
　

筆
者
は
殆
ど
文
学
と
は
無
縁
の
徒
で
あ
る
。

そ
の
私
が
最
近
、
計
ら
ず
も
在
職
中
の
同
僚
で

あ
っ
た
愛
知
大
学
教
授
の
小
山
澄
夫
氏
か
ら
本

書
の
恵
送
を
受
け
た
。
筆
者
は
最
初
の
数
章
を

斜
め
読
み
し
た
だ
け
で
、
大
変
興
味
あ
る
内
容

で
あ
る
旨
を
記
し
て
返
礼
を
認
め
た
。
と
こ
ろ

が
そ
の
数
ヶ
月
後
、
小
山
氏
か
ら
電
話
が
あ
り

『
東
方
』
誌
に
書
評
を
書
く
よ
う
に
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
何
十
年
も
前
に
『
紅
楼

夢
』（
平
凡
社
『
中
国
古
典
文
学
全
集
』）
を
読
ん

だ
き
り
で
、
曹
雪
芹
に
つ
い
て
も
全
く
何
も
知

ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
内
容
に
興
味
が
あ
る

と
云
っ
た
手
前
、
そ
れ
に
最
近
自
身
が
乾
隆
朝

の
官
僚
の
生
態
に
つ
い
て
調
べ
出
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
無
恥
も
構
わ
ず
書
評
を
お
引
受
け
し

た
次
第
で
あ
る
。

　

本
書
は
曹
雪
芹
の
生
涯
に
つ
い
て
、
時
代
背

景
、
生
立
ち
、
流
転
の
中
で
の
文
筆
活
動
、
交

友
関
係
な
ど
、
本
文
三
三
章
、
附
録
三
篇
、
図

表
一
篇
か
ら
な
る
詳
細
を
極
め
た
「
大
伝
」
で

あ
る
。
の
っ
け
か
ら
筆
者
の
無
知
を
曝
け
出
す

こ
と
に
な
る
が
、
私
は
『
紅
楼
夢
』
な
る
世
界

的
な
名
作
の
作
者
の
生
涯
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

不
明
な
こ
と
が
多
い
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
。
否
、
不
明
ど
こ
ろ
か
「
久
し
い
あ
い
だ
俗

塵
に
埋
も
れ
た
あ
げ
く
、
ひ
き
つ
づ
き
汚
泥
に

ま
み
れ
て
き
た
」（
著
者
日
本
語
版
序
文
）
の
で

あ
っ
た
。
本
書
が
、
作
者
の
生
立
ち
の
時
代

背
景
に
相
当
の
紙
数
を
費
や
し
（
第
一
章
か
ら

一
〇
章
ま
で
）
て
い
る
の
は
、
雪
芹
の
生
涯
が

何
故
久
し
い
間
「
汚
泥
に
ま
み
れ
た
」
ま
ま
の

状
態
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
祖
父
曹
寅
は
江
寧
織
造
官
（
織
造
官

と
い
う
地
位
が
明
以
来
特
殊
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
本
文
参
照
）
と
し
て
康
煕
帝
よ

り
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
（
康
熙
帝
は
三
八

年
の
南
巡
の
際
、
こ
の
織
造
署
を
行
宮
と
し
た
）、

曹
家
は
全
盛
の
時
代
を
迎
え
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
雍
正
帝
の
時
代
に
な
る
や
、
父
親
曹
頫
が
雍

正
帝
の
「
政
敵
塞
思
黒
（
康
熙
帝
の
皇
九
子
）」

と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
で
「
姦
党
」
と
さ
れ
、

家
産
没
収
等
の
罪
に
落
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事

態
の
中
で
曹
雪
芹
は
生
を
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
家
運
全
盛
の
時
代
か
ら
一
転
「
姦
党
」
の

子
と
し
て
貧
窮
に
苛
ま
れ
る
生
涯
を
送
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
蛇
足
的
な
付
言

を
す
る
な
ら
ば
、
著
者
は
雪
芹
の
家
系
の
特
殊

性
、即
ち
「
内
務
府
包
衣
」
に
属
す
る
こ
と
や
、

清
朝
に
お
け
る
「
満
人
と
漢
人
」
と
の
関
係
等

か
な
り
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
、
雪
芹
の
生
き

た
時
代
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
と
く
に
私

の
よ
う
な
歴
史
学
徒
に
と
っ
て
は
示
唆
に
富
む
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言
で
は
、
彼
は
「
そ
の
経
歴
に
汚
点
が
あ
り
、

家
門
に
も
仔
細
が
あ
っ
て
、
酒
ず
き
で
詩
を
こ

の
み
、
世
人
か
ら
み
れ
ば
落
ち
こ
ぼ
れ
の
不
孝

者
」
で
、「
気
宇
壮
大
な
硬
骨
漢
で
あ
り
な
が

ら
不
羈
磊
落
な
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
で
、
し
か
も
社

会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
」（
二
四
章
）
人
物
で
あ
っ

た
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
雪
芹
と
似
か
よ
っ
た
性
格

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
詩
に
よ
っ
て
雪

芹
の
身
辺
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

も
多
い
ら
し
い
。
さ
ら
に
も
う
一
人
の
雪
芹
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
支
援
者
で
あ
っ
た
の

