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定
年
に
当
っ

て
の
感
慨

十す

松

H英

私
の
人
生
は
流
れ
に
漂
う
も
の
だ
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。
も
と
も
と
志
を
立
て
た
り
計
画
し
た
り
と
い
う
性
で
は
な
い
か
ら
、

終
着
が

ど
こ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
思
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

中
国
文
学
を
専
門
に
し
て
い
る
と
言
う
と
、
年
配
の
人
に
時
々
「
お
父
様
の
影
響
で
す
か
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

だ
が
実
際

lま

こ
こ
か
ら
成
り
行
き
が
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
昭
和
十
六
年
に
慶
謄
の
予
科
へ
入
っ
て
間
も
な
く
、
予
科
生
の
間
に
、
学
部
の

専
攻
の
下
部
組
織
を
作
ろ
う
と
い
う
話
が
出
た
。
哲
学
会
だ
と
か
国
史
学
会
だ
と
か
英
文
学
会
だ
と
か
が
次
々
と
出
来
た
。

が
、
支
那
文
学
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会
だ
け
は
誰
も
始
め
よ
う
と
す
る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
友
人
に
「
お
前
、
支
那
文
学
会
を
や
っ
て
み
ろ
よ
」
と
言
う
者
が
あ
り
、
「
じ
ゃ

あ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
募
集
し
て
み
た
ら
何
人
か
集
ま
っ
た
の
で
、
医
学
部
の
留
学
生
で
王
君
と
い
う
人
に
頼
ん
で
中
国
語
を
教
え
て

も
ら
っ
た
り
、
漢
文
の
先
生
に
中
国
文
学
の
話
を
し
て
も
〉
わ
っ
た
り
し
た
。
戦
争
が
激
し
く
な
り
、

三
年
は
半
年
に
短
縮
さ
れ
、
十
八
年
の

十
月
に
学
部
へ
進
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
支
那
文
学
専
攻
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
ん
な
い
き
さ
つ
か
ら
当
然
の
こ
と
だ
と
思
っ
た
だ
け
で
、

別
に
中
国
文
学
に
興
味
や
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
中
学
生
の
こ
ろ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
く
ら
い
だ
。

そ
の
年
の
十
二
月
に
召
集
を
受
け
て
兵
隊
に
な
っ
た
が
、
月
の
内
に
病
院
送
り
に
な
り
、

つ
づ
い
て
療
養
所
へ
移
さ
れ

そ
こ
で
終
戦
の

翌
年
ま
で
す
ご
し
た
。
文
学
部
一
年
に
復
学
し
た
の
は
二
十
二
年
の
十
月
だ
っ
た
。
丸
三
年
の
遅
れ
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
何
が
幸
い
す
る

か
わ
か
ら
な
い
も
の
で

い
さ
さ
か
知
恵
お
く
れ
気
味
の
私
に
は
、

ち
ょ
う
ど
い
い
成
長
過
程
に
達
し
て
い
た
。



復
学
す
る
前
に
、
学
校
へ
一
民
る
の
を
諦
め
て
半
年
ほ
ど
月
給
取
生
活
を
経
験
し
た
の
で
、
二
十
五
年
三
月
に
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も

就
職
す
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
の
理
由
で
父
親
に
ね
だ
っ
て
大
学
院
に
残
っ
た
。
傍
ら
中
等
部
の
非
常
勤
講
師
を
や
り
、
大
学

院
終
了
と
共
に
教
諭
に
な
っ
た
。
当
時
の
中
等
部
は
草
創
期
で
教
員
の
年
齢
も
若
く
殆
ど
が
独
り
者
だ
っ
た
。
先
生
も
生
徒
も
一
緒
く
た
に

な
っ
て
遊
ぴ
暮
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
何
を
見
込
ん
だ
か
奥
野
信
太
郎
先
生
が
大
学
の
助
手
に
し
て
く
れ
た
。
二
十
九
年
の

