
横
光
利
一

･習
作
期
の
断
面

-

『神
馬
』
･(知
ら
な
い
一
日
)
の
訪
れ

-

は
じ
め
に

『神
馬
』
は
大
正
六
年
七
月

『文
書
世
界
』
投
稿
欄

｢文
叢
｣
に
佳
作
と

し
て
掲
載
さ
れ
た
小
品
で
あ
る
｡
選
者
で
あ
っ
た
中
村
星
湖
は
'
｢
こ
れ
は

動
物
の
心
で
周
囲
を
み
ま
は
し
た
風
に
し
て
あ
る
｡
も
と
よ
り
不
自
然
で

は
あ
る
が
､
か
う

い
ふ
行
き
方
も
好
い
｡
そ
し
て
な
か
〈

注
意
が
行
き

届
い
て
ゐ
る
J
と
い
う
好
意
的
な
評
を
残
し
て
い
る
｡

こ
の
年
'
数
え
で
二
十
歳
を
迎
え
て
い
た
横
光
は
精
神
的
に
不
安
定
な

日
々
を
お
-

っ
て
い
た
｡
前
年
の
大
正
五
年
､
横
光
は
早
稲
田
大
学
高
等

予
科
英
文
学
科
に
入
学
す
る
が
や
が
て
神
経
衰
弱
に
か
か
り
父
母
の
住
む

A-
>

京
都
山
科

へ
帰
京
し
て
い
る
｡

い
っ
た
ん
大
学
を
除
籍
に
な
-
大
正
七
年

早
稲
田
に
復
学
す
る
ま
で
の
間
'
横
光
は
こ
の
山
科
で
青
春
の

1
時
期
を

過
ご
す
こ
と
に
な
る
｡
『神
馬
』
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
書
か
れ
た

の
で
あ
る
｡

石

橋

紀

俊

『神
馬
』
は
横
光
文
学
に
お
い
て
単
に
最
初
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
と

言
う
だ
け
で
は
な
い
｡
以
後
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
横

光
文
学
の
出
発
地
点
'
文
字
ど
お
り
の
第

1
歩
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
.

そ
の
意
味
で
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
八
枚
程
度
に
し
か
過
ぎ
な
い

『神
馬
』
と
い
う
小
品
を
ど
の
よ
-
に
読
む
の
か
と
い
う
問
題
は
､
横
光
利

一
と
い
う
作
家
が
ど
の
よ
う
な
地
点
か
ら
作
家
と
し
て
の
胎
動
を
始
め
た

の
か
を
知
る
た
め
に
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
｡

『神
馬
』
解
読
の
試
み
は
'
横
光
文
学
を
考
え
る
上
で
の
指
針
の

一
端
を
開

い
て
く
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
｡

な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

『神
馬
』
に
対
し
て
可
能
な
の
か
｡

例
え
ば
佐
藤
昭
夫
氏
は
次
の
よ
う
に

『神
馬
』
を
枠
付
け
て
い
る
｡

『神
馬
』
は
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
馬
に
自
己
を
仮
託
し
て
'
青
春
の

<りJ)

旺
盛
な
生
命
力
を
'
食
性
両
欲
の
面
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
｡
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佐
藤
氏
は
こ
れ
以
上
具
体
的
に

『神
馬
』
に
踏
み
込
む
こ
と
を
し
て
い

な
い
が
'
お
そ
ら
-
､
｢青
春
の
旺
盛
な
生
命
力
｣
と

｢食
性
両
欲
｣
と
は

佐
藤
氏
が
言
う
よ
う
に
は
直
結
し
な
い
｡
｢食
性
両
欲
｣
は

｢旺
盛
な
生
命

力
｣
を
担

っ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
(知
ら
な
い

一
日
)
を
補
完
す
る
最
低

限
の
生
命
力
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
栗
坪
良
樹
氏
は

『神
馬
』
を
次
の
よ
う
な
評
言
で
捉
え
た
｡

囲
わ
れ
て
監
禁

･
拘
束
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
馬
の
自
意
識
が
'

一
つ

の
話
を
作
り
上
げ
て
ゆ
-
｡
-
-
(略
)-
-
主
人
公
の
馬
は

(出

て
歩
き
た
い
)
と
い
う
意
識
の
洪
水
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

El=引人血

る
｡

(傍
点
原
文
)

お
そ
ら
-
こ
の
粟
坪
氏
の
評
言
は
反
転
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
｡
『神
馬
』
と
い
う
作
品
は

｢馬
の
自
意
識
が
'
一
つ
の
話
を
作
り
上
げ

て
ゆ
-
｣
作
品
な
の
で
は
な
-
､
逆
に
馬
か
ら
彼
の
自
意
識
を
周
到
に
摘

み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
｡
｢出
て
歩

き
た
い
｣
と
い
う
馬
の
願
望
に
し
て
も
'
そ
れ
が
食
欲
や
生
理
的
な
欲
求

に
取

っ
て
代
ら
れ
て
い
-
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
'
そ
の
願
望
は

｢意
識
の

洪
水
｣
に
な
る
前
に
枯
渇
し
て
し
ま
-
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

本
稿
の
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
､
『神
馬
』
と
い
-
作
品

は
､
｢神
馬
｣
と
し
て
祭
ら
れ
た
馬
か
ら
彼
の
自
己
意
識
を
奪
う
こ
と
で
自

己
を
語
る
言
葉
を
喪
失
さ
せ
'
食
欲
な
ど
の
身
体
的

･
生
理
的
欲
求
の
中

に
終
息
さ
せ
て
い
-
過
程
に
立
脚
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
｡
主
人
公
で
あ

る
馬
に
は
'
｢神
馬
｣
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
と
い
う
閉
塞
的
な
自
己
の
状

況
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
'
自
己
の
状
況
に
無
自
覚
な

ま
ま
彼
に
と
っ
て
の

(
知
ら
な
い
一
日
)
が
暮
れ
て
い
-
｡
彼
が

(
知
ら

な
い
一
日
)
を
過
不
足
な
-
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
閉
塞
的
な
状

況
が
'
絶
対
的
な
状
況
と
し
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
｡

た
だ
し
こ
の
過
程
を
単
に
平
坦
で
直
線
的
な
行
程
と
し
て
捉
え
て
し
ま

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
確
か
に
作
品
世
界
に
は
最
終
的
に

(
知
ら
な
い
一
日
)

が
訪
れ
､
時
空
は
そ
こ
に
終
息
し
て
い
-
の
だ
が
'
馬
が
そ
の

1
日
の
中

で
生
き
た
時
間
は
決
し
て

一
様
で
均
質
的
な
時
間
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る

｡主
人
公
の
馬
に
は
'
閉
塞
的
な
現
状
を
認
識
し
'
と
ら
わ
れ
の
身
と
し

て
の
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
'
新
た
な
物
語

へ
と
踏
み
出
し
て
い
く

契
機
が
幾
度
か
訪
れ
て
い
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
先

へ
と
展
開
す
る
こ

と
な
-
､
彼
の
即
物
的
な
欲
求
の
前
に
途
切
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
現

状
を
打
破
し
得
る
可
能
性

の
到
来
と
そ
の
頓
挫
｡
『神
馬
』
と
い
う
作
品

は
､
こ
の
二
項
を
基
本
的
な
構
成
要
素
と
L
t
そ
れ
に
伴
う
緊
張
と
弛
緩

と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
'
馬
の

(知
ら
な
い
一
日
)
を
紡
い
で
い
-
作
品

で
あ
る
｡
新
た
な
物
語
の
契
機
を
主
人
公
に
与
え
､
次
の
瞬
間
そ
れ
を
身

体
的
な
欲
求
の
前
に
頓
挫
さ
せ
る
｡
そ
れ
が

『神
馬
』
の
構
成
で
あ
り
仕

掛
け
で
あ

っ
た
｡
『神
馬
』
と
い
う
作
品
は
'
各
所
で
全
-
別
の
物
語

へ
と

展
開
し
て
い
-
契
機
を
は
ら
み
つ
つ
も
､
結
局
'
彼
の
決
定
的
な
無
自
覚

に
よ

っ
て
t
へ
知
ら
な
い
1
日
)
が
最
終
的
に
告
げ
ら
れ
る
と
い
う
作
品
な

の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
､
具
体
的
に
作
品
世
界

へ
と
踏
み
込
ん

で
行
-
こ
と
に
し
よ
う
｡
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2

作
品
世
界
の
振
幅

1

新
た
な
物
語
の
可
能
性
と
そ
の
頓
挫
-

『神
馬
』
の
作
品
世
界
は
'
食
欲
と
眠
気
と
に
と
ら
わ
れ
た
馬
の
姿
を
描

-
こ
と
で
始
め
ら
れ
る
｡
彼
は
餌
を

｢食
つ
｣
て
は

｢居
眠
｣
り
を
L
t

そ
し
て
さ
ら
に
与
え
ら
れ
る
餌
を

｢
又
食
つ
｣
て
い
る
｡
こ
の
馬
の
姿
に
'

