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梶
井
基
次
郎

「
瀬
山
の
話
」

考

飛

仁コ
I可

隆

夫

梶
井
基
次
郎
の
習
作
（
私
は
未
完
の
作
品
と
呼
び
た
い
の
だ
が
）

「
瀬
山
の
話
」
は
、
彼
の
処
女
作
「
格
稼
」
が
、
そ
の
中
の
一
挿
話
を
独

立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
梶
井
が
、
そ
の
「
倖
様
」
に
つ
い
て
、

「
あ
ま
り
魂
が
入
つ

小
説
的
可
能
性
を
捨
て
た
後
に
、

こ
の
「
瀬
山
の
話
」
の
「
様
猛
挿
話
」
が
作
品
と
し
て
完
全
に
独
立
し
成
熟
し
た
と
こ
ろ
に
「
停
様
」
と
い
う
作
品
が
生
ま
れ
出
た
と
い
え
る

て
ゐ
な
い
も
の
」
（
近
藤
直
人
宛
書
簡
、
大
口
・
日
・
ロ
）
と
語
っ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
多
く
の

（注
1

）

「
停
様
」
と
い
う
小
結
晶
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
愛
惜
の
情
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
」
（
漬
川
勝
彦
）
、
一
結
局
、

だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
別
の
視
点
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
作
品
「
搾
様
」
成
立
に
関
し
て
、

「
雪
の
日
」
草
稿
↓
「
瀬
山
の
話
」
で
試
み
ら
れ

た
数
多
く
の
可
能
性
が
捨
て
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

」
れ
ら
草
稿
の
各
部
分
か
ら
後
の
作
品
が
多
く
生
ま
れ
出
た

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
部
分
的
な
再
生
で
あ
っ
て
、
大
き
な
小
説
的
構
想
や
そ
れ
に
伴
う
意
欲
的
な
方
法
は
生
か
さ
れ
な
か
っ

「
棒
穣
」
が
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
（
同
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
私
が
漬
川

氏
の
所
論
を
引
用
し
た
の
は
、
そ
こ
に
、
従
来
の
「
瀬
山
の
話
」
と
作
品
「
締
穣
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
所
論
が
集
約
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て

た。い
る
、

ξ
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
、

「
瀬
山
の
話
」
で
「
試
み
ら
れ
」
て
捨
て
ら
れ
た
「
数
多
く
の
可
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能
性
」
、
つ
ま
り
、

「
大
き
な
小
説
的
構
想
や
そ
れ
に
伴
う
意
欲
的
な
方
法
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
ま
っ
た

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
従
来
の
所
論
が
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
こ
と

に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
ー
。
こ
の
小
論
で
は
、
「
瀬
山
の
話
」
を
一
箇
の
未
完
の
作
品
と
し
て
検
討
し
、
そ
こ
で
「
試
み
ら
れ
」
た
「
数
多

く
の
可
能
性
」
を
少
し
で
も
明
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（注
2
〉

梶
井
基
次
郎
の
親
友
の
一
人
、
中
谷
孝
雄
が
、
梶
井
の
第
二
作
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
に
つ
い
て
、
語
っ
て
い
る
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
に
は

「
樟
穣
」
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
の
示
唆
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
み
た
い
。

『
青
空
』
の
出
発
に
当
り
、
あ
る
ひ
は
梶
井
は
こ
の
作
品
（
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
！

l
飛
高
注
）
か
ら
始
め
た
い
と
思
っ
た
こ
と
か

と
も
推
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
着
手
し
よ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
そ
の
前
に
あ
っ
た
長
い
憂
欝
時
代
が
反
省
さ
れ
て
く
る
。
そ
し

て
洗
ひ
ざ
ら
ひ
京
都
時
代
の
憂
欝
、
倦
怠
、
放
時
を
書
き
切
ら
う
と
し
て
『
瀬
山
の
話
』
に
取
り
か
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
締
切
か
何

中
谷
孝
雄
は
、
見
る
と
お
り
．
「
瀬
山
の
話
」
が
完
成
し
え
な
か
っ
た
の
は
、

の
間
の
事
情
は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

か
の
都
合
で
完
成
せ
ず
、
や
む
を
え
ず
そ
の
な
か
の
一
挿
話
を
独
立
さ
せ
て
発
表
し
た
の
が
『
梓
様
』
で
あ
っ
た
。

「
締
切
か
何
か
の
都
合
で
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

」
こ
で
改
め
て
問
題
に
な
る
の
は
、

「
瀬
山
の
話
」
と
は
、
本
来
、
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

「
瀬
山
の
話
」
は
「
胸
様
」

へ
の
一
過
程
の
作
品
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
を
見
て
ゆ
く
と
、

ま

ず、

－ー「

頼か秘
のや
俸fか
様；な
を楽
買し
ひみ
来」
てと
、 L、

う
詩
的i
ロ

カL
あ
る。



も
て
あ
そ

そ
を
玩
ぶ
男
あ
り
、

電
車
の
中
に
は
マ
ソ
ト
の
上
に

タ

オ

ル

道
行
く
時
は
手
拭
の
聞
に
、

そ
を
見
そ
を
喋
げ
ば
、

う

れ

み

嬉
し
さ
心
に
充
つ
、

《
き
か
》

悲
し
く
も
友
に
離
り
て

た

だ

ひ

と

わ

唯
独
り
我
が
立
つ
は
丸
善
の
洋
書
棚
の
前

レ
ン
プ
ラ
ン
ト
は
も
ち
去
ら
れ
、

ひ
と
り

セ
ザ
ン
ヌ
は
な
く
、

マ
チ
ス

心
を
よ
ろ
こ
ば
さ
ず
、

秘
や
か
に唯
レひ
モと
ンり
を、

採と心
りに
、浮

か
ぶ
楽
し
み

独
り

色
の
よ
き

本
を
積
み
重
ね
、

そ
の
上
に
レ
モ
ン
を
の
せ
て
見
る
、

ひ
と
り
唯
ひ
と
り
数
歩
へ
だ
た
り

そ
れ
を
眺
む
、
美
し
き
か
な
、

ほ《丸
.＇＞.：；＇.善
えv の
まほ
ひこ
てり

の
中

一
穎
の
レ
モ

γ
澄
み
わ
た
る

と
こ
ろ
よ

ま
た
そ
れ
を
と
る
、
冷
さ
は
熱
あ
る
手
に
快
く
、

奇〈そ
しの
き匂
こひ
とは
ぞや

め
る
胸

し
み
入
る

丸
善
の
棚
に
澄
む
は
レ
モ

γ
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O

ほ企？
tま〔ら
えごみ
み〉て

てそ
の
日目
を
去
り

そ
れ
を
見
ず
、

」
の
守
討
に
つ
い
て
は
、

「
怖
様
」
の
「
本
質
的
な
モ
チ
ー
フ
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
刻
ま
れ
て
い
る