こ
と
で
あ
る
。

奥
野
先
生
は
学
問
を
叩
き
込
む
と
い
う
先
生
で
は
な
く
、
い
つ
も
「
仕
事
を
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
勉
強
し
て
行
か
な
け
れ
ば
駄
目
だ
よ
」

と
言
わ
れ
、

原
稿
の
世
話
な
ど
し
て
下
さ
っ
た
。

だ
か
ら
、

私
に
学
問
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
の
話
だ
が
、

ま
っ
た
く
の
我
流
で
あ

る
。
伝
統
に
染
め
貫
か
れ
た
中
国
学
の
中
で

こ
う
い
う
我
流
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
問
題
で
、
白
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分
で
も
主
流
に
対
し
て
異
端
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
異
端
は
た
い
て
い
少
数
派
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
人
き
り

か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
れ
だ
け
頑
固
に
な
っ
て
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
俺
の
方
が
正
し
い
と
思
い
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
数
の
中
で

孤
立
す
る
と
い
う
、

み
ん
な
一
緒
の
日
本
の
社
会
で
は
不
快
な
構
図
が
、

私
の
人
生
の
枠
組
み
と
な
っ
た
。

そ
の
第
一
波
は
中
国
の
文
化
大
革
命
で
あ
っ
た
。
文
革
に
は
多
く
の
予
兆
が
あ
っ
た
。
「
文
芸
講
話
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
紅
楼
夢
論
争
」
「
胡

風
事
件
」
「
百
家
争
鳴
」
「
反
右
派
闘
争
」
「
大
躍
進
」
「
業
余
作
家
運
動
」
「
調
整
期
」
と
つ
づ
い
て
文
革
に
至
る
。
紅
楼
夢
論
争
が
起
っ
た
の

は
、
私
が
「
紅
楼
夢
」
に
耽
溺
し
て
い
る
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
関
心
を
持
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
ま
だ
文
献
が
自
由
に
手
に
入
ら
な
か
っ

た
が
、
出
来
る
だ
け
目
に
鰯
れ
た
も
の
を
読
ん
だ
。
殆
ど
す
べ
て
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
を
機
械
的
に
当
て
は
め
た
も
の
で
、

そ
の
た
め

に
ず
い
ぶ
ん
無
理
な
牽
強
付
会
を
し
て
い
る
も
の
が
殆
ど
だ
っ
た
。
文
学
と
し
て
全
く
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
感
想
を
ま

と
め
て
「
紅
楼
夢
論
争
に
対
す
る
批
判
」
と
い
う
題
で
「
妻
文
研
究
」
に
出
し
た
。
胡
風
事
件
が
起
っ
た
の
は
そ
の
翌
年
だ
っ
た
。
こ
れ
も
、



胡
風
に
対
す
る
罪
状
の
告
発
が
常
識
で
見
て
も
体
を
な
さ
ぬ
も
の
だ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
翌
一
九
五
六
年
、

私
は
中
国
へ
行
く
機
会
を
得
た
。
若
手
の
党
員
で
あ
る
文
学
理
論
家
が
週
に
二
、

三
回
ず
つ
中
国
語
の
相

手
を
し
て
く
れ
る
た
め
に
宿
舎
へ
来
て
く
れ
た
。
話
は
自
然
と
紅
楼
夢
論
争
に
及
ん
だ
。

私
の
批
判
を
彼
は
一
々
反
駁
し
た
。

そ
こ
で
私
が

「
あ
な
た
方
は
あ
の
魅
力
的
な
紅
楼
夢
を
、

そ
ん
な
に
固
苦
し
く
面
白
く
な
く
読
む
の
か
」
と
た
ず
ね
る
と
「
い
や
、
読
む
時
に
は
違
う
」
と

い
う
返
事
だ
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
文
学
を
考
え
る
場
合
の
大
き
な
カ
ギ
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
。
そ
の
う
ち
に
百
家
争
鳴
が
始
ま
っ
た
。
す