(知
ら
な
い
一
日
)
を
無
自
覚
な
ま
ま
生
き
て
い
る
馬
の
位
相
を
読
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
主
人
公
の
馬
は
食
欲
と
眠
気
に
支
配
さ
れ
た
弛
緩
し

た
時
間
の
中
に
過
不
足
な
-
お
さ
ま

っ
て
い
る
｡
彼
の
生
は
'
弛
緩
し
た

現
在
時
に
お
い
て
､
そ
れ
以
下
で
も
そ
れ
以
上
で
も
な
い
｡
自
ら
に
課
せ

ら
れ
た

｢神
馬
｣
と
い
う
役
回
り
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
上

身
体
的
な

欲
求
を
満
た
す
こ
と
を
唯

1
の
生
き
る
意
味
と
し
て
'
彼
は
生
き
て
い
る
｡

冒
頭
に
お
け
る
彼

の
姿
は
'
｢神
馬
｣
と
し
て
の
閉
塞
的
な
状
況
に
埋
没

L
t
そ
こ
で
生
を
完
結
さ
せ
る
彼
の
生
の
在
り
方
を
開
示
し
て
い
る
の
で

あ

る
｡

し
か
し
そ
ん
な
彼
に
'
現
状
か
ら
の
解
放
を
志
向
す
る
最
初
の
契
機
が

訪
れ
る
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ま
で
弛
緩
し
て
い
た
作
品
世
界
は
､

一
瞬
'
緊
迫
す
る
｡

彼
は

｢食
ひ
倦
き
｣
て

｢小
山
の
上
か
ら
下
を
見
下
ろ
｣
す
｡
馬
が
と

ら
え
た
の
は
､
次
の
よ
う
な
光
景
で
あ

っ
た
｡

淡
紅
の
蓮
華
畑
や
､
黄
色
な
莱
畑
や
'
緑
色
の
麦
畑
が
幾
段
と
続
い

て
ゐ
た
｡
そ
の
ず

つ
と
向
ふ
に
は
'
濃
い
藍
色
の
海
が
際
涯
し
な
く

拡

っ
て
ゐ
て
､
そ
の
上
を
水
色
の
空
が
恰
も
子
守
り
で
も
命
ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
か
の
や
う
に
柔
-
圧
へ
て
ゐ
た
｡

馬
合
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
彼
が
と
ら
え
た
光

景
は
'
｢幾
段
と
続

い
て
ゐ
｣
る
畑
で
あ
り
'
｢際
涯
し
な
-
拡
っ
て
ゐ
｣

る
海
で
あ

っ
た
｡
彼
は
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
閉
塞
的
な
空
間
に
対
置
さ
れ

る
外
界
の
空
間
的
な
広
が
り
を
眼
に
L
t
｢豆
台
を
飛
び
越
え
て
走
り
た
｣

い
と
い
う
願
望
が
彼
に
芽
生
え
る
の
で
あ
る
｡

彼
が
豆
台
を
越
え
て
走
り
た
い
と
思
う
時
'
彼
は
'
こ
れ
ま
で
唯

1
拘

っ
て
い
た
食
欲
を
越
え
て
､
現
状
か
ら
の
解
放
と
自
由
な
生

へ
の
欲
求
を

語
り
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
彼
が
自
由
を
志
向
し
よ

う
と
し
た
時
'
そ
の
先
に
は
､
(
知
ら
な
い
一
日
)
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

可
能
性
が
卒
ま
れ
て
い
た
｡

自
由
に
走
り
た
い
と
い
う
思
い
は
'
裏
返
っ
て
'
自
由
に
走
る
こ
と
を

許
さ
れ
な
い
'
自
ら
の
置
か
れ
た
閉
塞
的
な
現
状
を
否
応
な
-
理
解
す
る

こ
と
に
な

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
｡
(知
ら
な
い
一
日
)
の
も
と
で
絶
対
的

だ
っ
た
彼
の
生
は
､
自
由
に
走
り
た
い
と
い
う
思
い
に
よ
っ
て
相
対
化
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
｡
｢
豆
台
を
飛
び
越
え
て
走
り
た
｣
い
と
い
う
願
望
の

向
う
に
は
'
｢神
馬
｣
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
現
状
に
対
峠
す
る
新
た

な
自
己
の
発
見
と
'
(
知
ら
な
い
1
日
)を
無
自
覚
に
生
き
る
の
で
は
な
い
'

ま
た
別
の
物
語
を
生
き
る
可
能
性
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
馬
は
｢又
豆
が
パ
ラ
-

と
撒
か
れ
る
と
何
も
か
も
忘
れ
て
了
｣

う
の
で
あ
る
｡
馬
が
踏
み
出
そ
う
と
し
た
新
た
な
物
語
は
､
そ
の
萌
芽
の

瞬
間
､
食
欲
の
前
に
挫
折
し
て
し
ま
う
｡
作
品
世
界
に
は
再
び
弛
緩
し
た

時
間
が
流
れ
始
め
る
だ
ろ
う
｡
馬
の
願
望
は
持
続
す
る
こ
と
な
-
､
あ

っ

け
な
-
食
欲
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

彼
の
前
に

｢未
の
印
を
白
い
着
物
中
に
ペ
タ
〈

押
し
た
爺
｣
が
現
わ
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れ
る
｡
そ
の
爺
は

｢棺
傘
を
猪
首
に
冠
っ
て
'
彼
を
拝
ん
で
ゐ
｣
る
の
で

あ

っ
た
｡
そ
の
傍
ら
で
は

｢小
僧
が
指
を
食
は
へ
て
'
不
思
議
さ
-
に
彼

を
見
て
ゐ
｣
る
｡

爺
は
拝
み
終
へ
て
子
供
の
頭
を
圧
へ
な
が
ら
云
っ
た
｡

｢さ
あ
､
さ
あ
'
拝
ま
つ
し
ゃ
れ
｡
そ
ん
な
に
見
た
ら
眼
が
つ
ぶ
れ

る
ぞ
J

子
供
は
圧
へ
ら
れ
て
ゐ
る
頭
の
下
か
ら
未
だ
彼
を
ジ
ロ
〈

見
て
ゐ

た
｡
膿
て
彼
ら
は
去
っ
た
｡

(何
奴
ら
変
挺
な
こ
と
を
し
や
が
る
｡
何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら

う
-
)

彼
に
は
'
｢爺
｣
や

｢子
供
｣
が
自
分
を

(拝
ん
で
い
る
)
の
だ
と
い
う

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は

｢変
梅
な
こ

と
｣
な
の
で
あ
る
｡
彼
は

｢何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら
う
-
｣
と
い
う
疑

問
を
抱
だ
-
だ
ろ
う
｡
彼
は
､
｢爺
｣
や

｢子
供
｣
が
行
な
っ
て
い
た
不
可

解
な
行
動
に
対
す
る
意
味
探
索

へ
と
乗
り
出
そ
う
と
し
た
｡

｢何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら
う
-
｣
と
い
う
彼
の
こ
の
疑
問
を
聞
き
逃
し

て
は
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
こ
の
疑
問
の
先
に

(知
ら
な
い
一
日
)
を

知
り
得
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

｢爺
｣
や

｢子
供
｣
の
不
可
解
な
行
動
の
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
は
'
同

時
に
そ
の
行
動
が
向
け
ら
れ
た
彼
自
身
を
発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡

