
の
兄
」
と
称
し

た
潤
一
郎
の
小
説
か
ら
志
賀
直
哉
、
葛
西
善
蔵
の
作
品
の
方
向
に
目
ざ
し
て

ゐ
る
理
由
の
説
明
が
「
話
の
な
い
小
説
」
の
説
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま

た
潤
一
郎
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
話
を
簡
単
に
切
り
上
げ
て
、
龍
之
介
の
お
相

手
を
や
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
潤
一
郎
の
意
見
も
彼
の
作

品
の
存
在
理
由
と
彼
の
作
家
と
し
て
の
志
と
を
披
瀝
し
た
も
の
で
、
何
れ
も

力
説
な
が
ら
論
争
と
い
ふ
よ
り
も
言
志
の
部
分
の
方
が
よ
ほ
ど
多
い
。
こ
の

推
測
と
判
断
と
に
間
違
ひ
が
な
い
と
す
れ
ば
龍
之
介
の
「
話
の
な
い
小
説
」

の
説
は
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
個
人
的
な
余
り
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に
個
人
的
な
饒
舌
」
と
も
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
龍
之
介
の
主
張
が
と
か
く
明
確
を
欠
き
、
単
に
暗
示
的
な
の
に
較
べ
る
と

潤
一
郎
の
所
説
は
ち
や
ん
と
筋
の
と
ほ
つ
た
も
の
と
し
て
、
誰
に
も
異
議
な

く
受
取
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
と
云
つ
て
こ
れ
を
潤
一
郎
の
云
ひ
分
が
優
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
に
早
合
点
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
潤

一
郎
の
が
名
論
卓
説
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
か
へ
つ
て
潤
一
郎
説
の
弱
点
の

た
め
と
見
ら
れ
な
い
で
も
無
い
こ
と
を
特
に
注
意
し
て
置
か
う
。
と
い
ふ
の

は
、
小
説
は
筋
を
重
ん
ず
べ
き
で
、
そ
れ
を
捨
て
る
の
は
小
説
の
特
長
を
好
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ん
で
棄
却
す
る
も
の
だ
と
云
ひ
、
ま
た
小
説
の
構
造
的
美
観
を
重
ん
ぜ
よ
な

ど
の
潤
一
郎
説
の
骨
格
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
決
し
て
潤
一
郎
独
自
の
説

で
は
無
く
、
む
し
ろ
改
め
て
縷
説
す
る
に
も
足
り
な
い
通
念
を
そ
の
ま
ま
の

保
守
的
な
考
へ
で
、
事
め
づ
ら
し
く
も
無
い
小
説
の
常
識
論
だ
け
に
何
人
に

も
直
ぐ
納
得
が
行
く
わ
け
で
、
敢
て
今
更
潤
一
郎
の
説
く
を
煩
は
さ
な
い
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
な
か
に
何
か
特
に
見
る
べ
き
点
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
潤
一
郎
が
そ
の
保
守
的
な
見
解
を
後
生
大
事
に
何
の
疑
ひ
も
な
く

信
念
と
し
て
そ
の
理
念
に
安
住
し
て
ゐ
る
点
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
潤
一
郎
の

常
識
論
を
俗
論
の
謗
か
ら
救
ふ
唯
一
の
点
で
も
あ
ら
う
。
だ
か
ら
龍
之
介
も

勿
論
、
潤
一
郎
の
説
は
夙
に
理
解
し
な
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
あ
ま
り

に
常
識
な
の
に
対
し
て
わ
ざ
と
異
を
樹
て
る
の
で
は
無
く
と
も
、
独
自
の
見
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解
を
開
陳
し
た
く
な
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
か
。
ま
た
潤
一
郎
に
し
て
も
意
固

地
に
自
説
を
守
つ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
、
勿
論
最
初
か
ら
龍
之
介
説
が
ま
る
で

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
頑
迷
で
も
な
い
筈
で
あ
る
。
彼
が
ヂ
ョ
ー
ヂ
・
ム
ー
ア
の