る
と
彼
は
「
お
前
の
言
う
こ
と
は
面
白
い
か
ら
論
文
を
書
い
て
み
ろ
」
と
言
っ
た
。
私
は
北
京
以
外
の
土
地
も
見
た
か
っ
た
が
、

そ
れ
を
犠

牲
に
し
て
、
ず
っ
と
居
座
っ
て
論
文
を
書
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
翌
年
「
人
民
文
学
」

一
月
号
に
掲
載
き
れ
た
。
し
か
し
百
家
争
鳴
は
間
も
な

く
反
右
派
闘
争
に
転
じ
た
。
あ
の
陳
さ
ん
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
論
文
を
斡
旋
し
た
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
の
消
息
を
そ
の
後
聞
い

大
躍
進
の
猪
突
政
策
は
大
失
敗
に
終
っ
た
が
、

そ
の
聞
の
日
本
に
お
け
る
評
価
は
、

ど
う
い
う
わ
け
か
大
層
高
い
も
の
だ
っ
た
。
業
余
作
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た
こ
と
は
な
い
。

家
の
作
品
は
ゴ
ミ
の
山
だ
っ
た
が
、

日
本
の
研
究
者
は
、
無
数
の
作
家
が
出
た
か
ら
に
は
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
、
ま
る
で
文
学

に
も
人
海
戦
術
が
通
じ
る
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
評
価
を
し
た
。

こ
の
失
政
の
調
整
を
し
た
人
々
を
打
倒
し
て
、
再
び
盲
進
暴
進
に
転
じ
た
の
が
文
化
大
革
命
で
あ
っ
た
。
科
学
的
経
済
的
合
理
性
を
欠
い

た
人
海
戦
術
に
頼
る
大
躍
進
の
失
敗
の
建
て
直
し
を
す
る
調
整
政
策
お
よ
び
そ
れ
の
施
行
に
当
っ
た
人
々
を
根
こ
そ
ぎ
ひ
っ
く
り
返
す
文
革

カf

い
っ
そ
う
組
暴
な
非
合
理
主
義
で
、
極
端
な
精
神
主
義
・
個
人
崇
拝
に
突
っ
走
っ
た
の
は
勢
い
の
当
然
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、

そ
れ
は
も
う
狂
気
の
嵐
と
で
も
呼
ぶ
ほ
か
は
な
く
、

と
う
て
い
政
策
な
ど
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
そ
の
こ
と
を

「
毛
沢
東
の
焦
慮
と
孤
独
」
と
い
う
本
に
書
い
た
。
し
か
し
日
本
の
言
論
界
は
挙
げ
て
文
革
の
前
に
拝
践
し
、
近
代
を
超
克
す
る
人
類
の
夢
を



実
現
す
る
崇
高
な
政
策
で
あ
る
か
の
如
き
高
い
評
価
で
満
た
さ
れ
、
孤
独
に
陥
っ
た
の
は
私
で
あ
っ
た
。
古
典
的
深
遠
な
学
殖
の
持
主
の
集

団
で
あ
る
は
ず
の
日
本
中
国
学
会
ま
で
が
興
奮
し
て
「
今
こ
そ
中
国
の
学
者
と
交
流
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
大
会
決
議
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
文
革
は
特
別
だ
と
し
て
も
、
中
国
人
の
思
考
の
中
に
何
か
そ
れ
を
生
み
出
す
原
型
と
い
っ
た
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

日
本
人
の
中
国
評
価
に
も
根
強
い
特
殊
な
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
そ
ん
な
思
い
に
と
ら
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
う
い
う
問
題
は
論
文
に
な
り
に
く
い
。
散
発
的
に
雑
誌
な
ど
に
書
く
ほ
か
な
か
っ
た
。
「
中
国
三
千
年
の
体