（
一
二
好
行
雄
）
と
い
う
見
方
が
一
方
に

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
「
不
士
口
な
塊
L

が
欠
落
」
し
て
い
て
、

「
こ
の
詩
の
延
長
線
上
に
作
品
「
陣
様
」
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

「
見
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
明
暗
の
対
照
、
錯
覚
、（

漬
川
勝
彦
）
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
の

「
譜
誼
心
」
と
い
う
重
要
な
モ
チ
ー
フ

潰
川
氏
の
批
判
に
つ
い
て
は
、

「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
が
持
情
詩
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
批
判
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
そ
れ
以
上
、
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

こ
の
レ
モ
ン
体
験
が
散
文
化
さ
れ
た
の
は
、

日
記
草
稿
の
第
三
帖
に
お
い
て
で
あ
る
。
淀
野
隆
三
氏
は
、
「
『
締
様
』
を
挿
話
と
す
る
断
片
」

と
命
名
し
て
お
り
、
潰
川
氏
は
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
「
雪
の
日
」
草
稿
と
命
名
し
て
い
る
。
淀
野
氏
の
命
名
は
、
あ
く
ま
で
「
梓
様
」

向
で
梶
井
の
習
作
群
を
見
ょ
う
と
い
う
姿
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
川
氏
は
、
雪
の
日
の
的
保
の
中
に
そ
の
こ
と
が
想
起

へ
の
方

さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
時
に
想
起
さ
れ
た
二
つ
の
挿
話
1
1
1
レ
モ
ン
挿
話
と
深
夜
の
訪
径
の
挿
話
と
が
「
瀬
山

の
話
」
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
瀬
山
」
の
名
前
は
な
い
と
し
て
も
、

「
瀬
山
の
話
」

へ
の
方
向
を

見
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
読
み
方
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
か
ら
日
記
草
稿
第
一
一
一
帖
の
草
稿
．
そ
し
て
、

「
瀬
山
の
話
」

へ
と
い
う
一
本
の
線

が
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

「
陣
様
」
へ
の
方
向
は
説
明
で
き
て
も
「
瀬
山
の
話
」
の
誕
生
は
説
明
で
き
な
い
。
日
記
草
稿
第
三
帖

に
、
あ
る
雪
の
日
の
訪
佳
の
中
で
二
つ
の
挿
話
を
想
起
し
た
と
い
う
作
品
を
構
想
し
た
時
、
梶
井
が
考
え
て
い
た
の
は
「
搾
様
」
へ
の
方
向
で

「
瀬
山
の
話
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
作
品
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
、
第
三
帖
の
草
稿
が

し
か
し
、
こ
の
ラ
イ
ン
だ
け
で
は
、

の
ち
に
、

は
な
く
、

「
瀬
山
の
話
」
に
な
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
要
素
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
両
者
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、
容
易
に
見
出
だ
し
得



る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
瀬
山
の
話
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
瀬
山
の
性
格
に
つ
い
て
語
り
、

瀬
山
が
語
る
挿
話
を
「
一
人
称
の
ナ
レ
イ
シ
ヨ
ン
」
で
紹
介
す

る
、
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
瀬
山
と
い
う
一
人
の
人
聞
を
、
客
観
的
に
、
重
層
的
に
と
ら
え
よ
う
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
を
り
、

日
記

草
稿
第
三
帖
の
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
L

の
独
白
で
終
始
す
る
形
か
ら
一
つ
の
進
展
を
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

そ
し
て
、
作
品
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、

「
私
」
に
よ
る
瀬
山
の
性
格
の
分
析
・

「
締
様
」
の
挿
話
・

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
を
め
ぐ
る
数
々

の
挿
話
・
深
夜
の
佑
復
の
記
述
、
そ
し
て
瀬
山
の
手
紙
の
抄
録
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
、
手
紙
の
抄
録
は
実
現
さ
れ

て
い
な
い
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
〉

0

こ
こ
で
、
右
の
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、

「
瀬
山
の
話
」
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、

「
私
」
に
よ
る
瀬
山
の
紹
介
で
あ
る
。
瀬
山
は
、

い
ま
、

「
私
の
視
野
」
の
中
に
い
な
い
。
そ
の
瀬
山
を
、
た
ぜ
「
私
」
は
語
ろ
う

と
す
る
の
か
。

「
私
は
そ
の
男
の
こ
と
を
思
ふ
と
い
つ
も
何
と
も
い
ひ
様
の
な
い
気
持
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
気
持

を
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、

「
私
は
一
体
何
時
彼
が
正
真
正
銘
の
本
気
で
あ
る
の
か
全
く
詰
然
と
し
て
し
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
恐
ら

く
彼
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。
然
し
一
体
ど
ん
な
人
聞
が
そ
の
正
真
正
銘
の
本
気
を
持
っ
て
い
る
だ
ら
う
か
l
l
lい
や
私
は
こ

ん
な
こ
と
を
云
ひ
度
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
然
し
私
は
、
恐
ら
く
は
ど
ん
な
人
間
も
そ
れ
を
持
〔
つ
〕
て
い
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
彼
を
つ
く
づ

く
眺
め
て
い
る
う
ち
に
知
る
様
に
な
っ
た
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
人
間
」
は
誰
も
、

「
正
真
正
銘
の
本
気
」
を
持
っ
て
生
き
て
は
い
な

ぃ
。
こ
れ
が
「
私
」
が
瀬
山
の
生
き
方
を
見
て
の
結
論
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
梶
井
が
、
自
分
の
生
き
方
を
省
り
み
て
の
結
論
で
あ
る
。

「
正
真
正
銘
の
本
気
」
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い

げ
人
間
υ

は
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
ゆ
く
の
か
。
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
従

っ
て
生
き
て
ゆ
く
よ
り
外
は
な
い
。
生
き
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

「
正
真
正
銘
の
本
気
」
に
よ
る
も
の
で
な
く
、

か
り
そ
め
の
、
そ
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の
時
そ
の
時
の
気
分
に
よ
る
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
、

し
た
ら
、
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
、

ど
の
よ
う
な
性
格
を
与
え

ら
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瀬
山
は
ど
う
い
う
性
格
な
の
か
。

瀬
山
の
「
だ
ら
し
な
さ
程
底
抜
け
の
も
の
は
ま
た
な
い
」
の
で
あ
り
、

「
全
く
瀬
山
は
夢
想
家
と
云
は
う
か
何
と
一
五
は
う
か
、
彼
の
自
分
を

責
め
る
時
程
ひ
ね
く
れ
て
酷
な
こ
と
は
な
く
」
、

「
彼
は
片
方
の
極
端
に
ゐ
て
、

そ
の
片
方
の
極
端
で
な
け
れ
ば
そ
れ
に
代
へ
る
の
を
肯
じ
な

い」、

し
か
も
、
「
彼
は
常
に
何
か
昂
奮
す
る
こ
と
を
愛
し
た
」
の
で
あ
り
、

「
彼
に
と
っ
て
は
生
活
が
何
時
も
魅
力
を
持
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、