｢何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら
う
-
｣
と
い
う
疑
問
の
終
着
点
と
し
て
､
(拝

み
)
と
い
う
答
え
を
彼
が
導
き
出
し
た
と
す
る
な
ら
ば
'
彼
は

｢神
馬
｣

と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
自
己
を
必
然
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
.
そ
の
時
､
彼
に
と
っ
て
､
決
し
て

(知
ら
な
い
1
日
)
で
は
あ

り
得
な
い
新
た
な

一
日
が
開
始
さ
れ
る
に
違
い
な
か
っ
た
｡
｢爺
｣
や

｢子

供
｣
の
不
可
解
な
行
動
に
対
す
る
疑
問
に
は
'
｢神
馬
｣
で
あ
る
こ
と
を
強

制
さ
れ
た
自
己
を
対
象
化
し
相
対
化
す
る
契
機
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
｡
｢何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら
う
-
｣
と
い
う
彼
の
疑
問
は
'
現
行
の

『神
馬
』
と
は
全
-
異
な
る
小
説
世
界

へ
と
展
開
す
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
-

『神
馬
』
は
そ
の
よ
う
に
は
展
開
し
な
か
っ

た
｡
自
己
を
対
象
化
し
新
た
な
自
己

へ
と
展
開
し
て
い
-
こ
と
で
は
な
-
､

ど
こ
ま
で
も
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
｡
こ
の
こ
と
こ
そ
が
'
『神
馬
』
の
作
品

世
界
の
中
で
彼
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
課
題
な
の
で
あ
る
｡

｢何
を
し
や
が
っ
た
ん
だ
ら
う
-
｣
と
い
う
彼
の
疑
問
は
'
(知
ら
な
い

1
日
)を
知
る
契
機
を
牢
み
つ
つ
も
､
｢急
に
腎
部
が
気
持
ち
恵
-
な
｣
る
こ

と
に
よ
っ
て
容
易
に
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
｡

生
理
的
欲
求
を
満
た
し
た
彼
は
そ
れ
に
満
足
し
眠
り
に
つ
こ
う
と
す
る

の
で
あ
る
が
､
彼
の
視
界
が
空
高
-
飛
ぶ
鳶
や
竿
に
食
い
付
き
な
が
ら
遊

ぶ
鯉
の
ぼ
り
を
と
ら
え
る
時
､
外
界
は
再
び
広
が
り
を
持
っ
た
空
間
と
し

て
彼
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
っ
た
｡

広
い
道
が
畑
の
間
を
真
直
に
延
び
て
ゐ
た
｡
首
を
振
り
乍
ら
歩
い
て

ゐ
る
馬
や
'
唄
を
歌
っ
て
ゐ
る
頬
冠
り
し
た
人
間
や
'
皐
等
が
沢
山

住
っ
た
り
釆
た
り
し
て
ゐ
た
｡

こ
こ
で
彼
が
目
に
し
た
光
景
は
､
空
間
的
な
広
が
り
で
あ
る
と
共
に
運

動
性
を
も
抱
え
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
馬
や
人
間
'
車
な
ど
は
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運
動
を
許
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
､
運
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
彼
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
に
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
彼
は

｢
(出
て
歩
き
た
い

な
)｣
と
思
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
も
や
は
り
そ
の
願
望
は
持
続
し
な
い
｡
彼

は

｢何
日
か
二
三
度
逃
げ
出
た
時
､
三
四
日
の
間

1
食
も
-
れ
な
か
っ
た

苦
痛
を
思
ひ
出
し
｣
'
｢出
て
歩
き
た
い
｣
と
い
う
願
望
を
容
易
に
絶

っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
｡
そ
れ
と
期
を

一
に
す
る
か
の
よ
う
に

一
陣
の
風
が
吹

き
渡
た
り
'
あ
た
か
も
外
界
の
風
景
が
彼
の
自
由

へ
の
志
向
の
頓
挫
を
な

ぞ
る
か
の
よ
う
に
､
運
動
性
の
象
徴
で
あ
っ
た

｢
人
も
車
も
馬
｣
も
境
の

中
に

｢飲
み
込
ま
れ
｣
て
し
ま
う
｡
彼
に
と
っ
て
何
も
食
べ
る
こ
と
の
で

き
な
い
身
体
的
な
苦
痛
は
'
閉
塞
的
な
状
況
を
強
い
ら
る
精
神
的
な
苦
痛

を
遥
か
に
凌
駕
す
る
の
で
あ
る
｡

彼
に
は
ま
た
弛
緩
し
た
時
間
が
流
れ
始
め
'
外
界
は
'
食
物
を
も
た
ら

し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
-
な

っ
て
し

ま
う
の
で
あ

っ
た
｡

3

教
師
の
言
葉

そ
ん
な
彼
の
前
に

｢
五
十
人
余
り
の
子
供
ら
が
教
師
に
連
れ
ら
れ
て
上

っ
て
来
｣
る
｡
教
師
は
子
供
ら
に
彼
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
の

で
あ

っ
た
｡

｢皆
さ
ん
｡

こ
の
馬
は
'
日
露
戦
争
に
行

っ
て
'
弾
丸
雨
飛
の
間
を

-
ゞ
つ
て
来
た
馬
で
あ
り
ま
す
｡
馬
で
さ

へ
国
の
た
め
君
の
た
め
に

尽
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
､
皆
さ
ん
は
猶

一
層
勉
強
を
し
て
'

国
家
の
た
め
に
尽
き
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
J

教
師
の
こ
の
言
葉
は
､
わ
ず
か
に
で
は
あ
る
が
彼
の
過
去
を
示
し
て
い

る
｡
彼
は
軍
馬
と
し
て
日
露
戦
争
に
参
戦
し
た
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
'
現

在

｢神
馬
｣
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
彼
に
は
過
去
の
記
憶
な
ど
な
い
｡
教
師
の
言
葉
が
開

い
て
み
せ

て
-
れ
た
過
去

へ
の
端
緒
に
対
し
て
'
彼
が
自
覚
的
に
関
わ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
､
や
は
り
新
た
な
物
語
が
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
そ
し

て
'
彼
は
自
己
を
拘
束
す
る
本
質
的
な
力
学
と
し
て
､
戦
争
を
正
当
化
す

べ
く
周
到
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
認
識

す
る
こ
と
に
な

っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡

し
か
し
､
彼
は
こ
こ
で
も
絶
望
的
な
ほ
ど
無
自
覚
な
ま
ま
だ
｡
彼
に
は

食
欲
以
上
の
こ
と
を
語
る
ど
ん
な
言
葉
も
な
い
の
で
あ
る
｡
彼
が
語
り
得

た
の
は

｢
(あ

い
つ
ら
は
何
だ
ら
う
俺
を
ジ
ロ
〈

皆
見
や
が
る
｡
だ
が
呉

れ
さ
う
も
な
い
)｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
彼
は

｢食
ひ
残
し
た
前
の
五
六

粒
の
豆
を
拾
｣
い
始
め
る
の
で
あ

っ
た
｡
彼
の
過
去
を
開

い
て
い
た
教
師

の
言
葉
は
､
結
局
'
彼
に
よ
っ
て
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

た
だ
し
こ
の
教
師
の
言
葉
は
､
彼
が
し
た
よ
う
に
は
素
通
り
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
う

一
つ
の
意
味
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
｡

彼
を

｢神
馬
｣
と
し
て
祭
る
こ
と
で
彼
に
閉
塞
的
な
生
を
強
い
て
い
る

本
質
が
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

っ
て
み
れ
ば
'
｢皆
さ
ん
は
猶

一
層
勉
強
を
し
て
'
国
家
の
た
め
に
尽
き
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｣
と
子
供
た

ち
を
諭
す
教
師
も
ま
た
'
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
閉
塞
的

な
生
を
強
い
ら
れ
て
い
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
｡
こ
の
教
師
だ
け
で
は

な
い
｡
前
述
の
爺
も
ま
た
同
じ
位
相
に
あ
る
だ
ろ
う
｡
｢神
馬
｣
と
し
て
祭

ら
れ
た
彼
と
同
様
の
拘
束
状
態
は
､
彼
の
前
で
手
を
合
わ
せ
拝
む
様
々
な
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人
間
た
ち
に
し
て
み
て
も
'
主
人
公
の
馬
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
｡
教
師
の
言
葉
は
､
馬
の
閉
塞
的
な
状
況
が
'
実
は
わ
れ
わ