質
」
と
い
う
本
は
、
あ
る
時
点
で
の
私
の
中
国
理
解
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ご
ろ
に
な
っ
て
、
中
国
が
二
千
余
年
に
わ
た
っ

て
思
想
統
制
の
下
に
お
か
れ
た
国
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
到
っ
た
。

た
と
え
善
な
る
も
の
に
せ
よ
、

そ
れ
だ
け
で
人
聞
の
営
み
の
一
切
を
律

す
る
の
は
無
理
だ
。
無
理
を
強
行
す
れ
ば
、

そ
こ
に
種
々
の
歪
み
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
善
を
説
い
た
思
想
に
さ
え
歪
み
を
与
え
て
い
る
は
ず

そ
れ
は
善
な
る
教
え
と
、

そ
の
善
で
統
一
さ
れ
た
文
化
を
「
学
ん
だ
」

の
で
あ
っ
て
、
実
体
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
は
な
か
っ
た
。

吋ノ－句、v
r「〕

だ
。
そ
の
歪
み
の
あ
り
様
の
解
明
に
努
め
る
の
が
中
国
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
中
国
文
化
の
受
容
は
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、

い
ま
だ
に
中
国
の
学
問
を
無
批
判
に
学
ぶ
こ
と
が
中
国
学
の
正
統
に
な
っ
て
い
る
。

今
年
は
日
本
中
国
学
会
創
立
四
十
周
年
で
、

記
念
シ
ン
ポ
シ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
私
は
問
題
提
起
者
の
一
人
に
選
ば
れ
た
の
で
、

こ
の
現
状

の
打
破
が
急
務
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
の
べ
た
。
そ
れ
は
学
会
全
体
に
対
す
る
批
判
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
猛
烈
な
反
論
を
受
け
る
か
、

総
ス
カ
ン
を
食
う
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
。

が
、
結
果
は
完
全
な
無
反
応
で
あ
っ
た
。

一
つ
の
意
見
も
質
疑
も
出
な
か
っ
た
。

一
人
で
力
ん

℃
空
振
り
を
し
た
だ
け
に
終
っ
た
。

私
は
今
年
度
で
慶
謄
を
定
年
に
な
っ
た
ら
、

よ
そ
の
大
学
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
三
年
く
ら
い
前
に
、
古
い
同
僚
で
そ
の
大

学
へ
行
く
人
が
誘
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
新
学
部
が
出
来
る
に
つ
い
て
は
、

文
部
省
へ
申
請
を
出
す
に
当
っ
て
、
教
授
の
頭
数
を
揃
え
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
を
必
要
と
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
は
有
難
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
承
諾
し
た
。

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
慶
謄
を
辞
め
て
も
、

ま
た
月
給
を
貰
う
と
こ
ろ
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
何
か
将
来
に
対
す
る
安

心
感
を
持
た
せ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
行
か
な
い
。
長
年
月
給
を
貰
い
つ
づ
け
て
、
月
給
取
り
根
性
が
身
に
渉
み
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い

た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
十
年
近
く

い
や
し
く
も
学
問
を
つ
づ
け
て
、

そ
の
程
度
の
人
間
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
知
る

の
は
、

晩
年
の
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
、

か
な
り
強
烈
な
苦
々
し
き
で
あ
る
。

六
十
五
を
過
ぎ
て
か
ら
、

ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
出
来
る
か
疑
問
で
あ
る
。

い
つ
頭
が
牒
瀧
と
な
っ
て
来
る
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

？こ

だ
現
在
か
ら
考
え
て
、
あ
と
二
三
年
は
そ
う
い
う
こ
と
も
な
か
ろ
う
と
い
う
気
が
す
る
。

と
す
れ
ば
、

こ
こ
何
年
と
い
う
も
の
は
、
私
に
残

き
れ
た
、

か
け
が
え
の
な
い
時
間
だ
。
若
者
に
何
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
が
無
意
味
だ
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
最
後
の
一