陶
酔
を
意
味
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
瀬
山
の
性
格
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

「
澄
み
度
い
気
持
」
と
「
渇
り

度
い
気
持
」
と
の
共
存
で
あ
る
。

こ
の
、
清
と
潟
と
に
引
き
裂
か
れ
た
性
格
に
つ
い
て
、
梶
井
は
悲
劇
の
名
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

「
性
格
」
と
い
う
、
宿
命
的
・
運
命
的
な

も
の
に
よ
る
悲
劇
｜
！
。

「
：
：
：
や
が
て
は
希
臓
悲
劇
の
よ
う
な
、
予
定
さ
れ
た
破
滅
が
自
分
を
待
っ
て
ゐ
る
」
と
、
梶
井
は
同
時
期
の
習
作

「
犬
を
売
る
露
店
」
で
述
べ
て
い
る
。

る
。
瀬
山
は
、
と
り
あ
え
ず
、
破
滅
す
る
べ
き
運
命
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る

「
瀬
山
の
話
」
は
、

ま
ず
、

一
人
の
人
間
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
悲
劇
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

（
と
り
あ
え
ず
、
と
い
っ
た
意
味
に
つ
い
て
は
、

の
ち
に
触
れ

る）。こ
の
よ
う
に
「
瀬
山
の
話
」
を
見
て
く
る
と
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
習
作
「
裸
像
を
盗
む
男
し
の
主
人
公
「
足
越
」
で
あ
る
。
今
、
こ

の
名
前
を
何
と
読
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、

つ
ま
り
、
瀬
山
が
セ
ザ
ン
ヌ
な
ら
足
越
は
何
の
、
あ
る
い
は
誰
の
寓
意
な
の
か
不
明
だ
が
、
足
越
が
瀬

山
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
裸
像
を
盗
む
男
」
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、
二
条
寺
町
の
か
ぎ
や
（
喫
茶
店
）
で
「
学
校
で
よ
く
見
る
、
悪
魔
め
い
た
顔
を
し
て

ゐ
る
男
」
を
め
ぐ
る
二
、
一
二
人
の
話
の
中
か
ら
「
足
越
が
酒
精
中
毒
で
岩
倉
の
願
狂
院
へ
入
っ
た
」
と
い
う
「
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
話
」
を
聞

ま
た
あ
る
人
々
に
「
一
種
の
天
才
」
と
呼
ば
れ
、
「
と
に
か
く
人
々
の
中
で
一
種
特
殊
な
位
置
を

き
、
時
々
、
自
分
を
「
天
才
だ
と
名
乗
り
L
、

ぃ白め」、

「
私
も
一
種
得
体
の
知
れ
な
い
尊
敬
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
」
足
越
の
行
状
を
想
起
し
、
彼
に
、
「
精
神
上
の
崎
型
児
で
あ
る
二
重
人
格



者
を
連
想
し
た
り
し
た
」
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
、

「
足
越
は
室
長
の
純
潔
や
清
濁
あ
わ
せ
呑
む
お
だ
や
か
な
所
に
安
住
し
て

ゐ
る
様
に
見
え
、
室
長
ば
足
越
の
性
格
に
対
し
て
特
殊
な
理
解
を
持
っ
て
ゐ
る
ら
し
く
、
足
越
の
す
る
こ
と
を
あ
る
意
味
で
は
崇
高
化
し
て
、

悪
い
方
面
は
意
に
介
し
て
ゐ
な
い
様
に
思
は
れ
た
。
却
っ
て
こ
の
方
面
で
は
足
越
を
庇
護
す
る
様
な
所
が
あ
っ
た
」
と
い
う
、
「
私
」
も
信
頼

す
る
室
長
が
、
足
越
を
そ
の
日
見
舞
っ
て
来
た
と
い
い
、
そ
の
室
長
か
ら
、
「
足
越
の
直
話
で
あ
る
と
い
ふ
狂
気
の
真
相
」
を
聞
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
（
断
っ
て
お
く
が
こ
の
話
の
説
話
法
は
こ
れ
か
ら
室
長
の
一
人
称
と
、
足
越
の
一
人
称
と
、
こ
の
私
の
一
人
称
と

を
、
元
来
話
し
の
う
ま
く
な
い
自
分
に
は
随
分
混
雑
さ
れ
る
と
思
は
れ
る
が
、
読
者
は
よ
く
注
意
し
て
読
ん
で
頂
き
た
い
と
と
い
う
断
り
書

き
を
は
さ
ん
で
、
足
越
の
「
直
話
」
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
足
越
の
「
直
話
」
は
、

「
僕
は
自
分
が
狂
人
に
な
っ
た
と
は
信
じ
な

ぃ
。
正
当
な
と
こ
ろ
こ
れ
は
か
な
り
ひ
ど
い
神
経
衰
弱
な
ん
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
僕
は
今
こ
こ
へ
入
っ
て
ゐ
る
の
が
好
都
合
な
理

由
が
あ
る
0

（
後
略
〉
」
、
「
臨
分
し
か
し
奇
妙
な
所
だ
O

（
後
略
ど
と
い
う
、
二
つ
の
簡
単
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
だ
け
で
、
「
：
：
：
（
欠
）
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
集
に
よ
る
と
、
「
自
分
達
は
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
と
窓
か
ら
外
へ
小
使
を
し
た
。
小
使
は
白
い
湯
気
を
立
て

L

暗
い
土
の
上
へ
落
ち
た
。
ス
テ
ィ
l
ム
と
興
奮
に
じ
っ
と
ほ
て
っ
た
顔
に
冷
た
い
夜
気
が
心
よ
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
南
舎
の
上
に
冷
た
い
天
狼
星

の
光
が
座
っ
て
ゐ
た
」
（
傍
点
付
加
）
と
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
作
品
は
、

一
体
、
何
を
意
図
し
て
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
方
法
の
点
か
ら
見
る
と
、

「
私
」
と
室
長
と
足
越
と
の
、
三
人
の
一

人
称
を
京
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
足
越
の
人
物
像
を
、
客
観
的
に
、
重
層
的
に
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
、

「
瀬
山
の
話
」
に
大
き
く

接
近
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
「
悪
魔
め
い
た
顔
を
し
て
ゐ
る
男
」
は
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
を
連
想
さ
せ
、
そ
の
点
出
は
、
ゲ

ー
テ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
梶
井
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
梶
井
の
日
記
草
稿
第
三
帖
の
清
川
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
雪
の
日
」

草
稿
の
あ
と
に
習
作
「
卑
怯
者
」
の
ヴ
ア
リ
ア
ン
ト
が
あ
り
、
そ
の
次
に
、

「
嘗
て
は
博
士
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
こ
の
巌
頭
に
立
っ
て
。
／
一
体
此

の
世
界
を
一
つ
に
統
べ
て
ゐ
る
者
は
何
で
あ
ろ
う
。
其
処
に
働
い
て
ゐ
る
一
切
の
力
の
源
は
何
で
あ
ら
う
。
と
悲
一
掃
な
独
白
を
し
た
の
だ
。
／