れ
人
間
の
側
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
図
ら
ず
も
開
い
て
し
ま

っ

て
い
る
｡
教
師
の
言
葉
を
注
意
深
-
聴
い
て
み
た
時
､
馬
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
が
'
人
間
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
し
て
反
転
す
る
の
で
あ
る
｡

も
し

『神
馬
』
と
い
う
作
品
に
人
間
批
評
を
読
む
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
､

岩
尾
正
勝
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な

｢馬
の
目
か
ら
見
た
人
間
挙
動
の
不
審

(4
>

さ
｣
と
い
う
漠
然
と
し
た
こ
と
で
は
な
-
､
馬
と
同
じ
よ
う
に
閉
塞
的
な

状
況
に
無
自
覚
な
ま
ま
生
き
る
人
間
の
姿
を
指
摘
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
『神

馬
』
と
い
う
作
品
は
､
主
人
公
の
馬
と
同
様
に
､
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
新
た

な
物
語
の
可
能
性
の
到
来
を
こ
と
ご
と
-
見
逃
し
､
(知
ら
な
い
1
日
)
に

甘
ん
じ
な
が
ら
日
々
を
重
ね
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
は
な
い
の
か
と

い
う
不
安
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
掛
け
る
｡
馬
の
滑
稽
さ
は
'
わ
れ
わ
れ
自

身
の
滑
稽
さ
で
は
な
い
の
か
と
い
う
思
い
に
ふ
っ
と
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
｡

た
だ
､
横
光
に
と
っ
て
の

『神
馬
』
を
考
え
る
時
'
主
人
公
の
馬
を
人

間
の
戯
画
と
し
て
の
み
捉
え
る
だ
け
で
は
問
題
の

一
端
し
か
つ
か
ん
で
い

な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
横
光
の
人
間
観
は
'
人
間
の
滑
稽
さ
を
馬
に

託
し
て
暴
い
て
み
せ
て
満
足
で
き
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
こ
に
は
裏
の
も
の
を
表
に
返
す
よ
う
な
屈
折
が
存
在
す
る
｡
｢神
馬
｣
で

あ
る
馬
に
象
徴
さ
れ
た
生
の
在
り
方
に
は
'
そ
れ
を
も
う

一
度
反
転
さ
せ

て
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
李
ま
れ
て
い
る
｡
再
び
後
に
触

れ
る
こ
と
に
な
る
が
､
無
自
覚
な
ま
ま

(
知
ら
な
い
一
日
)
を
生
き
る
と

い
う
こ
と
が
､
横
光
に
と
っ
て

一
つ
の
幸
福
の
形
態
で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢神
馬
｣
で
あ
る
馬
に
は
'
横
光
の
理
想
像
が
託
さ
れ
て
い
る
｡
外
界
と

そ
れ
に
対
峠
す
る
自
己
と
の
意
味
を
絶
え
ず
求
め
つ
つ
'
そ
れ
を
つ
か
む

こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
青
年
横
光
に
と
っ
て
､
外
界
に
対
し
て
無
自
覚

で
い
る
こ
と
は
'
滑
稽
で
あ
り
な
が
ら
も
安
定
し
た
生
を
生
き
得
る

一
つ

の
幸
福
の
在
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
を
捉
え
る
た
め
に
も
､
わ
れ
わ
れ
は

(知
ら
な
い
一
日
)
の

完
結
に
立
ち
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

4

(知
ら
な
い

1
日
)
の
完
結

教
師
と
子
供
た
ち
が
去
っ
て
､
彼
は
再
び
食
欲
に
と
ら
わ
れ
る
｡
彼
は

｢榊
の
下
に
捨
て

ゝ
あ
っ
た
黄
色
な
桂
の
皮
｣
に
眼
を
止
め
る
｡
彼
は

｢榎

の
皮
｣
対
し
て

｢
(何
だ
ら
う
､
あ
れ
や
-
)｣
と
い
う
疑
問
を
抱
-
の
で

あ
る
が
'
そ
の
疑
問
は
'
拝
ん
で
い
る
爺
に
対
し
て
抱

い
た
疑
問
と
大
き

-
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら
新
た
な
物
語
は
始
ま
ら
な
い
｡

彼
が
そ
の
疑
問
の
先
に
紡
ぎ
だ
す
の
は
'
｢
(食
ひ
た
い
な
)｣
と
い
う
欲

求
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
ん
な
彼
に
牝
馬
の
噺
き
が
聞
こ
え
て
-
る
｡
彼
が
そ
れ
を
聞
い
た
時
､

そ
れ
ま
で
拘

っ
て
い
た
榎
の
こ
と
は

一
瞬
に
し
て
忘
れ
去
ら
れ
る
｡
牝
馬

の
声
は
､
彼
に
'
食
欲
を

一
気
に
凌
駕
す
る
新
た
な
欲
望
を
開
-
の
で
あ

る
｡
彼
は
牝
馬
の
声
に
耳
を
澄
ま
し
'
そ
し
て
激
し
-
馬
食
か
ら
駆
け
出

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
れ
も

一
時
の
衝
動
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ
の
性
的
衝
動

ち

(知
ら
な
い
一
日
)
を
突
き
破

っ
て
い
-
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
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以
後
'
彼
に
新
た
な
物
語
の
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

彼
の
前
に

｢黒
犬
の
大
き
い
の
｣
が
現
わ
れ
て
も
､
例
え
ば
以
前
の
よ
う

に
'
そ
れ
が
運
動
性
を
担
う
も
の
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
も
な
い
｡
彼
に

は
犬
が
自
分
の
餌
を
狙

っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
｡
彼
の
前
で
世

界
は
､
再
び
食
欲
を
基
準
に
し
て
で
し
か
語
ら
れ
な
い
貧
弱
な
相
を
呈
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

徐
々
に
日
が
暮
れ
て
い
-
｡
や
が
て

｢
い
つ
も
の
男
が
｣
来
て
馬
合
の

｢重
い
戸
を
ピ
ツ
タ
リ
落
ろ
し
｣
て
し
ま
う
だ
ろ
う
｡
そ
の
時
'
(知
ら
な

い
1
日
)
は
完
結
L
t
彼
が

(知
ら
な
い
1
日
)
を
知
る
可
能
性
も
ま
た
､

閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

彼
は

(知
ら
な
い
1
日
)
の
中
に
完
全
に
自
足
し
て
し
ま
い
'
結
局
'

そ
こ
か
ら
踏
み
出
し
て
新
た
な
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

(知
ら
な
い
1
日
)
は
彼
が
豊
か
な
生
を
生
き
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
い

る
｡
彼
が
生
き
得
た
の
は
'
閉
塞
的
な
状
況
の
中
で
身
体
的

･
生
理
的
欲

求
だ
け
を
満
た
す
こ
と
に
満
足
す
る
と
い
う
生
な
の
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
の
反
面
'
彼
が
そ
う
い
う
生
に
自
足
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
'

彼
に
と
っ
て
幸
福
な
こ
と
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
彼
の
生
は
'
何
ら
過

剰
な
も
の
を
学
む
こ
と
も
な
-
､
安
定
し
た
生
た
り
得
て
い
る
｡
｢神
馬
｣

で
あ
る
馬
は
'
(知
ら
な
い
)
が
故
に
自
ら
の
生
に
対
す
る
ど
ん
な
不
安
も

抱
か
な
い
｡
(知
ら
な
い
)
と
い
う
こ
と
は
'
滑
稽
で
は
あ
る
が
'
そ
の
反

面
'
確
実
に
主
人
公
の
馬
に
安
定
し
た
生
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
に
彼
は
､
空
間
的
広
が
り
や
そ
の
運
動
性
を
眼
に
し
'
自
ら