「
ユ
リ
ッ
ク
と
ソ
ラ
ハ
」
に
就
て

「
文
体
は
同
じ
で
部
分
部
分
に
は
矢
張
り
美
し
い
。
か
う
い
ふ
風
に
、
筋﹅
で﹅

持﹅
つ﹅
て﹅
行﹅
か﹅
ず﹅
に﹅
気﹅
分﹅
や﹅
情﹅
調﹅
で﹅
持
つ
て
行
く
歴
史
物
も
亦
捨
て
難
い
…
…
」

　
と
「
饒
舌
録
」
に
書
い
た
時
、
特
に
傍
点
の
あ
た
り
な
ど
、
潤
一
郎
は
龍

之
介
説
と
殆
ど
近
い
あ
た
り
に
居
る
や
う
に
見
え
る
。
こ
こ
を
も
う
一
歩
突

き
込
ん
で
掘
り
か
へ
さ
せ
て
見
た
ら
、
龍
之
介
の
意
見
が
潤
一
郎
を
納
得
さ

せ
る
よ
い
機
会
で
あ
つ
た
ら
う
に
と
思
へ
る
。

　
と
も
あ
れ
潤
一
郎
の
説
は
本
筋
の
意
見
で
、
誰
に
も
わ
か
り
が
よ
く
堂
々
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と
し
て
ゐ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
に
反
し
て
龍
之
介
の
は
聊
か
ひ
と
り

合
点
の
気
味
は
あ
り
な
が
ら
、
颯
々
た
る
新
風
を
薫
ら
せ
、
小
説
の
天
地
に

も
ま
だ
発
見
す
べ
く
開
拓
す
べ
き
新
天
地
が
あ
る
の
を
思
は
せ
て
め
で
た
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
龍
之
介
の
説
は
一
概
に
個
人
的
な
も
の
で
は

無
く
、
ま
た
見
か
け
の
よ
い
潤
一
郎
の
議
論
に
も
決
し
て
劣
ら
な
い
。
不
完

全
な
が
ら
に
飽
く
ま
で
独
自
の
新
説
な
の
が
よ
い
。
し
か
も
そ
れ
が
、
容
易

に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
歎
声
を
龍
之
介
に
発
せ
し
め
た
所
以
な
の
で
あ
る
。

遂
に
一
般
に
理
解
さ
れ
な
い
の
が
独
創
と
新
説
と
の
運
命
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
恰
も
談
笑
に
似
た
も
の
を
さ
へ
、
も
し
論
争
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の

論
争
は
潤
一
郎
の
公
論
と
龍
之
介
の
新
説
と
、
と
も
に
一
長
一
短
が
あ
つ
て

勝
負
な
し
の
引
分
け
で
も
あ
ら
う
か
。
興
味
あ
つ
て
悪
意
な
く
、
各
々
所
信
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を
述
べ
る
外
に
他
意
の
無
い
君
子
の
争
な
の
が
最
も
よ
い
。

　
必
ず
や
潤
一
郎
と
て
も
こ
れ
を
承
認
す
る
に
吝
で
な
い
で
あ
ら
う
如
く
、

龍
之
介
が
ま
さ
し
く
言
つ
て
ゐ
る
と
ほ
り
に
、
僕
も
亦
「
話
ら
し
い
話
の
な

い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思
は
な
い
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
小
説
も
た
し
か

に
存
在
し
得
る
と
は
思
ふ
」
そ
れ
で
引
分
説
の
判
者
ら
し
い
云
ひ
方
を
す
れ

ば
僕
は
谷
崎
流
の
神
巧
鬼
工
を
珍
重
す
る
と
同
時
に
、
芥
川
式
の
神
韻
鬼
趣

を
も
絶
讃
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
何
も
そ
の
一
方
と
ば
か
り
は
限
ら
な
い

で
、
双
方
を
同
時
に
綜
合
し
た
作
品
さ
へ
あ
り
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
　

　
も
し
天
下
に
そ
の
才
能
さ
へ
あ
る
な
ら
ば
。

　
話
の
な
い
小
説
の
手
近
な
例
と
し
て
、
志
賀
直
哉
の
「
焚
火
」
を
例
と
す

る
の
は
よ
ろ
し
い
が
、
鴎
外
の
「
追
儺
」
は
よ
り
適
例
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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な
ほ
紅
葉
全
集
を
採
つ
て
蛇
足
を
補
へ
ば
、
「
金
色
夜
叉
」
よ
り
も
寧
ろ