凡
そ
人
間
の
一
一
切
の
一
努
力
も
こ
の
河
岸
か
ら
彼
岸
へ
渡
る
た
め
に
は
甲
斐
の
な
い
も
の
な
の
だ
ら
う
か
：
：
：
（
紋
ど
と
い
う
断
片
（
？
）
が
あ

梶
井
基
次
郎
「
瀬
山
の
話
」
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一
二
四

る
。
「
断
片
（
？
）
」
と
記
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
「
卑
怯
者
」
草
稿
の
末
尾
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
梶
井
の
意
識
の
中
に
、
前
出
の
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
と
も
に
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
の
悲
劇
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
梶
井

「
此
の
世
界
を
一
つ
に
統
べ
て
ゐ
る
者
」
を
思
い
、
「
彼
岸
へ
渡
る
た
め
」
の
人
聞
の
努
力
に
思
い
を
い
た
し
、
人
間
の
努
力
の
無
力
さ

t土

「
裸
像
を
盗
む
男
」
と
い
う
作
品
の
意
図
は
明
き
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
梶
井
が
、
あ
く
ま
で
、
人
間
と
い

う
存
在
の
根
本
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

次
に
、
瀬
山
の
語
る
挿
話
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
挿
話
の
第
一
は
、

「
栂
様
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

「
瞭
様
」
挿
話
は
、

周
知
の
通

「
恐
ろ
し
い
こ
と
に
は
私
の
心
の
な
か
の
得
体
の
知
れ
な
い
嫌
巌
（
悪
）
と
い
は
う
か
、
焦
燥
と
い
は
う
か
、
不
吉
な
塊
が
1

1
重
く
る

し
く
私
を
圧
し
て
ゐ
て
、
私
に
は
も
う
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
出
来
な
い
」
そ
の
頃
、
「
街
か
ら
街
へ
紡
復
を
続

け
て
ゐ
た
」
「
私
」
が
、
あ
る
果
物
店
の
店
頭
に
棒
榛
を
見
つ
け
て
、
そ
の
一
頼
を
求
め
、
そ
の
重
さ
に
、
「
私
が
常
々
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
ゐ
た
も

り

「
す
べ
て
の
善
い
も
の
美
し
い
も
の
と
な
ず
（
づ
）
け
ら
れ
た
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
来
た
章
一
さ
」
を
感
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
以
前
は
足
繁
く
足
踏
み
し
た
が
、
そ
の
頃
は
ま
る
っ
き
り
遠
ざ
か
っ
て
い
た
丸
善
に
自
然
に
足
が
向
い
て
い
た
。
し
か

の」、
し
、
丸
善
へ
入
る
と
「
変
な
憂
欝
が
段
々
と
た
て
こ
め
て
来
」
、
画
集
を
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
へ
と
抜
き
出
し
て
は
積
み
あ
げ
た
果
て
に
、

「
挟
の

中
の
棒
様
」
を
思
い
出
し
、

「
私
」
は
画
集
を
さ
ま
ざ
ま
に
積
み
あ
げ
、
築
き
直
し
て
、

「
奇
怪
な
幻
想
的
な
城
廓
」
を
築
き
あ
げ
、
そ
の
城

次
に
、
そ
の
禅
様
を
「
黄
金
色
に
輝
く
爆
弾
」
と
見
立
て
る
「
奇
妙
な
ア
イ
デ
〔
イ
〕
ポ
」
を
思
い
つ

壁
の
頂
き
に
梓
棲
を
い
山
え
つ
け
る
。

き
、
自
分
に
丸
善
の
書
棚
を
爆
破
に
来
た
「
奇
怪
な
悪
漢
」
と
い
う
役
割
を
ふ
り
あ
て
、

あ
る
。

「
後
を
も
見
ず
に
丸
善
を
飛
出
し
た
」
と
い
う
の
で

」
の
挿
話
は
、
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。



ママ何
に
？

君
は
面
白
く
も
な
い
と
云
ふ
の
か
。
は
L

L
午
、
そ
う
だ
よ
、
あ
ん
ま
り
面
白
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
だ
。

｛
う
ろ
つ
』

時
、
秘
密
な
歓
喜
に
充
〔
た
〕
さ
れ
て
街
を
訪
僅
い
て
ゐ
た
私
に
、

！
｜
君
、
面
白
く
も
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
｜
｜

然
し
あ
の

と
不
意
に
云
っ
た
人
が
あ
っ
た
と
し
玉
へ
。
私
は
慌
て
L
抗
弁
し
た
に
違
い
な
い
。

｜
｜
君
、
馬
鹿
を
云
っ
て
呉
れ
て
は
困
る
。
｜
｜
俺
が
書
い
た
狂
人
芝
居
（
傍
点
付
加
）
を
俺
が
演
じ
て
ゐ
る
の
だ
、
然
し
正
直
な
と

こ
ろ
あ
れ
程
馬
鹿
気
た
気
持
に
全
然
な
る
に
は
俺
は
ま
だ
正
気
過
ぎ
る
の
だ
。

こ
の
結
末
の
部
分
が
、
作
品
「
樟
様
」
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で

触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
の
挿
話
は
、

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
従
来
、

「
瀬
山
の
話
」
は
「
私
」
に
よ
る
瀬
山
の
性
格
の
分
析
と
「
梓

榛
」
挿
話
と
を
一
と
ま
と
め
に
し
、

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
と
「
深
夜
の
訪
律
」
と
私
の
名
づ
け
る
部
分
と
は
一
と
ま
と
め
に
さ
れ
る
、
と
い

ぅ
、
ゴ
一
好
行
雄
氏
に
よ
れ
ば
、

「
レ
モ
ン
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
夜
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
い
う
「
瀬
山
の
話
」
の
理
解
の
仕
方
が
通
用
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
私
は
、
十
分
に
納
得
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
。

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
の
挿
話
は
、

が
い
う
と
こ
ろ
の
、

「
雪
の
日
」
草
稿
に
は
、
見
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

「
瀬
山
の
話
」
に
お
い
て
は
、
形
式
上
、

日
記
草
稿
第
三
帖
の
、
潰
川
氏

「
深
夜
の
佑
佳
」
の

途
中
で
想
起
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
を
一
つ
の
独
立
と
し
た
章
に
近
い
も
の
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
は
、

「
聴
覚
」
及
び
「
視
覚
」
の
二
つ
の
感
覚
器
に
お
い
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

「
睡
眠
遊
戯
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、

「
聴
覚
」
に
関
す
る

も
の
は
、

「
夜
の
響
き
」
｜
｜
「
と
ほ
い
響
き
は
集
っ
て
ぼ
や

「
悲
し
い
遊
戯
」

一
種
の
響
き
」
を
作
り
、
「
そ
し
て
そ
の
聞
に
近
い
葉
触
（
擦
）
れ
の
音
や
、
時
計
の
秒
を
刻
む
音
、
汽
車
の
遠
い
響
（
き
）
や
汽
笛