に
刻
印
き
れ
た

｢神
馬
｣
と
い
う
役
割
に
漠
然
と
違
和
感
を
感
じ
'
か
弱

-
で
は
あ
る
が

｢出
て
歩
き
た
い
｣
と
い
う
願
望
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
も

あ
っ
た
｡
し
か
し
つ
い
に
彼
は
'
｢神
馬
｣
と
し
て
の
自
己
を
対
象
化
す
る

視
点
も
そ
の
言
葉
も
知
る
こ
と
が
な
い
し
'
出
歩
-
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
自
己
の
閉
塞
的
な
状
況
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
｡
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
'
彼
は
身
体
的

･
生
理
的
欲
求
を
満

た
す
だ
け
の
自
ら
の
生
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

も
し
彼
が

｢神
馬
｣
と
し
て
の
自
己
を
拒
否
し
'
自
由

へ
の
願
望
を
持

続
的
に
語
り
始
め
た
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
の
時
彼
は
食
べ
ら
れ
る
か
食
べ

ら
れ
な
い
か
と
い
う
二
価
に
よ
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
単
純
な
世
界
に
暮

ら
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
-
な
り
'
彼
は
'
｢神
馬
｣
で
あ
る
こ
と
を
外

的
に
強
い
ら
れ
た
状
況
と
し
て
絶
え
ず
問
い
続
け
'
｢出
て
歩
き
た
い
｣
と

い
う
内
的
な
願
望
と
の
狭
間
で
引
き
裂
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ

ろ
う
｡
｢神
馬
｣
で
あ
る
彼
が
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
新
た
な
物
語
を

生
き
始
め
た
と
し
て
も
'
新
た
な
物
語
は
､
単
に
彼
の
生
を
理
想
と
現
実

の
狭
間
に
分
裂
さ
せ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

『神
馬
』
の
中
で
主
人
公
の
馬
が
生
き
た
生
は
､
貧
弱
で
あ
り
滑
稽
で
す

ら
あ

っ
た
｡
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
'
馬
の
生
は
'
何
ら
過
剰
な

も
の
を
学
む
こ
と
な
-
強
固
に
完
結
し
た
生
で
あ
り
得
て
い
る
｡
横
光
が

『神
馬
』
と
い
う
作
品
に
託
し
た
の
は
'
お
そ
ら
く

｢神
馬
｣
と
し
て
の

馬
が
も
た
ら
す
こ
の
生
の
完
結
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

5

(
知
ら
な
い
1
日
)
の
系
譜

『神
馬
』
の
馬
が

(知
ら
な
い
1
日
)
を
生
き
る
こ
と
で
生
の
完
結
を
も

た
ら
し
た
よ
う
に
'
自
己
の
価
値
や
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
に
無
自
覚
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
完
結
を
体
現
す
る
形
象
は
'
横
光
の
習
作
期
の

流
れ
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
｡
(知
ら
な
い
一
日
)
の
系
譜
は
'
横
光
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の
習
作
期
を
形
成
す
る

一
つ
の
磁
場
で
あ
る
と
言

っ
て
も
い
い
｡

<5
>

例
え
ば

『村
の
活
動
』
の
五
兵
衛
は

｢生
涯
か

,
つ
て
拾
ひ
集
め
た
茶

碗
の
山
｣
を
何
よ
り
も
大
事
な
宝
物
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
が
ら
-

た
同
然
の
茶
碗
が
彼
に
と
っ
て

一
体
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
の
か
つ
い
に
語

る
こ
と
は
な
い
｡
自
己
を
他
者
の
視
点
か
ら
対
象
化
す
る
こ
と
が
な
い
五

兵
衛
に
し
て
み
れ
ば
､
茶
碗
は
'
自
己
に
と
っ
て
の
み
価
値
が
あ
れ
ば
い

い
の
で
あ

っ
て
'
他
者
の
視
界
に
そ
れ
が
ど
ん
な
に
奇
妙
に
映
ろ
う
と
も
＼

ど
ん
な
に
蔑
み
の
視
線
や
侮
蔑
の
言
葉
を
投
げ
ら
れ
よ
う
と
も
､
他
者
が

自
己
に
下
す
価
値
評
価
に
五
兵
衛
は
ど
こ
ま
で
も
無
関
心
な
の
で
あ
る
｡

五
兵
衛
に
は
'
他
者
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
る
｡

即
日
的
な
自
己
に
完
結
し
て
し
ま
う
五
兵
衛
に
は
､
他
者
に
向
か
っ
て
自

己
の
価
値
を
語
る
必
要
な
ど
な
い
し
'
ま
た
､
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
の

で
あ
る
｡

盗
み
を
働
い
た
と
し
て
'
五
兵
衛
が
無
実
の
罪
を
き
せ
ら
れ
よ
う
と
し

て
も
'
終
止

｢五
兵
衛
は
黙
っ
て
ゐ
｣
る
だ
け
だ
｡
五
兵
衛
に
と
っ
て
意

味
が
あ
る
の
は
'
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
茶
碗
な
の
で
あ
っ
て
､
今
ま
さ
に
自

分
が
泥
棒
に
き
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
､
五
兵
衛
に
は
ど
う
で
も

い
い
こ
と
な
の
で
あ

っ
た
｡

他
者
の
視
線
や
他
者
の
言
葉
は
､
五
兵
衛
に
､
他
者
か
ら
蔑
ま
れ
て
い

る
自
己
の
価
値
を
自
覚
さ
せ
対
象
化
さ
せ
る
契
機
を
与
え
て
い
た
だ
ろ
-
｡

し
か
し
､
『神
馬
』
に
お
け
る
馬
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
､
五
兵
衛
も
ま

た
､
茶
碗
に
対
す
る
自
己
の
欲
望
に
何
ら
価
値
評
価
を
下
す
こ
と
な
-
､

そ
れ
に
無
自
覚
な
ま
ま
従
属
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

五
兵
衛
が
か
ろ
う
じ
て
唯

一
表
出
し
得
た
の
は
'
｢
｢
7
7
㌧
7
7
｣
｣
と

い
う
笑
い
声
だ
け
で
あ
る
｡
こ
の
五
兵
衛
の
笑

い
声
の
中
に
は
､
現
在
に

い
た
る
来
歴
を
示
す
契
機
も
な
け
れ
ば
､
自
己
を
対
象
化
し
新
た
な
自
己

を
投
企
し
て
い
-
契
機
も
な
い
｡
五
兵
衛
の
笑
い
は
､
そ
の
場
限
り
の
満

足
の
表
現
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
過
去
か
ら
も
未
来
か
ら
も
切

断
さ
れ
'
そ
の
先
に
ど
ん
な
物
語
も
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
｡

し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
､
自
ら
が
生
き
る
生
が
必
ず
し
も

五
兵
衛
自
身
に
と
っ
て
不
幸
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
｡
少

な
-
と
も
五
兵
衛
に
は
'
例
え
ば
､
｢
肥
料
屋
の
主
婦
｣
の
勘
違
い
か
ら
滑

稽
な
役
回
り
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る

｢
巡
査
｣
の
苛
立
ち
の

よ
う
な
自
意
識
の
ジ
レ
ン
マ
は
な
か
っ
た
｡
『村
の
活
動
』
の
結
末
に
お
け

る

｢
巡
査
｣
と
五
兵
衛
と
は
対
照
的
で
あ
る
｡
｢
巡
査
｣
の
苛
立
ち
は
'
威

厳
あ
る
巡
査
と
し
て
の
自
己
を
体
現
し
て
い
た
つ
も
-
が
､
単
に
勘
違
い

に
踊
ら
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
自
己
に
対
す
る
蓋
恥
や
後
悔
の
裏
返
し

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
他
者
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
も
た
な
い
五

兵
衛
の
自
己
は
'
｢巡
査
｣
の
よ
う
に
､
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
､
自
己

の
価
値
を
め
ぐ

っ
て
動
き
始
め
る
果
て
し
の
な
い
自
意
識
の
運
動
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
五
兵
衛
は
､
自
己
を
絶
え
ず
脱
中
心
化
し
て
し
ま

う
自
意
識
の
円
環
か
ら
難
な
-
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

<6
>

『笑
ほ
れ
た
子
』
と
い
-
作
品
も
ま
た
同
様
に

(知
ら
な
い
一
日
)
の
系

譜
に
連
な
る
作
品
の

1
つ
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
.