「
青
葡
萄
」
を
「
三
人
妻
」
よ
り
も
「
む
き
玉
子
」
と
い
ふ
の
が
、
龍
之
介

の
説
で
終
に
潤
一
郎
の
諾
ふ
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
と
、
双

方
の
云
ひ
方
を
仮
り
に
か
う
要
約
的
に
表
現
し
て
見
て
は
当
ら
な
い
で
あ
ら

う
か
。
な
ほ
荷
風
の
「
勲
章
」
の
如
き
作
品
を
予
言
し
た
の
か
？
　
こ
れ
を

問
う
て
見
た
い
が
境
を
異
に
し
て
龍
之
介
の
耳
に
入
ら
な
い
の
は
恨
事
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九

　
こ
の
論
争
（
？
）
は
潤
一
郎
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
改
造
新
年
号
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（
昭
和
二
年
の
で
あ
ら
う
か
）
に
潤
一
郎
が
記
し
た
と
こ
ろ
を
「
新
潮
」
二

月
号
の
合
評
会
記
事
で
龍
之
介
が
問
題
に
し
た
の
に
端
を
発
し
た
も
の
の
や

う
で
あ
つ
た
。
当
時
は
、
僕
も
新
潮
合
評
会
の
常
連
見
た
い
で
あ
つ
た
か
ら

多
分
当
日
も
席
上
に
ゐ
た
は
ず
で
あ
ら
う
が
、
今
は
ま
る
で
そ
の
記
憶
も
な

い
。
論
争
と
し
て
は
一
向
花
々
し
い
応
酬
で
は
無
く
あ
ま
り
発
展
し
な
い
議

論
で
あ
つ
た
が
、
何
し
ろ
花
形
作
者
同
士
の
小
説
論
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
人
気

の
あ
る
話
題
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
ゐ
て
誰
を
も
あ
ま
り
啓
発
す
る
と

こ
ろ
も
な
く
龍
之
介
を
し
て
徒
ら
に
容
易
に
理
解
さ
れ
な
い
と
歎
か
せ
た
の

は
気
の
毒
で
あ
る
。
思
ふ
に
文
壇
と
や
ら
は
い
つ
の
時
代
に
も
ゴ
シ
ッ
プ
以

外
の
も
の
は
何
も
の
を
も
求
め
ず
、
す
べ
て
を
ゴ
シ
ッ
プ
化
す
る
だ
け
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
潤
一
郎
と
龍
之
介
と
は
そ
ん
な
事
に
は
一
向
お
か
ま
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ひ
も
な
く
、
改
造
（
龍
之
介
の
方
は
ど
こ
で
あ
つ
た
ら
う
か
）
誌
上
の
文
字

で
ば
か
り
で
は
な
く
、
顔
を
突
き
合
し
て
の
対
談
で
も
こ
れ
を
話
題
に
し
て

ゐ
た
の
を
僕
は
聞
い
て
ゐ
る
。
論
争
で
は
無
く
文
字
の
上
で
の
談
笑
に
し
か

過
ぎ
な
い
と
い
ふ
僕
の
意
見
は
か
う
い
ふ
事
実
か
ら
来
て
ゐ
る
解
釈
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
談
笑
の
間
で
も
「
で
」
「
例
へ
ば
？
」
な
ど
と
な
か
な
か

口
利
く
言
葉
を
切
り
結
ぶ
龍
之
介
で
あ
つ
た
か
ら
、
筆
鋒
の
方
が
か
へ
つ
て

に
ぶ
い
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
あ
る
。

　
龍
之
介
か
ら
出
て
久
し
く
（
断
続
的
に
一
年
ば
か
り
も
）
つ
づ
い
た
こ
の

論
題
に
、
今
更
僕
が
引
分
け
を
宣
告
す
る
必
要
も
な
く
、
聡
明
な
両
論
客
は

自
身
で
夙
に
こ
れ
を
覚
つ
て
、
先
づ
潤
一
郎
が
体
力
の
相
違
と
論
を
収
修
し

よ
う
と
す
る
の
を
、
龍
之
介
の
方
で
は
体
力
の
問
題
ば
か
り
に
は
帰
し
た
く
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な
い
ら
し
く
、
式
部
日
記
の
一
節
か
ら
彼
女
が
清
少
納
言
を
評
し
且
つ
戒
め