も
聞
え
る
。
私
の
遊
戯
と
い
ふ
の
は
そ
れ
ら
か
ら
一
つ
の
大
聖
歌
隊
を
作
っ
た
り
、
大
静
岡
弦
（
絃
）
楽
団
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
い
う
の
で

け
て
、

あ
る
。

梶
井
基
次
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六

れ
る
、

と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。

主
と
し
て
瀬
山
の
誘
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

コ
以
阪
屯
平
に
の
っ
て
ゐ
て
、
私
の
座
っ
て
ゐ
る
向
側
の
、

「
視
覚
」
の
惑
乱
は
、
外
部
か
ら
幻
想
が
訪

し
め
切
っ
た
鎧
戸
を
通
し
て
、
外
の
景
色
が

「
聴
覚
」
の
惑
乱
に
よ
る
遊
戯
が
、

見
え
て
来
」
る
、

「
セ
ザ
ン
ヌ
の
阿
集
の
中
で
児
る
、
絵
画
商
人
か
何
か
の
タ
ン
ギ
イ
氏
の
肖
像
」
が
、

「
闘
の
中
か
ら
立
ち
上
っ
て
笑
ひ
出

す
」
。
こ
れ
ら
は
、

「
（
幻
想
が
向
ふ
か
ら
泊
っ
て
く
る
と
き
は
／
も
う
人
間
の
壊
れ
る
と
き
だ
ど
と
い
う
、
宮
沢
賢
治
の
「
小
岩
井
農
場
L

パ
ー
ト
九
の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
円
分
合
、
瀬
山
は
、
「
あ
の
頃
の
私
と
い
う
の
は
此
頃
考
へ
て
見
る
と
神
経
衰
弱
だ
っ
た
ら

し
い
。
身
体
も
随
分
弱
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
大
正
一
つ
一
年
七
月
十
一
日
付

忽
那
吉
之
助
宛
書
簡
の
一
中
の

「
精
力
、
和
力
、
願
く
ば
神
経
衰
弱
と
精
力
と
共
存
せ
よ
。
白
分
は
迷
信
的
に
神
経
衰
弱
に
非
ざ
れ
ば
あ
る
種

の
美
が
把
め
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
れ
を
成
長
さ
せ
聞
き
落
し
て
く
れ
る
の
は
精
力
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
。
／
と
も
か
く
も
今
は
精
力
が

ほ
し
い
。
空
想
が
続
か
な
い
の
が
情
け
な
い
。
」
と
い
う
一
節
に
連
想
が
走
る
。
「
感
覚
器
の
惑
乱
」
の
辛
は
、
た
し
か
に
「
深
夜
の
初
佳
」
の

中
で
想
起
さ
れ
る
と
い
う
形
で
清
ら
れ
て
い
る
が
、
と
れ
ば
、
梶
井
に
と
っ
て
「
神
経
表
弱
と
精
力
」
と
の
「
共
存
ー
一
の
確
認
だ
っ
た
の
で
は

h
h

、、
4
0

4
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そ
し
て
、

「
神
経
衰
弱
」
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
、
大
正
二
一
年
一
月
二
八
日
付
千
賀
成
浴
の
計
簡
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

此
の
頃
は
あ
の
い
や
な
寂
し
さ
か
ら
逃
げ
去
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
ふ
気
が
す
る
。
考
へ
て
見
る
と
あ
の
寂
し
さ
は
あ
ん
な
生
活
の
つ

き
も
の
で
深
入
り
す
れ
ば
す
る
程
そ
の
色
が
波
く
な
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
。
ま
た
あ
れ
に
は
酒
精
中
毒
と
い
ふ
多
少
気
狂
染
み
た
ア
ブ
ノ
ル

マ
ル
な
状
態
が
つ
け
加
は
る
。
丁
度
石
般
玉
が
色
を
変
へ
る
様
に
、
急
に
落
胆
し
た
り
急
に
超
人
に
な
っ
た
様
な
精
神
の
高
揚
を
感
じ
た

そ
ん
な
こ
と
が
三
十
分
程
の
間
に
随
分
行
は
れ
る
。
立
志
が
極
端
に
働
か
な
く
な
る
。
だ
か
ら
ど
こ
ど
こ

り
、
新
聞
記
事
で
泣
い
た
り
、

へ
行
か
う
か
行
か
う
ま
い
か
と
い
う
様
な
こ
と
で
も
お
鹿
馬
鹿
し
い
程
迷
ふ
、

－
－
、
、
、

1
〈

1
v
l
v

「
或
は
神
経
衰
弱
の
一
種
か
も
知
れ
な
い
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

「
あ
の
い
や
な
寂
し
さ
」
の
時
代
が
、

「
瀬
山
の
話
」
の
背
後
に

あ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
感
覚
器
の
惑
乱
」
の
立
の
中
に
、

「
情
緒
が
空
の
雲
の
様
に
カ
メ
レ
オ
ン
の
顔
の
様
に
姿
を
か
へ
色
を
変
へ
る
の
も
そ



の
時
だ
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
第
三
の
挿
話
は
、
「
深
夜
の
妨
僅
」
の
記
述
で
あ
る
。

「
友
人
等
の
下
宿
を
転
々
し
て
」
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
「
気
兼
ね
が
昂
じ
て
来
る
」
と
、
自
分
が
卑
屈
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
堪
ら
な
く

な
り
、
「
一
そ
さ
っ
ぱ
り
自
分
の
下
宿
へ
版
っ
て
見
町
う
」
と
、
そ
の
夜
「
私
」
は
、
渋
り
が
ち
な
足
を
は
げ
ま
し
な
が
ら
、
自
分
の
下
宿
へ

と
向
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

丁
度
木
に
実
っ
た
林
檎
の
一
つ
で
私
は
あ
っ
た
。
虫
が
私
を
蝕
む
で
ゆ
く
の
で
他
の
林
檎
の
様
に
真
紅
な
実
り
を
待
つ
望
み
は
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
早
晩
私
は
腐
っ
て
お
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
お
ち
る
に
は
ま
だ
腐
り
が
ま
い
い
っ
て
い
な
い
、
そ
れ
ま
で
私
は
段

々
苦
し
み
を
酷
く
う
け
な
が
ら
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
私
は
正
気
で
そ
れ
を
被
け
る
に
は
余
り
に
弱
い
。
と
う
と
う
お
終
ひ
に

私
は
腐
ら
す
力
の
方
に
加
名
（
盟
）
す
る
、
そ
れ
と
同
時
に
自
分
自
身
を
麻
揮
さ
与
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
借
金
が
か
さ
ん
で
直
接
に
債