『笑
ほ
れ
た
子
』
は
次
の
よ
-
な
言
葉
で
始
め
ら
れ
て
い
る
｡

吉
を
ど
の
や
う
な
人
間
に
仕
立
て
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
､
吉

の
家
で
は
晩
餐
後
毎
夜
の
や
う
に
論
議
せ
ら
れ
た
｡
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昔
に
は
様
々
な
未
来
の
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
い
る
｡
幼
少
の
書
に
は

豊
か
な
未
来
と
多
様
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
｡

し
か
し
書
に
し
て
み
れ
ば
'
未
来
に
開
か
れ
た
多
様
な
可
能
性
は
自
ら

の
興
味
か
ら
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
吉
本
人

は
議
論
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
｡
誰
も
何
に
な
り
た
い
の
か
書
自
身
に
聞

-
者
は
い
な
い
｡
青
自
身
は
'
喧
し
い
議
論
を
よ
そ
に
'
｢牛
に
や
る
雑
炊

を
煮
さ
な
が
ら
｣
｢
ぶ
-
ぶ
-
出
る
泡
を
｣
眺
め
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ

た
｡『笑

ほ
れ
た
子
』
の
冒
頭
は
'
未
来
に
開
か
れ
た
膏
の
可
能
性
を
喧
し
-

議
論
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
議
論
は
書
の
内
的
必
然
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
'
父
を
中
心
に
し
た
外
部
世
界
で
書
自
身
の

意
志
と
は
全
-
無
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
議
論
に
他
な
ら
な
か
っ
た
｡

そ
の
夜
膏
は
不
思
議
な
夢
を
見
る
だ
ろ
う
｡
｢
口
が
耳
ま
で
裂
け
た
大

き
な
顔
に
笑
は
れ
｣
る
夢
で
あ
る
｡
吉
は
そ
の
顔
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る

が
'
足
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
｡
笑
う
顔
は
'
そ
ん
な
吉
に
迫
っ
て
-

る
の
で
あ

っ
た
｡

栗
坪
氏
は
こ
の
笑
う
大
き
な
顔
に

｢少
年
が
内
的
に
直
観
し
た
彼
の
天

<ー
〉

分
の
象
徴
｣
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
｡
確
か
に

｢笑
っ
て
い
る
顔
｣
を
積

極
的
に
読
め
ば
栗
坪
氏
の
言
う
よ
う
に
芸
術
家
と
し
て
の
｢
天
分
の
象
徴
｣

と
読
め
な
-
も
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
顔
の
笑
顔
は
昔
を

｢馬
鹿
に
し
た

や
う
な
笑
顔
｣
で
あ

っ
た
こ
と
'
そ
し
て
舌
自
身
が
そ
の
顔
か
ら
の
逃
走

を
求
め
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
｡
お
そ
ら
-
'
大
き
な

顔
の
不
気
味
な

｢笑
い
｣
は
'
舌
の

｢内
的
｣
な

｢
天
分
の
象
徴
｣
と
言

う
よ
り
も
'
自
己
を
外
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
象
徴
で
あ
り
'

そ
の
夜
の
家
族
の
笑
い
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
夜
､
書
の
未
来
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
そ
に
'
膏
は
好
奇

心
か
ら
酒
を
ロ
に
L
t
母
に
叱
ら
れ
る
｡
姉
は

｢
｢吉
を
酒
や
の
小
僧
に
や

る
と
好
い
わ
｣
｣
と
言
い
'
そ
れ
を
聞
い
た

｢
父
と
兄
は
大
き
な
声
で
笑
｣

う
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
笑
い
が
､
こ
の
議
論
の
中
で
'
初
め
て
吉
に
直
接

向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
書
は
無
意
識
裡
に
､
こ
の
家
族
の
笑
い

を
､
そ
の
場
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
夢
の
中
の

｢
笑
い
｣
に
反
映
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
｡
吉
は
'
漠
然
と
で
は
あ

っ
た
が
'
無
意
識
裡
に
自
分

の
未
来
を
自
分
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
と
こ
ろ
で
決
定
し
ょ
う
と
し
て

い
る
家
族
の
意
志
を
理
解
し
'
こ
の
時
の
家
族
の
笑
い
を
大
き
な
顔
の

｢笑
い
｣
に
象
徴
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

夢
の
中
で
'
吉
が
い
る
の
は

｢真
暗
な
涯
の
な
い
野
｣
な
の
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
書
自
身
に
と
っ
て
の
自
己
の
未
来
像
で
あ
る
と
言
え
る
｡
ど
ん
な

に
可
能
性
に
満
ち
た
未
来
像
が
喧
し
-
議
論
さ
れ
て
も
､
そ
の
議
論
は
自

分
と
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
吉
に
と
っ
て
の

内
的
な
必
然
が
欠
け
て
い
る
未
来
像
は
'
｢真
暗
な
涯
の
な
い
野
｣
と
同
じ

よ
う
に
荒
涼
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
夢
に
お
い
て
吉
は

｢真
暗

な
涯
の
な
い
野
｣
に
立
た
さ
れ
て
'
今
ま
さ
に

｢笑
っ
て
い
る
顔
｣
に
領

略
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
の
姿
は
'
父
を
中
心
と
し
た
家
族
の
意
志

に
よ
っ
て
'
外
部
か
ら
自
ら
の
未
来
を
決
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
実

世
界
で
の
書
の
姿
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

｢笑
っ
て
い
る
顔
｣
は
'
自
己
を
外
部
か
ら
規
定
し
ょ
う
と
す
る
暴
力
的

な
力
学
の
皮
肉
な
笑
み
な
の
で
あ
る
｡
膏
は
そ
の
顔
の
皮
肉
な
笑
み
の
正

体
を
見
極
め
る
べ
-
'
そ
れ
を
絵
に
描
き
､
そ
し
て
仮
面
と
し
て
彫
刻
し

始
め
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
無
意
識
裡
に
理
解
し
た
家
族
の
意
志
を
意
識

化
し
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
行
程
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
.
し
か
し
そ
の
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過
程
で
'
家
族
の
喧
し
い
議
論
か
ら
生
ま
れ
た
そ
の

｢笑
い
｣
は
､
家
族

を
越
え
て
､
父
の
言
葉
で
さ
え
も
規
定
し
て
し
ま
う
言
わ
ば
運
命
的
な
力

学

へ
と
さ
ら
に
成
長
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
最
終
的
に
吉
は
､

｢笑
っ
て
い
る
顔
｣
の
仮
面
を
き
っ
か
け
に
し
て

｢
下
駄
屋
｣
に
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
-
だ
ろ
う
｡
そ
し
て

｢
二
十
五
年
｣
が
過
ぎ
て
い
-
｡
『笑
は
れ
た

子
』
に
お
け
る
こ
の
書
の
位
相
は
､
『神
馬
』
に
お
い
て
'
外
的
な
力
に
よ

っ
て
否
応
な
-

｢神
馬
｣
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
馬
の
位
相
と

同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
｡
そ
し
て
､
『神
馬
』
の
馬
が
'
『神
馬
』
と

し
て
の
自
己
に
違
和
感
を
感
じ
な
が
ら
も
最
終
的
に

(
知
ら
な
い
一
日
)

へ
と
終
息
し
て
い
っ
た
よ
う
に
､
『笑
ほ
れ
た
子
』
の
吉
も
'
｢
下
駄
屋
｣

と
し
て
の
自
己
に
終
息
し
て
い
-
｡
膏
が
結
未
で

｢笑
っ
て
い
る
顔
｣
の

仮
面
を
割

っ
た
瞬
間
､
｢
二
十
五
年
｣
の

｢貧
乏
｣
の
中
で
抱
い
て
い
た

｢下
駄
屋
｣
と
し
て
の
自
己

へ
の
不
満
も
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
外
的
に

与
え
ら
れ
た

｢
下
駄
屋
｣
と
し
て
の
自
己
と
の
違
和
感
を
さ
ら
に
展
開
さ

せ
る
こ
と
な
-
'
そ
こ
に
満
足
す
る
こ
と
で
'
吉
は
生
を
完
結
さ
せ
て
し

ま
う
｡
外
部
か
ら
与
J与
ら
れ
た

｢下
駄
屋
｣
と
し
て
の
自
己
と
葛
藤
す
る

こ
と
な
-
'
吉
の
顔
は
再
び

｢満
足
さ
う
に
ぽ
ん
や
-
と
柔
ぎ
だ
｣
す
だ

ろ
う
｡
こ
の
時
書
に
は
､
吉
な
り
の

(知
ら
な
い
一
日
)
が
訪
れ
た
の
で

あ
る
｡

6

横
光
と

(知
ら
な
い
一
日
)