、、d、、u，、J

瞬
に
等
し
い
時
を
、

せ
め
て
自
分
の
た
め
に
残
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

客
観
的
に
見
た
場
合
、
私
の
や
っ
て
来
た
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
正
直
に
言
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、

晩
年
に
な
っ
て
気
が
つ
い
た
こ
と
が
、
中
国
研
究
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
自
分
で
思
う
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
結
論
に
到
達
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
を
考
え
つ
づ
け
る
方
が
、

人
生
を
歩
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
人
が
そ
れ
を
ど
う
評
価
し

レa
品、つル」、

そ
れ
は
私
自
身
の
問
題
で
は
な
い
。
「
人
知
ら
ず
し
て
岨
み
ず
」
だ
。

私
に
は
悪
い
癖
が
あ
っ
て
、
よ
く
も
考
え
な
い
で
事
を
決
め
、

ど
た
ん
場
に
な
っ
て
後
悔
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

ど
う
や
ら
人
生

の
最
後
に

そ
の
悪
い
癖
を
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。



村
松
峡
教
授
略
歴

大
正
十
二
年
八
月
十
五
日
生
ま
れ
。
昭
和
二
十
五
年
三
月

慶
謄
義
塾
大
学
文
学
部
中
国
文
学
専
攻
卒
業
。
同
年
四
月

同
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
入
学
。
昭
和
二
十
七
年
三
月

同
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
同
年
四
月

慶
謄
義
塾
中
等
部
教
諭
。
昭
和
二
十
九
年
四
月

慶
雁

義
塾
大
学
文
学
部
助
手
。
昭
和
三
十
一
年
四
月

同
大
学
専
任
講
師
。
昭
和
三
十
三
年
四
月

同
大
学
助
教
授
。
昭
和
四
十
年
四
月

同
大

学
教
授
。
昭
和
五
十
二
年
四
月
1
五
十
四
年
三
月

香
港
総
領
事
館
調
査
研
究
員
。
昭
和
六
十
四
年
三
月

慶
謄
義
塾
大
学
文
学
部
停
年
退

職
他
に
、
慶
謄
義
塾
外
国
語
学
校
・
慶
雁
義
塾
女
子
高
等
学
校
・
東
京
大
学
・
東
京
大
学
教
養
学
部
・
成
践
大
学
等
の
非
常
勤
講
師
。
文
部

省
大
学
設
置
基
準
委
員
会
委
員
・
慶
謄
義
塾
女
子
高
等
学
校
校
長
・
慶
謄
義
塾
喜
文
学
会
会
長
・
塾
生
新
開
会
長
等
を
歴
任
。

執
筆
目
録
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ω著
書

『
毛
沢
東
の
焦
慮
と
孤
独
』
（
中
央
公
論
社
・
一
九
六
七
）
。
『
中
国
列
女
伝
』
（
中
公
新
書
・
一
九
六
八
）
。
『
警
説
史
記
』
（
中
央
公
論
社
・
一

九
六
八
）
。
『
五
代
群
雄
伝
」
（
中
央
公
論
社
・
一
九
七
二
）
。
『
理
想
の
敗
北
1

1

孟
子
』
（
新
人
物
往
来
社
・
一
九
七
三
）
。
『
中
国
三
千
年
の

体
質
』
（
高
木
書
房
・
一
九
八

O
）
。
『
中
国
つ
れ
づ
れ
草
』
（
あ
ず
き
書
房
・
一
九
八
二
年
）
。
『
中
国
の
故
事
・
名
言
も
の
し
り
辞
典
』
（
大
和

出
版
・
一
九
八
三
）
。
『
項
羽
」
（
集
英
社
・
一
九
八
六
）
。

ω共
著
・
事
典
・
編
集



『
中
国
の
八
大
小
説
』
（
平
凡
社
・
一
九
六
五
）
。
『
文
学
史
』
（
大
修
館
書
店
・
中
国
文
化
業
書
5
・
一
九
六
八
）
。
『
世
界
文
学
入
門
』
（
集
英