務
（
権
）
者
が
母
を
仰
天
さ
す
ま
で
、
ま
た
試
験
が
済
ん
で
確
実
に
試
験
が
う
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
得
心
す
る
ま
で

l
l私
は
自

分
の
感
情
に
桁
ね
を
し
て
、
自
分
の
乗
っ
て
ゐ
る
自
暴
自
棄
の
馬
車
の
先
曳
き
を
勤
め
、
一
直
線
に
破
滅
の
中
へ
突
進
し
て
そ
し
て
椎

（
磐
け
て
見
ア
。
始
ま
れ
る
も
の
な
ら
そ
こ
か
ら
始
め
ゃ
う
。
ー
其
頃
私
は
そ
う
い
ふ
風
な
狂
暴
時
代
に
い
た
の
だ
。

長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
、
「
瀬
山
の
話
」
の
も
う
一
つ
の
背
景
で
あ
る
。

さ
て
、

「
私
は
あ
れ
や
こ
れ
や
と
思
ひ
な
が
ら
白
川
道
を
と
ぼ
と
ぼ
下
宿
の
方
へ
歩
い
て
ゐ
た
」
。

私
は
病
み
且
つ
疲
れ
て
ゐ
た
。
汚
れ
と
悔
い
に
充
さ
れ
た
こ
の
私
は
地
の
上
に
、
あ
ら
ゆ
る
荘
厳
と
豪
華
は
天
上
に
、
ー
ー
北
は
そ
ん

な
こ
と
を
思
ふ
と
も
な
く
思
ひ
な
が
ら
、
真
暗
な
路
の
上
か
ら
、
天
上
の
載
（
載
）
冠
式
と
も
見
え
る
星
の
大
群
飛
を
眺
め
た
。

「
深
夜
の
妨
径
」
の
章
は
、
こ
の
あ
と
に
、
「
私
は
そ
の
時
程
は
っ
き
り
自
分
が
独
り
だ
と
い
ふ
感
じ
に
捕
へ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

デ

イ

シ

ヨ

ナ

ル

ア

プ
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つ
ま
り
状
（
条
）
件
的
で
は
な
い
絶
対
的
な
寂
客
、
孤
独
感
」
に
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
孤
独
感
の
中 中

略
）
何
と
云
っ
た
ら
い
ム
か
、

で
、
母
を
思
い
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
若
し
母
が
今
、
此
の
姿
の
私
を
見
つ
け
た
な
ら
ば
、
息
子
の
種
々
な
悪
業
な
ど
忘
れ
て
、
直
ぐ
抜
児

梶
井
基
次
郎
「
瀬
山
の
話
」
考

一
二
七



一
二
八

だ
っ
た
時
の
様
に
私
を
抱
き
と
っ
て
呉
れ
る
と
は
っ
き
り
感
じ
た
」
こ
と
、

「
私
は
何
だ
か
母
が
可
哀
そ
う
に
思
っ
て
く
れ
る
よ
り
も
こ
の
私

自
身
が
も
う
自
分
と
い
ふ
者
が
可
哀
そ
う
で
堪
ら
な
く
な
っ
て
来
た
」
と
い
う
自
己
愛
憐
の
思
い
、
そ
の
果
て
の
自
我
分
裂
（
「
そ
し
て
深
い

夜
の
中
で
私
は
二
人
に
な
っ
た
」
）
、
「
心
が
二
人
に
分
れ
て
ゐ
た
こ
と
の
徴
か
な
後
味
」
、
そ
の
時
起
こ
っ
た
「
悲
し
き
遊
戯
の
衝
動
」
｜
｜
自

分
の
名
前
「
瀬
山
」
を
様
々
な
呼
び
方
で
呼
ん
で
み
た
こ
と
、
そ
の
中
で
、

「
先
程
の
第
一
の
私
と
第
二
の
私
は
ま
た
私
の
中
で
分
裂
し
た
こ

と
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
自
己
愛
憐
に
続
く
自
我
分
裂
の
体
験
、
そ
し
て
、
そ
の
「
徴
か
な
後
味
」
は
、

あ
と
あ
と
の
梶
井
文
学
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
「
深
夜
の
訪
僅
」
で
つ
ぎ
つ
ぎ
に
語
ら
れ
る
出

に
注
目
し
た
い
。
あ
る
い
は
、
私
は
、
こ
の
対
比
に
こ
そ
、

「
汚
れ
と
悔
い
に
充
さ
れ
た
こ
の
私
は
地
の
上
に
、
あ
ら
ゆ
る
荘
厳
と
豪
華
は
天
上
に
」
と
い
う
対
比
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と

「
瀬
山
の
話
」
の
主
眼
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

来
事
が
、

私
が
瀬
山
の
原
型
と
見
る
足
越
を
主
人
公
に
し
た
「
裸
像
を
盗
む
男
」
は
、
傍
点
を
付
加
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
天
狼
星
の
光
を
点
出
す
る

こ
と
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
、
梶
井
の
も
っ
と
も
早
い
習
作
の
一
つ
、
「
小
さ
き
良
心
」
に
、
「
俺
は
あ
る
い
て
ゐ
る
、
燦
欄

と
し
た
星
の
下
を
。
昂
奮
と
怖
れ
と
苦
悶
に
庄
せ
ら
れ
な
が
ら
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
暗
い
町
を
今
人
間
の
形
を
し
た
苦
悶
が
火
熱
（
照
）

っ
て

行
き
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
の
で
あ
る
。
梶
井
の
習
作
群
の
ほ
と
ん
ど
初
め
の
も
の
と
、

の
類
似
の
表
現
が
あ
る
こ
と
は
、
軽
々
に
見
過
ご
し
て
よ
い
の
も
の
で
は
な
い
、
と
思
う
。

ほ
と
ん
ど
最
後
の
も
の
に
こ

「
瀬
山
の
話
」
を
「
正
真
正
銘
の
本
気
」
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
従
っ
て
生
き
る
よ
り
外
は
な
い

人
間
の
悲
劇
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
。
人
間
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
り
、
瀬
山
は
、
そ
の
一
つ
の
典
型
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
瀬
山
が
「
正
真
正
銘
の
本
気
」
の
姿
を
見
せ
た
の
が
、

私
は
、
先
に
、

こ
の
「
深
夜
の
街
律
」
の
章
な
の
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も

「
絶
対
的
な
寂
審
、
孤
独
感
」
な
の
で
あ

具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
が
、
天
上
と
地
上
の
円
分
と
の
対
比
な
の
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
実
感
し
た
、

る
、
と
私
は
思
う
。
梶
井
は
こ
こ
に
、
人
間
の
、
ひ
い
て
は
自
己
の
存
在
の
あ
り
ょ
う
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
ω

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
「
梓

棲
」
は
傍
点
を
付
加
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
狂
人
芝
居
」
の
自
作
自
演
で
あ
り
、
「
感
覚
器
の
惑
乱
」
も
「
制
極
的
な
写
楽
」
に
過
ぎ
な
い