『神
馬
』
あ
る
い
は

『村
の
活
動
』
『笑
ほ
れ
た
子
』
と
い
-
諸
作
品
は
'

主
人
公
た
ち
か
ら
自
己
を
対
象
化
す
る
視
点
を
奪

い
'
主
人
公
た
ち
が
外

部
か
ら
の
拘
束
と
い
う
事
態
に
対
し
て
葛
藤
す
る
こ
と
な
-
そ
こ
に
自
足
･

満
足
し
て
い
-
過
程
を
描
い
た
作
品
で
あ

っ
た
｡
そ
の
過
程
で
､
彼
ら
に

は
完
結
し
た
生
が
訪
れ
る
｡
こ
れ
ら

一
連
の
諸
作
品
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
変

奏
し
な
が
ら
も
'
最
終
的
に

(
知
ら
な
い
一
日
)
の
到
来
を
告
げ
て
い
る

点
で
共
通
し
て
い
る
｡
(
知
ら
な
い
一
日
)
の
到
来
と
い
う
主
題
は
横
光
習

作
期
の

l
面
を
規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

そ
れ
は
､
横
光
習
作
期
の
も
う

1
両
と
し
て
あ
る
肥
大
化
し
た
観
念
世

界
の
開
示
と
い
う
主
題
と
対
照
を
な
し
て
い
る
｡
(
知
ら
な
い
一
日
)
の
到

来
と
肥
大
化
し
た
観
念
世
界
の
開
示
と
は
横
光
習
作
期
を
織
り
成
す
二
本

の
線
な
の
で
あ
る
｡

＼さ
ヽ

『神
馬
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た

『姉
弟
』
と
い
う
作
品
は
､
肥

大
化
し
た
観
念
世
界
に
先
鞭
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
作
品
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
｡

『姉
弟
』
の
私
に
と
っ
て
､
世
界
は
食
べ
ら
れ
る
か
食
べ
ら
れ
な
い
か
と

い
-
単
純
な
二
価
的
価
値
で
割
り
切
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
'
茶
碗
の

美
し
き
に
置
き
換
Jそ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
O
さ
ら
に
は
､
仮
面
を
割

る
こ
と
で
そ
の
意
味
が
あ
が
な
わ
れ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
｡
私
の

前
に
世
界
は
過
剰
な
意
味
を
も
っ
て
開
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
で
私
は
'

唯

1
絶
対
の
解
釈
コ
ー
ド
を
探
し
あ
ぐ
ね
､
戸
惑

い
言
葉
を
失
う
の
で
あ

っ
た
｡

路
傍
に
う
ず
-
ま
る
足
の
皮
の
剥
け
た
乞
食
に
対
す
る
､
私
と
姉
や
通

-
す
が
り
の
娘
三
人
の
反
応
の
違
い
は
象
徴
的
で
あ
る
｡
姉
や
三
人
の
娘

は
'
足
の
皮
の
剥
け
た
乞
食
に
生
理
的
な
嫌
悪
を
抱
き
な
が
ら
も
､
彼
に

対
す
る
同
情
を
わ
ず
か
の
金
銭
を
恵
む
こ
と
で
清
算
し
立
ち
去
ろ
う
と
す

る
｡
彼
女
た
ち
は
､
乞
食
を
日
常
的
記
号
体
系
に
照
ら
し
価
値
付
け
'
同

情
を
清
算
す
る
た
め
の
日
常
的
規
則
に
則
っ
て
金
銭
を
恵
む
と
い
う
行
為

83



を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
｡
姉
や
三
人
の
娘
は
日
常
的
な
記
号

･
規
則
体
系

の
中
に
自
足
し
て
い
る
｡
彼
女
た
ち
は
あ
-
ま
で
も
日
常
的
な
世
界
の
住

人
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
私
は
容
易
に
乞
食
の
前
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
が

で
き
な
い
｡
私
は
､
乞
食
が
背
負
っ
て
い
る
彼
の
人
生
の
物
語
を
読
も
う

と
す
る
だ
ろ
-
｡
あ
る
い
は
へ
敢
え
て
醜
さ
を
曝
け
出
す
乞
食
の
姿
に
人

間
の
実
相
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
姉
の
日
常
的
な

論
理
の
前
に
容
易
に
敗
北
し
て
し
ま
う
｡
私
の
言
葉
は
'
日
常
的
な
世
界

の
前
で
'
そ
の
脆
弱
さ
を
露
呈
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

私
は
私
自
身
の
言
葉
で
さ
え
常
に
対
話
的
に
関
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
｡
私
は
'
自
分
の
言
葉
に
対
し
て
'
｢
(俺
の
哲
学
は
'
姉

の
哲
学
に
ど
れ
程
尊
い
-
)｣
だ
と
か

｢
(待
て
'
こ
れ
や
最
初

へ
舞
ひ
戻

っ
て
来
た
ぞ
.)J
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
投
げ
か
け
､
自
ら
に
よ
っ
て
自
ら

の
言
葉
を
相
対
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
私
は
､
日
常
世
界
か
ら

疎
外
さ
れ
､
さ
ら
に
私
自
身
の
言
葉
か
ら
も
疎
外
さ
れ
る
｡
そ
し
て
私
は

立
脚
す
べ
き
地
所
を
失
い
'
困
惑
し
､
失
語
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡

『姉
弟
』
は

『御
身
』
へ
と
発
展
吸
収
さ
れ
て
い
-
だ
ろ
-
｡
そ
し
て
さ

ら
に

『悲
し
み
の
代
価
』
と
い
-
問
題
作
も
ま
た
､
過
剰
な
意
味
に
取
り

巻
か
れ
た
肥
大
化
し
た
観
念
世
界
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
-
0

岩
尾
氏
は

『神
馬
』
に

｢外
界
と
内
部
世
界
と
の
断
絶
｣
を
読
み
'
そ

(9
>

こ
に

｢横
光
自
身
の
外
界
と
の
違
和
の
不
安
｣
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
｡

山
崎
園
紀
氏
は

｢神
馬
｣
で
あ
る
馬
に

｢外
面
と
内
面
と
の
分
裂
に
生

へ10
ヽ

き
る
｣
｢情
況
｣
を
見
る
｡
両
氏
の
評
言
は
､
こ
の

『姉
弟
』
に
こ
そ
相

応
し
い
評
言
で
あ
る
｡
『神
馬
』
の
馬
に
は
両
氏
が
言
-
よ
う
な
分
裂
が
な

い
｡
分
裂
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
'
『神
馬
』
の
馬
は
'
横
光
習
作
期
に
お

い
て
存
在
理
由
を
も
ち
得
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢神
馬
｣
と
し
て
祭
ら
れ
た
馬
は
'
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
そ
の
閉
塞
的
な

状
況
を
自
覚
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
'
(知
ら
な
い
一
日
)を
過
ご
す
だ
ろ

う
｡
｢今
日
も
知
ら
な
い
1
日
を
彼
は
生
き
た
｣
こ
と
で
､
『神
馬
』
の
馬

は
'
閉
塞
的
な
自
己
の
状
況
を
意
識
す
る
こ
と
な
-
'
そ
こ
に
自
足
し
て

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
｡
馬
は
'
｢神
馬
｣
と
し
て
の
自
己
を
対
象
化
し
､

新
た
な
物
語
を
展
開
し
て
い
-
た
め
の
契
機
を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
な
い

L
t
ま
た
つ
か
も
う
と
も
し
な
い
｡
馬
は
即
物
的
な
欲
求
を
語
る
言
葉
だ

け
を
語
り
'
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
を
語
る
メ
タ
言
語
を
つ
い
に
知
る
こ

と
が
な
い
の
で
あ
る
｡

｢神
馬
｣
と
し
て
の
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
な
-
そ
れ
に
無
自
覚
な
ま