が
「
脂
硯
斎
」
な
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
人
物

に
つ
い
て
は
氏
素
性
も
定
か
で
な
い
ら
し
い

が
、
雪
芹
は
こ
の
人
か
ら
「
助
け
と
慰
め
」
を

え
て
「
小
説
」
の
執
筆
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。
著
者
の
言
に
従
え
ば
、
こ
の

人
物
の
功
績
は
「
孤
独
と
寂
寞
の
さ
な
か
に

あ
っ
た
曹
雪
芹
に
た
い
し
、
力
づ
よ
い
支
え
と

な
り
励
ま
し
と
な
り
、
さ
ら
に
小
説
創
作
に
お

け
る
協
力
者
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
」（
二
七

章
）
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
数
少
な
い
雪
芹
の
友
人
や
支
援
者

に
対
す
る
著
者
の
目
は
非
常
に
行
き
届
い
て
お

り
、
雪
芹
に
関
す
る
資
料
の
非
常
に
少
な
い
中
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内
容
で
あ
っ
た
。

　

雪
芹
は
赤
貧
に
追
い
立
て
ら
れ
「
前
科
」
の

有
る
家
門
の
子
弟
と
い
う
負
い
目
を
背
負
い
な

が
ら
成
長
し
た
。
彼
が
幼
少
時
、
ど
の
よ
う
に

読
書
勉
学
し
、
長
じ
て
後
ど
の
よ
う
に
科
挙
受

験
と
関
わ
り
あ
い
、
ま
た
如
何
な
る
職
務
を
授

か
っ
た
も
の
や
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
の
詳
細
は

今
日
も
は
や
知
る
す
べ
が
な
い
（
一
五
章
）
ら

し
い
。た
だ
一
つ
明
白
な
の
は
、彼
が
選
び
と
っ

た
の
は
「
雑
作
」
よ
り
も
さ
ら
に
「
低
級
」
で

文
人
の
誰
も
足
を
踏
み
入
れ
な
い「
小
説
執
筆
」

の
道
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
生
活
の
た
め
に
は

何
ら
か
の
職
務
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
家
系
の
関
係
か
ら
内
務
府
の
旗
人
で
あ
っ

た
の
で
、
宗
学
（
清
朝
の
宗
室
子
弟
の
教
育
機
関
）

の
職
務
に
つ
い
た
が
、
そ
れ
も
教
師
で
は
な
く

雑
務
職
員
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

雪
芹
が
宗
学
に
在
職
し
た
こ
と
は
生
涯
に
わ

た
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
彼

は
こ
こ
で
幾
人
か
の
友
人
を
得
た
が
、
な
か
で

も
終
生
の
友
と
な
っ
た
の
が
敦
敏
・
敦
誠
の
二

兄
弟
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
は
清
朝
名
門
の
末

裔
に
当
る
よ
う
で
あ
る
が
、
先
代
が
皇
室
の
内

紛
に
巻
き
込
ま
れ
没
落
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
点
で
は
彼
等
も
雪
芹
と
あ
い
似
た
境
遇

を
経
験
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
は
も
っ
と
人
間

的
な
共
感
が
両
者
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
っ
た

し
、
文
学
的
才
能
の
み
が
重
ん
じ
ら
れ
る
間
柄

と
な
っ
た
。「
不
羈
磊
落
な
性
格
で
、
世
故
と

い
う
も
の
を
目
の
敵
に
し
て
い
た
」
雪
芹
の
人

柄
に
こ
の
兄
弟
は
強
く
惹
か
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
と
は
い
え
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

か
っ
た
筈
で
あ
る
。「
罪
を
得
て
家
産
を
没
収

さ
れ
た
あ
げ
く
零
落
し
て
貧
苦
に
あ
え
い
で
い

た
」
う
え
に
、「
親
類
縁
者
の
富
児
の
人
々
か

ら
手
厚
い
侮
辱
と
軽
蔑
を
さ
ず
か
っ
て
」
い
た

雪
芹
に
近
づ
く
こ
と
は
、自
分
た
ち
自
身
も「
不

肖
」
の
行
状
の
「
渢
子
（
う
つ
け
も
の
）」
の
仲

間
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
彼
等
の
友
情
は
終
生
変
わ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

も
う
一
人
の
重
要
な
友
人
は
張
宜
泉
な
る
人

物
で
あ
る
。
曹
雪
芹
が
貧
苦
に
喘
ぎ
な
が
ら
住

居
を
転
々
と
し
北
京
西
郊
に
住
ん
だ
時
、
彼
は

村
塾
の
教
師
を
し
て
い
た
。
姓
を
張
と
い
い
、

名
は
不
詳
、
宜
泉
と
い
う
字
で
あ
り
、
旗
人
で

あ
っ
た
こ
と
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
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か
ら
、
こ
れ
ら
友
人
の
詩
を
通
し
て
雪
芹
の
人