て
ゐ
る
一
節
を
引
用
し
て
潤
一
郎
に
答
へ
て
「
…
…
議
論
の
是
非
を
暫
く
問

は
ず
、
『
饒
舌
録
』
の
文
章
の
リ
ズ
ム
の
堂
々
と
し
て
ゐ
る
為
ば
か
り
で
は

な
い
。
往
年
深
夜
の
自
動
車
の
中
に
僕
の
為
に
芸
術
を
説
い
た
谷
崎
潤
一
郎

氏
を
思
ひ
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
応
酬
を
結
ん
で
ゐ
る
。

　
気
質
、
生
活
態
度
な
ど
の
一
切
を
ひ
つ
く
る
め
た
上
で
、
そ
れ
を
体
力

（
龍
之
介
の
所
謂
動
物
力
）
の
相
違
と
見
る
こ
と
は
当
ら
ぬ
で
は
あ
る
ま
い
。

龍
之
介
の
衰
弱
し
た
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
イ
は
そ
の
後
久
し
か
ら
ず
し
て
彼
自
身

を
忽
焉
と
他
界
に
導
き
、
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的
な
」
は
彼
の
文
学
信

条
を
語
る
遺
書
と
な
つ
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
。

　
と
は
云
へ
「
話
の
な
い
小
説
」
の
説
を
た
だ
衰
弱
し
た
体
力
の
所
産
と
ば
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か
り
片
づ
け
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
潤
一
郎
と
龍
之
介
と
で
は
た
だ
体

力
の
相
違
と
ば
か
り
に
片
づ
け
切
れ
な
い
も
の
が
何
か
残
る
や
う
な
気
が
せ

ぬ
で
も
無
い
。

　
龍
之
介
に
倣
つ
て
画
に
例
を
と
つ
て
云
ふ
な
ら
ば
、
潤
一
郎
は
結
局
、
紫

派
（
日
本
洋
画
壇
で
初
期
印
象
派
を
呼
ぶ
語
で
あ
る
）
以
後
の
理
解
者
と
は

云
ひ
難
い
の
に
反
し
て
、
龍
之
介
は
ゴ
オ
ガ
ン
や
ル
ド
ン
な
ど
に
対
し
て
異

常
な
魅
蠱
を
感
じ
て
ゐ
た
の
は
そ
の
自
ら
記
し
て
ゐ
る
と
ほ
り
で
あ
る
。
彼

は
そ
の
頃
ゴ
オ
ガ
ン
の
最
も
い
い
蒐
集
が
モ
ス
コ
オ
に
あ
る
事
を
僕
に
教
へ

て
、
そ
れ
を
見
る
た
め
に
一
緒
に
行
く
気
は
な
い
か
と
誘
つ
た
の
で
、
僕
も

仮
り
に
賛
成
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
体
質
か
、
気
質
か
、
そ

れ
と
も
趣
味
か
は
た
教
養
の
た
め
か
そ
の
原
因
は
知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
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も
か
う
い
ふ
相
違
が
、
「
僕
等
の
兄
」
と
敬
ま
ひ
、
ま
た
往
年
の
深
夜
の
自

動
車
の
な
か
の
友
情
を
今
も
忘
れ
ず
感
じ
つ
つ
も
、
龍
之
介
を
し
て

「
大
な
る
友
よ
、
汝
の
道
に
か
へ
れ
」

　
と
気
の
弱
い
捨
ぜ
り
ふ
を
残
し
て
見
返
り
が
ち
に
潤
一
郎
か
ら
遠
退
か
せ

た
。

　
龍
之
介
が
議
論
の
間
に
処
々
に
鏤
め
た
潤
一
郎
に
対
す
る
言
辞
は
気
の
弱

さ
か
ら
出
た
と
も
、
都
会
人
の
社
交
性
と
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