ま
生
き
る
馬
に
は
'
そ
も
そ
も
内
界
と
か
外
界
と
い
う
領
域
そ
の
も
の
が

な
い
の
･で
あ
る
.
｢神
馬
｣
と
し
て
の
自
己
が
絶
対
で
あ
る
時
､
｢神
馬
｣

と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
対
峠
す
る
べ
き
外
界
で
は
な
い
し
'

ま
た
､
そ
こ
か
ら
の
ズ
レ
･
違
和
感
が
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
内
面
も
生
じ

得
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
生
の
在
り
方
は
､
横
光
が
決
し
て
生
き
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
理
想
で
あ
っ
た
｡
横
光
は
そ
の
理
想
を
'
(
知
ら
な
い
一

日
)
と
し
て
虚
構
的
な
作
品
に
仮
講
し
た
｡
(知
ら
な
い
一
日
)
は
横
光
に

と
っ
て
､
自
己
と
他
者
､
外
界
と
内
面
､
対
日
的
な
自
己
と
即
日
的
な
自

己
と
い
う
よ
う
な
二
極
の
分
裂
を
無
化
し
懐
柔
す
る
た
め
の
装
置
だ
っ
た

の
で
あ
る
｡

一
方
で
'
『姉
弟
』
か
ら

『御
身
』
'
そ
し
て

『悲
し
み
の
代
価
』
を
頂

点
に
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
自
己
の
う
ち
に
肥
大
化
し
た
観
念

世
界
を
抱
､え
'
意
味
の
過
剰
の
前
で
自
己
解
体
に
瀕
し
て
い
た
横
光
は
t

へ知
ら
な
い
一
日
)
に
生
の
完
結
を
幻
視
し
た
｡
『悲
し
み
の
代
価
』
の
結

末
は
､
横
光
習
作
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な

(
知
ら
な
い
一
日
)
の
位
相
を
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明
確
に
明
か
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
嫉
妬
妄
想
に
と
-

つ
か
れ
た

主
人
公
が
'
『悲
し
み
の
代
価
』
の
結
未
で
最
終
的
に
行
き
着
い
た
次
の
想

念
と
､
(知
ら
な
い

一
日
)
と
は
､
横
光
の
習
作
期
の
中
で
互

い
に
響
き
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

黒

い
牛
の
群
れ
が
黒

い
貨
車
と

一
緒
に
夜
の
底
を
曳
か
れ
て
ゆ
-
0

そ
れ
を
見
る
と
何
も
知
ら
な
い
牛
が
終
に
は
羨
ま
し
か
つ
た
｡

言
う
ま
で
も
な
-
横
光
と
い
う
作
家
は
'
良

い
意
味
で
も
悪

い
意
味
で

も
'
時
代
の
最
先
端
に
さ
ら
さ
れ
続
け
､
自
己
解
体
と
い
う
事
態
と
絶
え

ず
背
中
を
合
わ
せ
な
が
ら
文
学
営
為
を
紡
い
で
い
っ
た
作
家
で
あ
る
｡
(知

ら
な
い
一
日
)
と
は
'
そ
う

い
う
作
家
と
し
て
生
き
て
い
-
だ
ろ
う
若
き

横
光
が
描
き
だ
す
屈
折
し
た
幸
福
の
在
-
万
な
の
で
あ
る
｡
横
光
に
と
っ

て
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
'
新
た
な
可
能
性
の

開
花
で
は
な
-
､
果
て
し
の
な

い
自
己
解
体
の
運
動
で
あ

っ
た
｡
自
ら
の

手
で
自
己
を
規
定
し
主
体
的
な
生
を
自
由
に
選
択
し
て
い
こ
う
と
す
る
試

み
は
'
近
代
と
い
う
時
代
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
個
人
主
義
的
理
念

･
理

想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
も
'
そ
れ
は
も
は
や
虚
構
で
あ
り
幻

想
で
し
か
な
い
｡
現
代
作
家
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
横
光
に
と
っ
て
､
既
に

そ
れ
は
遠
い
夢
物
語
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
は
､
そ
れ
は
夢
物

語
以
上
に
'
個
人
を
理
想
と
現
実
の
間
に
引
き
裂
き
'
自
己
そ
の
も
の
を

も
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
悪
夢
そ
の
も
の
な
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
､

お
そ
ら
-
横
光
は
､
そ
の
悪
夢
を
終
止
見
続
け
る
こ
と
に
な
る
｡

注
Bt:
)
横
光
の
神
経
衰
弱
の
原
因
は
定
か
に
特
定
L
が
た
い
が
､
中
山
義

秀
『台
上
の
月
山
(新
潮
社

昭
和
三
十
八
年
)
が
直
接
横
光
の
言

葉
と
し
て
伝
え
る
所
謂

(里
枝
事
件
)
が
重
大
な
契
機
に
な
っ
て

い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
｡
た
だ
'
そ
の
病
気
の
性
質
か
ら
言
っ

て
も
原
因
を

一
つ
に
同
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
初

恋
の
人
宮
田
お
か
つ
の
死
'
あ
る
い
は
都
会
生
活
へ
の
不
適
応
､

父
と
の
ズ
レ
な
ど
'
複
合
的
な
因
子
の
中
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ

･
つ

〇

八
2
)
佐
藤
昭
夫

｢横
光
利

1
論

(Ⅰ
)｣
(
『成
城
文
芸
』
昭
和
三
十
五
年

三
月
)

(
3
)
栗
坪
良
樹

｢初
期

･
横
光
利

一
の
方
法
｣
(『文
学
』
昭
和
五
十
八

年
十
月
)

(
4
)
岩
尾
正
勝

『横
光
利

l
論
』
(松
村
書
館

昭
和
五
十
年
)

(
5
)
作
品
集

『御
身
』
(金
星
堂

大
正
十
三
年

所
収
)
但
し
'
『村

の
活
動
』
に
は

『賓
』
(『サ
ン
エ
ス
』
大
正
九
年

一
月
)
と
い
う

前
段
階
的
な
作
品
が
あ
り
'
さ
ら
に

『骨
董
師
』
(存
在
の
み
確

認
さ
れ
て
い
る
)
ま
で
視
野
に
置
-
な
ら
ば
'
『村
の
活
動
』
の
発

想
は
大
正
七
年
前
後
ま
で
遡
れ
る
｡

(
6
)

『塔
』
(大
正
十

一
年

原
題
｢面
｣
作
品
集
『幸
福
の
散
布
』
(新

潮
社

大
正
十
三
年
)
所
収
の
際
､
改
題
)
但
し
'
横
光
の
自
注

｢解
説
に
代
え
て

(
一
)｣
(『三
代
名
作
集
-

横
光
利

一
』
河
出

書
房

昭
和
十
六
年
)
に

｢初
期
の
作
品
の
中
で
一
番
初
め
に
書

い
た
の
は

｢蝿
｣
で
あ
る
｡
次
に

｢笑
は
れ
た
子
｣
｢御
身
｣
｢赤

い
色
｣
｢落
と
さ
れ
た
恩
人
｣
｢碑
文
｣
｢芋
と
指
輪
｣と
い
う
順
序

で
あ
る
が
'
(後
略
)｣
と
あ
る
｡
度
々
そ
の
信
通
性
が
指
摘
さ
れ

る
自
注
で
あ
る
が
'
そ
の
ま
ま
信
じ
れ
ば

『笑
ほ
れ
た
子
』
の
発

想
は
さ
ら
に
遡
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
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(
7
)

(
3
)
に
同
じ
｡

(
8
)

『改
造
文
芸
』
(昭
和
二
十
凶
年
十
月
)
に
未
発
表
作
品
と
し
て
発

表
さ
れ
る
｡

(
9
)

へ
4
)
に
同
じ
｡

(
10
)
山
崎
園
紀
『横
光
利

1
論
-

飢
餓
者
の
文
学
-

』
(北
洋
社
昭

和
五
十
五
年
)

補
記
-

本
文
引
用
は
河
出
書
房
新
社
版
『定
本

横
光
利

一
全
集
』

第

一
巻

(昭
和
五
十
六
年
六
月
)
お
よ
び
第
二
巻

(昭
和
五

十
六
年
八
月
)
に
よ
っ
た
｡
尚
'
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め

て
い
る
｡

(東
京
都
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)