の
で
あ
る
。
作
品
「
搾
穣
」
を
「
あ
ま
り
魂
の
入
っ
て
ゐ
な
い
も
の
」
と
白
評
し
た
理
由
も
、
こ
こ
に
見
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

五

さ
て
、
こ
こ
で
、

一
瀬
山
の
話
」
お
よ
び
「
棒
様
」
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、

「
瀬
山
の
話
」
の

未
完
成
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
瀬
山
の
話
」
は
、
そ
こ
か
ら
一
騎
様
」
挿
話
を
独
立
さ
せ
た
ま
ま
で
、

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
の
一
部
は

「
城
の
あ
る
町
に
て
」
に
お
い
て
再
生
さ
れ
て
い
る
が
、

「
感
覚
器
の
惑
乱
」
お
よ
び
「
深
夜
の
訪
僅
」
の
章
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
ま
ま
放

「
椋
様
」
の
挿
話
を
独
立
さ
せ
た
時
に
は
、
す
で
に
、
梶
井
は
、

「
狂
暴
時
代
」
と
訣
別
し
て
、
「
単
純
で
、
平
明
で
、
健
康
な
世
界
」
（
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
）

放
置
さ
れ
た
理
由
を
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
今
、

「
械
の
あ
る
町
に
て
」
の
ノ
l
ト
を
作
成
し
て
お
り
、
梶

に
生
き
た
い
と
願
っ
た
と
こ
ろ
に
、

置
さ
れ
て
い
る
。

井
が
、

い
い
た
い
の
は
、
放
置
さ
れ
た
理
由
で
は
な
く
、
未
完
に
終
っ
た
理
由
で
あ

る。
「
瀬
山
の
話
」
は
、
瀬
山
が
落
第
し
て
除
籍
さ
れ
、

ろ
い
ろ
と
手
を
は
く
し
た
結
果
、
彼
の
手
紙
が
や
っ
と
私
の
手
許
に
届
い
た
と
い
い
、
そ
の
手
紙
の
抄
録
で
結
ぼ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

が
彼
に
つ
い
て
の
こ
と
を
書
き
か
け
た
の
は
そ
の
手
紙
を
受
取
っ
て
か
ら
の
や
や
軽
い
安
緒
（
堵
）
の
下
に
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
、
瀬
山

「
私
」
は
東
京
へ
山
て
し
ま
い
、
瀬
山
の
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
円
て
し
ま
う
が
、

し
一「

私

が
、
と
も
あ
れ
、
少
康
状
態
に
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
紙
の
記
述
が
い
っ
さ
い
な
い
ま
ま
で
中
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
手
紙
の
内
容
を
考
え
る
に
は
、

「
裸
像
を
盗
む
男
」
の
末
尾
が
参
考
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
裸
像
を
盗
む
男
」
は
、
前
述
の

よ
う
に
、
足
越
と
い
う
「
私
自
身
も
一
種
特
殊
な
尊
敬
を
強
い
ら
れ
て
ゐ
た
」
男
が
、
酒
精
中
毒
の
た
め
願
狂
院
へ
入
院
し
、
室
長
が
そ
れ
を

見
舞
い
に
行
き
、
足
越
の
「
直
話
」
に
よ
る
「
狂
気
の
真
相
」
を
「
私
」
が
聞
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
「
直
話
」
が
中

絶
し
て
い
る
こ
と
も
前
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

「
裸
像
を
盗
む
男
」
を
読
み
進
ん
で
行
き
、
こ
の
末
尾
に
い
た
る
と
き
、
感
じ
る
の
は
、

梶
井
の
門
己
救
済
の
強
い
意
志
で
あ
る
。
足
越
を
「
酒
精
中
毒
」
に
よ
る
発
狂
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、
梶
井
の
日
己
の
運
命
の
先
取
り
で
あ

梶
井
基
次
郎
「
瀬
山
の
話
」
考

九



一三
O

り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
己
が
そ
の
運
命
に
陥
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
、

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
瀬
山
の
話
」
に

1
4
h
E
‘コ
E

i

、

V

－
1
－
T
F
4
4／
し

と
い
う
思
い
が
、

「
瀬
山
の
守
山
」
を
未
完
成
の
ま
ま
に
終
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
る
。
瀬
山
が
、

そ
ん
穴
く

と
記
し
た
の
は
、
こ
の
、
梶
井
の
意
志
を
付
皮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。 イコ

ま
り
』土

瀬
rlf 
を

と、救
り、済
あ、し
え、な
ず、け

も
、
お
そ
ら
く
、
同
じ
よ
う
な
事
情
が
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
、
作
品
中
に
お
け
る
円
己
投
済
、

破
滅
す
る
べ
き
運
命
の
も
と
に
あ
る
、

次
に
つ
何
様
」
挿
話
と
、
作
品
「
a

凶
作
様
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
持
情
詩
「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
が
、
漬
川
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
雪
の
日
」

草
稿
で
、
は
じ
め
て
散
文
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
「
レ
モ
ン
」
は
ま
だ
爆
弾
に
は
見
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
画
集
の
棚
か
ら
「
種
々
な
色
の
表
紙
の
木
を
手
当
り
次
第
抜
き
出
し
て
色
の
配
合
を
考
へ
な
が
ら
雑
然
と
桔
み
武
ね
た
」
そ
の
上

に
、
「
そ
の
黄
金
の
問
ま
り
は
雑
多
な
色
の
謂
調
を
ひ
っ
そ
り
と
ひ
と
つ
に
ま
と
め
」
て
お
り
、
「
ほ
こ
り
の
多
い
騒
然
と

レ
モ
ン
を
の
せ
、

し
た
書
店
の
中
に
そ
の
レ
モ
ン
の
あ
た
り
の
常
気
の
み
は
変
に
緊
張
し
て

レ
モ
ン
は
そ
の
中
心
に
冴
か
に
澄
み
渡
っ
て
ゐ
る
」
の
を
見
て
、

「
こ
れ
で
よ
し
」
と
思
い
。

「
そ
し
て
そ
の
ま
ま
後
を
見
ず
に
丸
善
を
出
た
。
そ
し
て
そ
の
日
一
日
そ
の
レ
モ
ン
が
ど
う
な
っ
た
と
と
か
と
思

ひ
回
ら
し
て
は
〔
楽
し
〕
微
笑
ん
で
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
を
そ
の
ま
ま
散
文
化
し
た
も
の
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
事
件
が
、
「
「
何
と
悲
し
い
遊
戯
だ
っ
た
の
だ
ら
う
O
L
私
は
そ
の
頃
の
私
自
身
を
い
た

は
り
度
い
様
な
気
に
な
り
つ
つ
も
そ
の
馬
胞
気
た
狂
気
を
は
か
な
く
思
っ
た
」
と
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
「
瀬
山
の
話
」

の
「
棒
榛
」
の
章
で
は
、

演
な
の
で
あ
る
o

つ
ま
り
、

レ
モ
ン
は
爆
聞
と
化
し
、
主
人
公
は
「
奇
妙
な
悪
漢
」
を
称
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
、