社
・
一
九
六
八
）
。
「
晋
の
文
公
」
「
漢
の
武
帝
」
「
永
楽
帝
」
（
『
人
物
中
国
の
歴
史
」
各
第
一
巻
・
第
四
巻
・
第
八
巻
所
収
。
集
英
社
・
一
九

八
一

j
八
二
）
『
古
典
は
語
り
か
け
る
』

I

築
地
書
館
・
一
九
八
二
）
。
同
H

（
一
九
八
三
）
。
岡
田

（
一
九
八
四
）
。
『
知
略
』
（
経
済
界
・

一
九
八
八
）
。
「
小
説
（
中
国
）
」
（
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
9
・
一
九
七
三
）
。
『
中
国
文
学
十
二
話
』
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
万
・
一
九
六

八）。ω翻
訳
・
小
説

『
杭
州
締
謂
』
（
酎
燈
社
・
一
九
五
二
。
『
今
古
奇
観
ほ
か
』
（
盛
光
社
・
一
九
六
七
）
。
「
画
本
西
遊
記
』
全
六
巻
（
中
央
公
論
社
・
一
九
八
三
）
。

「
濁
流
」
（
「
文
学
界
」

一
九
六
六
年
三
月
号
）
。
「
小
説
・
則
天
武
后
」
（
『
自
由
民
主
』

一
九
七
七
年
一
月
j
十
二
月
号
）
。
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凶
論
文

我
対
ρ
紅
楼
夢
。
二
三
看
法
（
『
人
民
文
学
』

一
九
五
二
年
一
月
）
。
紅
楼
夢
の
小
説
性
｜
｜
周
汝
昌
の
「
紅
楼
夢
新
謹
」
を
め
く
っ
て
l
i
p
－
芸
文
研

究
」
第
四
号
）
。
紅
楼
夢
論
争
に
対
す
る
批
判
（
『
芸
文
研
究
』
第
五
号
）
。
「
紅
楼
夢
」
後
四
十
回
の
評
価
（
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文

集
「
文
学
」
）
。
小
説
家
と
し
て
の
李
笠
翁
（
『
芸
文
研
究
』
第
十
四
・
十
五
合
併
号
）
。
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
る
女
性
像
に
つ
い
て
（
『
芸
文

研
究
』
第
十
九
号
）
。
買
宝
玉
を
通
し
て
見
た
「
紅
楼
夢
」
の
思
想
（
『
芸
文
研
究
』
第
二
十
七
号
）
。
蒲
松
齢
と
『
柳
斎
志
異
』
（
『
芸
文
研
究
』

第
四
十
四
号
）
。



同
評
論
・
そ
の
他

「
杏
花
天
」
「
拍
案
驚
奇
」
「
知
意
君
伝
」
「
大
宋
宣
和
遺
事
」
「
金
瓶
梅
」
「
社
丹
奇
縁
」
「
明
宮
十
六
朝
演
義
」
（
『
漫
画
読
本
』
一
九
六
三
年
二

月
号
1
八
月
号
）
。
整
風
運
動
と
中
国
の
文
化
（
『
中
央
公
論
』

一
九
六
六
年
七
月
号
）
。
毛
沢
東
の
焦
慮
と
孤
独
（
『
中
央
公
論
』

一
九
六
七

年
二
月
号
）
。
再
び
文
化
の
蒸
発
に
つ
い
て
（
『
中
央
公
論
」

一
九
六
七
年
五
月
号
）
。
道
徳
の
国
の
デ
カ
ダ
ン
ス
（
『
批
評
』
ロ
・
一
九
六
八
）
。

中
国
人
の
価
値
観
と
日
本
（
「
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
第
八
号
・
一
九
七
三
）
。
中
国
小
説
の
諸
問
題
（
『
文
化
会
議
』
第
叫
集
・