柄
や
生
活
態
度
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
に
成

功
し
て
い
る
と
思
う
。
私
の
よ
う
に
詩
文
か
ら

遠
い
も
の
で
も
敦
氏
兄
弟
や
張
宜
泉
の
詩
句
に

た
い
す
る
著
者
の
解
釈
は
誠
に
適
切
で
風
趣
さ

え
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
著
者
は
詩
の
大

家
ら
し
い
が
（
失
礼
）
宜
な
る
か
な
で
あ
る
（
巻

末
、
伊
藤
漱
平
氏
『
跋
語
』
参
照
）。

　

著
者
周
汝
昌
氏
は
本
書
『
曹
雪
芹
小
伝
』
に

よ
っ
て
、『
紅
楼
夢
』
と
い
う
「
世
を
う
ら
み

時
を
の
の
し
る
書
」
を
執
筆
す
る
こ
と
が
「
人

の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
て
、
ど
れ
ほ
ど
大
胆

な
勇
気
と
、
い
か
ほ
ど
堅
牢
な
信
念
と
、
い
か

ば
か
り
剛
毅
な
気
力
を
必
要
と
し
た
」
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
誠
に
本
書
は
『
大

伝
』
と
い
う
べ
き
大
作
で
あ
る
。
著
者
は
中
国

に
お
け
る
『
紅
楼
夢
』
研
究
を
代
表
す
る
一
人

で
あ
る
が
、
そ
の
力
量
は
こ
の
一
作
に
お
い
て

も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
本
書

を
読
み
進
む
う
ち
、
曹
雪
芹
に
人
間
的
親
近
感

さ
え
覚
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
本
書
の
各
章
末

に
付
さ
れ
た
原
注
も
非
常
に
内
容
の
あ
る
も
の

で
、
清
朝
史
に
興
味
の
あ
る
も
の
に
は
大
変
参

考
に
な
る
。

　

小
山
澄
夫
教
授
の
翻
訳
に
な
る
本
書
が
二
〇

年
の
歳
月
を
経
て
日
の
目
を
見
た
の
は
誠
に
慶

ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
訳
文
は
氏
の
人
柄
を
反

映
し
て
な
か
な
か
凝
っ
た
よ
う
で
い
て
、
そ
れ

を
感
じ
さ
せ
ず
流
麗
で
読
み
や
す
い
。そ
の
上
、

氏
の
手
に
な
る
訳
注
が
懇
切
を
極
め
、
実
に
詳

細
で
原
注
と
合
わ
せ
て
本
文
の
理
解
に
役
立
っ

て
い
る
。

　

最
後
に
蛇
足
の
言
を
付
す
る
こ
と
を
お
許
し

い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
曹
雪
芹
の
生
涯
に
も

大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
雍
正
帝
の
時
代
に

関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
雍
正
帝

は
官
僚
の
専
横
を
よ
く
抑
え
、
汚
職
を
撲
滅
し

よ
う
と
し
た
出
色
の
皇
帝
と
し
て
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
良
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
地

丁
併
徴
の
実
施
や
、
陋
規
を
抑
え
養
廉
銀
の
制

度
を
創
始
し
た
こ
と
、
ま
た
虧
空
（
官
僚
の
使

込
み
）
の
徹
底
し
た
取
り
締
ま
り
な
ど
、
主
と

し
て
は
経
済
的
な
成
果
に
基
づ
く
も
の
と
い
え

よ
う
。
一
方
中
国
で
は
、
雍
正
帝
の
評
価
は
あ

ま
り
芳
し
く
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
雍
正
帝
の
帝
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
関

し
て
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
も
「
悪
辣
な
手
段

を
も
ち
い
て
⋮
⋮
み
ず
か
ら
の
同
胞
兄
弟
ま
で

謀
殺
し
て
帝
位
に
の
し
あ
が
っ
た
人
物
」（
七
章
）

が
雍
正
帝
で
あ
っ
た
と
決
め
付
け
て
お
ら
れ

る
。
帝
位
継
承
問
題
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ

る
か
は
簡
単
で
は
な
い
と
お
も
う
が
、
帝
位
継

承
に
か
ら
ん
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
政
争
に
つ
い

て
は
、
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
は
さ
ら
に
考
察

が
深
め
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

隆
科
多
や
年
羮
堯
の
失
脚
の
政
治
的
背
景
や
、

虧
空
の
問
題
に
し
て
も
単
に
経
済
的
な
問
題
と

し
て
片
づ
け
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
雍
正
時

代
の
政
治
に
は
帝
位
継
承
に
か
か
わ
る
政
争
の

影
が
各
方
面
に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

本
書
を
読
ん
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の

点
で
あ
っ
た
。

（
た
に
ぐ
ち
・
き
く
お　

大
阪
大
学
名
誉
教
授
）
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