「
狂
人
芝
居
」
の
白
作
白

「
雪
の
日
」
草

z

耐
に
お
い
て
も
、

「
瀬
山
の
話
」
に
お
い
て
も
、

「
且
仰
い
様
」
挿
話
は
、
あ
く
ま
で
も
、

「
悲
し
き

遊
戯
」
、

「
狂
人
芝
居
」
と
い
う
、
泊
板
的
な
価
値
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

作
品
「
陣
樺
」
と
「
・
杯
様
」
挿
話
と
を

大
き
く
へ
だ
て
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
へ
だ
た
り
な
生
ん
だ
も
の
と
し
て
は
、
作
品
「
柿
様
」
の
脱
稿
が
大
正
十
三
年
十
一
月
と
し
て
、
そ
の

年
の
八
月
に
三
重
県
松
坂
町
（
「
域
の
あ
る
町
に
て
」
）

、。品、

の
義
兄
官
川
汎
方
に
遊
ん
だ
こ
と
の
効
果
（
前
出
）
に
よ
る
、

と
見
る
よ
り
外
は
な



い
う
な
れ
ば
、
梶
井
は
、

心
の
展
望
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
求
め
て
、
得
ら
れ
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

「p
保
像
を
盗
む
男
」
に
お
い
て

も
、
ま
た
、

一
瀬
山
の
話
」
に
お
い
て
も
、
粍
井
は
円
己
の
救
済
に
執
心
し
た
、
か
、
そ
れ
を
侍
ら
れ
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
o

そ
れ
が
．

？：£ 

ぜ、

「
椋
捜
し
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
か
。
総
り
返
し
請
っ
た
、

（
域
の
あ
る
町
に
て
し
の
背
景
と
な
る
体
験
が
一
つ
あ
っ
た
と
し
て
、

そ

れ
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
か
。

「
瀬
山
の
話
」
の
「
阪
様
」
挿
話
の
末
尾
に

「
狂
人
芝
居
」
云
々
の
発
一
一
一
円
が
あ
り
、
そ
れ
が

作
品
つ
栴
様
」
に
お
い
て
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
に
触
れ
た
。
一
二
好
行
雄
氏
は
、

「
こ
こ
に
は
過
去
を
見
る
現
在
の
限

と
、
瀬
山
を
見
る
語
り
手
の
限
が
同
時
に
存
在
す
る
。

「
陣
様
」
で
は
こ
の
一
節
が
消
え
る
o

こ
の
一
節
の
象
徴
す
る
相
対
的
認
識
が
消
え

た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
い
、
演
川
勝
彦
氏
は
、
お
そ
ら
く
三
好
氏
の
所
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
作
品
「
凶
作
様
」
で
、
こ
れ

が
削
ら
れ
た
こ
と
は
「
瀬
山
の
話
」
全
体
と
の
関
わ
り
を
打
ち
き
り
、
レ
モ
ン
挿
話
が
独
立
す
る
際
の
、
当
然
の
処
置
と
言
え
る
が
、
ま
た
一

か
い
ぎ
や
く

方
、
そ
の
よ
う
な
過
剰
な
相
対
化
を
添
加
し
な
く
と
も
「
梓
探
」
白
身
、
十
分
に
相
対
化
さ
れ
、
詰
誰
の
精
神
で
統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も

あ
る
」
と
読
ん
で
い
る
。
私
は
、
漬
川
氏
の
読
み
方
に
組
み
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
演
川
氏
が
そ
の
「
譜
諒
の
精
神
」
の
働
き
を
い
う
だ
け

い
さ
さ
か
の
不
満
を
も
つ
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
こ
の
所
を
、
先

で
、
そ
の
出
所
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
触
れ
て
く
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、

程
、
不
器
用
に
も
、
心
の
展
望
、
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
で
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考

え
る
。
作
日
山
「
杭
様
」
に
あ
っ
て
、

「
艇
様
」
挿
話
に
な
い
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
と
考
え
る
と
、
作
品
「
向
様
」
の
第
三
段
落
に
思
い
い

た
る
。

時
ど
き
私
は
そ
ん
な
路
を
歩
き
な
が
ら
、

不
図
、
其
処
が
京
都
で
は
な
く
て
京
都
か
ら
何
百
里
も
離
れ
た
仙
台
と
か
長
崎
と
か
｜
｜
そ

の
や
う
な
市
へ
今
自
分
が
来
て
ゐ
る
の
だ
1
1
1と
い
う
錯
覚
を
起
さ
う
と
努
め
る
。
私
は
、
出
来
る
こ
と
な
ら
京
都
か
ら
逃
出
し
て
誰
一

人
知
ら
な
い
や
う
な
市
へ
行
っ
て
し
ま
ひ
た
か
っ
た
。
第
一
に
安
静
。
が
ら
ん
と
し
た
旅
館
の
一
室
。
清
浄
な
蒲
団
。
匂
ひ
の
い
い
岐
張

だと
つ糊
たの
らよ。ノ

J ＼~ 錯：；

宗主
や弓

ネ苦
み宅
ぞ4
は恒
じ f'.'J
め~
る d山

1と~土
1 ず

佐官
-'C " れ？
？元
5ごし、
ー」 O

れ
λ 希
想（f
？き l土
三此

爪五 Im 

！~ f;t 
、九何
す fl寺
この

y王間

三5
7 そ
、。の

何回
のド
ャな

と 7
t土ご
な？
い 3

梶
井
基
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考
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私
の
錯
覚
と
壊
れ
か
か
っ
た
街
と
の
二
重
与
し
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
そ
の
中
に
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
の
を
楽
し
ん
だ
。

（
傍
点
付

力口
、、..／

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
、

ま
ず
、
現
実
脱
出
の
意
向
が
語
ら
れ
て
お
り
（
レ
モ
ン
を
爆
弾
と
見
立
て
、
自
分
を
「
丸
善
の
棚
へ

黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕
掛
て
来
た
奇
悟
な
悪
漢
」
と
見
立
て
る
の
は
、
変
身
に
よ
る
現
実
脱
出
の
願
望
で
あ
ろ
う
）
、

の
手
段
と
し
て
、

ま
た
、

そ

「
錯
覚
」
の
方
法
化
が
語
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
あ
た
り
の
認
識
か
ら
、
梶
井
の
心
の
展
望
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
は
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
漬
川
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
詰
語
の
精
神
」
で
の
統
一
と
い
う
こ
と
も
述
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

。
λ
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漬
川
勝
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編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
口
梶
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次
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中
島
敦
』
（
角
川
書
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訂
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）
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中
谷
孝
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『
梶
井
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次
郎
』
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筑
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書
房
、
昭
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）
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一
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行
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「
青
春
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虚
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「
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井
基
次
郎
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作
品
論
の
試
み
』
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至
文
堂
、
昭
必
・

6
）

※
小
論
中
の
一
一
一
氏
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
右
の
著
述
に
よ
っ
た
。