一
九
七
三
）
。
中
国
の
幽
霊
（
『
園
文
学
』

一
九
七
四
年
八
月
号
）
中
国
人
の
歴
史
意
識
（
『
三
田
評
論
』

一
九
七
五
年
十
月
号
）
。
書
人
の
伝

記
（
『
書
道
芸
術
」
第
十
巻
・
一
九
七
六
）
。
中
国
的
思
考
形
態
に
つ
い
て

『
劇
場
』
凶
・
一
九
七
七
）
。
中
国
古
典
思
想
と
現
代
（
『
文
化
会

議
』
第
似
集
・
一
九
七
七
）
。
中
国
的
思
考
（
「
三
田
評
論
』

一
九
七
八
年
十
一
月
号
）
。
中
国
の
作
家
と
権
力
（
『
海
外
事
情
』
恥
ロ
・
一
九

536-

八
二
。
中
国
の
悲
劇
（
「
E
S
P
』
h
m
・
一
九
八
二
）
。
模
索
中
の
中
国
文
芸
（
「
中
国
問
題
」
第
4
号
・
一
九
八
二
）
。
劉
邦
と
項
羽
の
リ

l

ダ
！
と
し
て
の
違
い

（
『
関
西
経
協
』

一
九
八
三
年
八
月
号
）
。
私
の
孔
子
観
（
『
問
題
と
研
究
』
第
日
巻
一
号
・
一
九
八
三
）
。
中
国
の
人
間

観
（
『
中
国
問
題
」
恥
5
・
一
九
八
三
）
。
中
国
問
題

『
善
隣
』
仏
川
口
・
一
九
八
三
）
。
「
傷
痕
」
文
学
に
つ
い
て

『
中
国
問
題
」
恥

8

九
八
四
）
。
無
頼
の
徒
の
中
国
文
学
（
『
漢
文
教
育
』
創
刊
号
・
一
九
八
五
）
。

一
九
五
六
年
・
北
京
に
て

（
『
中
国
問
題
』

h
u
・
一
九
八
六
J
o

南
呉
北
斉
の
世
界
（
『
文
人
画
粋
編
』
中
国
篇
叩
・
一
九
八
六
）
。
過
渡
期
と
道
徳
（
「
文
化
会
議
」
捌
号
・
一
九
八
六
）
。
中
国
に
お
け
る
権
力

の
交
代
（
『
新
国
策
』

M
巻
U
号
・
一
九
八
七
）
。
権
力
の
座
の
魔
力
（
『
中
国
問
題
』

h
u・
一
九
八
七
）
。
混
沌
の
世
界
に
住
む
中
国
人
（
『
文

芸
春
秋
」

一
九
八
七
年
十
月
号
）
。
中
国
理
解
の
む
づ
か
し
き
（
『
文
化
会
議
』

m号
・
一
九
八
八
）
。
儒
教
を
呼
び
戻
し
て
は
な
ら
な
い
（
『
日

本
及
日
本
人
』

一
九
八
九
年
一
月
）
。

中
文
編
集
部
注
・
：
村
松
教
授
の
執
筆
活
動
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
随
筆
・
時
局
論
評
等
々
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
量
的
に
も
移
し



い
。
右
に
取
上
げ
た
の
は
、
総
て
お
よ
そ
原
稿
用
紙
（
四
百
字
）
二
十
枚
以
上
の
中
国
に
関
す
る
も
の
に
の
み
限
定
し
た
が
、

少
な
か

ら
ず
遺
漏
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
講
演
・
講
座
・
座
談
・
シ
ン
ポ
ジ
ュ

l
ム
の
類
も
た
い
へ
ん
多
い
が
す
べ
て
省
略
す
る
。

守
／、、】
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