潤
一
郎
の
方
は
、
先
輩
の
自
覚
と
生
来
の
気
質
と
か
ら
龍
之
介
の
神
経
質
な

態
度
に
較
べ
る
と
無
遠
慮
に
近
い
も
の
で
、
「
言
語
蕪
雑
、
或
ひ
は
礼
を
失

し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
こ
は
平
素
の
心
安
だ
て
に
赦
し
て
頂
く
」
と
云
ひ

な
が
ら
も
、
か
な
り
づ
け
づ
け
と
云
つ
て
の
け
た
所
も
二
、
三
な
ら
ず
見
ら
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れ
る
。
そ
の
頃
、
潤
一
郎
の
話
で
は
龍
之
介
か
ら
洋
書
か
何
か
を
贈
つ
て
来

た
の
を
、
一
方
で
議
論
を
戦
は
し
な
が
ら
贈
物
で
も
あ
る
ま
い
、
謙
信
が
塩

を
送
つ
て
来
た
の
と
は
違
ふ
と
思
つ
た
か
ら
返
し
た
が
、
今
に
し
て
思
へ
ば

形
見
を
く
れ
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
ら
し
い
、
悪
い
事
を
し
て
し
ま
つ
た
と
後

々
潤
一
郎
が
気
に
病
ん
で
ゐ
た
の
が
思
出
さ
れ
た
。
「
饒
舌
録
」
の
後
半
を

占
め
て
ゐ
る
昨
の
談
敵
に
対
す
る
哀
傷
と
弔
意
と
は
潤
一
郎
の
人
と
し
て
の

美
質
を
示
す
と
と
も
に
、
潤
一
郎
の
同
情
あ
る
龍
之
介
観
を
語
つ
て
ゐ
る
。

　
や
は
り
そ
の
頃
の
事
で
あ
つ
た
が
岡
本
の
潤
一
郎
の
家
へ
龍
之
介
と
一
緒

に
行
つ
て
、
一
、
二
泊
し
た
時
、
誘
は
れ
て
主
人
夫
妻
と
と
も
に
文
楽
の
人

形
芝
居
の
狐
火
な
ど
を
見
に
行
つ
た
時
の
事
が
「
文
芸
的
な
余
り
に
文
芸
的

な
」
の
二
十
二
「
近
松
門
左
衛
門
」
の
な
か
に
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
時
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潤
一
郎
が
弁
当
と
し
て
用
意
し
て
行
つ
た
す
し
を
龍
之
介
は
酸
過
多
で
食
べ

ら
れ
な
い
と
一
つ
も
手
を
出
さ
な
い
で
、
我
々
の
た
め
に
お
茶
ば
か
り
汲
ん

で
く
れ
て
ゐ
た
の
も
思
ひ
出
に
わ
び
し
い
。

　
文
楽
見
物
は
多
分
、
改
造
社
の
講
演
か
何
か
で
お
ほ
ぜ
い
大
阪
へ
乗
り
込

ん
だ
時
で
あ
つ
た
ら
う
。
帰
途
は
芥
川
と
ふ
た
り
同
車
で
並
ん
で
ゐ
た
が
こ

れ
も
ま
だ
春
の
早
い
頃
で
、
龍
之
介
は
窓
外
に
見
出
し
た
風
景
か
ら

　
　
「
小
枕
の
垢
や
伊
吹
に
残
る
雪
」

　
を
思
ひ
出
し
て
車
中
の
た
の
し
げ
な
俳
談
（
そ
の
内
容
は
忘
れ
た
）
の
あ

ひ
だ
に
も
彼
は
関
ヶ
原
の
余
寒
に
辟
易
し
て
ゐ
た
の
を
も
忘
れ
な
い
。
先
日

も
関
ヶ
原
を
通
過
し
て
伊
吹
を
見
る
と
と
も
に
、
そ
の
時
の
龍
之
介
を
思
ひ

出
し
た
事
で
あ
つ
た
、
序
に
記
し
て
置
く
。
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