
『藤
野
先
生
』
と
藤
野
厳
九
郎

(
こ

葛

谷

登

縁
起

昨
年

の
1
10

1
1
年
は
魯
迅
の
生
誕

=
二
〇
周
年
に
当
た

っ
た
。
こ
の
年

の
九
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
彼
の
故
郷
で

あ

る
漸
江
省
は
紹
興
に
て

「
X
10

1
1
魯
迅
論
壇

・
論
壇
国
際
学
術
研
討
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
日
本
か
ら
も
幾
た
り
か
、
名
立

た

る
魯
迅
研
究
者
が
招
か
れ
た
。
「会
議
指
南
」
の

「正
式
代
表
者
録
」
に
は
山
田
敬
三
氏

(神
戸
大
学
、
「関
干
魯
迅
的
古
小
説
観
」

報
告
)
、
工
藤
貴
正
氏

(愛
知
県
立
大
学
、
「従
現
代

(ヨ
o
ユ
①
諺
)
文
芸
思
潮
看

"前
期
魯
迅

"
的
開
端
」
報
告
)
、
小
川
利
康
氏

(早

稲

田
大
学
、
「周
氏
兄
弟
的
時
差
1
白
樺
派
与
厨
川
白
村
的
影
響
」
報
告
)、
藤
井
省
三
氏

(東
京
大
学
、
「
村
上
春
樹

〈
一
Q
八
四
〉

中
的
阿
Q
之
亡
霊
」
報
告
)
、
長
堀
佑
造
氏

(慶
磨
義
塾
大
学
、
「魯
迅
与
胡
愈
之
ー
魯
迅
為
什
塵
拒
絶
赴
蘇
聯
療
養
」
報
告
)
、
代

田
智
明
氏

(東
京
大
学
、
「作
為
治
癒
文
学
的
魯
迅
」
報
告
)

の
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
鐸
鐸
た
る
斯
界
の
第

一
人
者
が
名
を
列
ね
て
い
る
。

わ
た
く
し
な
ぞ
は
門
外
漢
に
等
し
い
。
そ

の
わ
た
く
し
が
呼
ば
れ
た

の
に
は
今
回
の
学
会

の
運
営
主
体

の
中

国
魯
迅
研
究
会
の

事

務
局
長
が
畏
友
の
趙
京
華
さ
ん
だ

っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
現
在
、
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所

で
ご
活
躍

の
趙
京
華
さ

ん
は
日
本

に
お
け
る
魯
迅
及
び
周
作
人
研
究
で
新
境
地
を
切
り
開
か
れ
た
木
山
英
雄
先
生
の
膝
下
に
学
び

一
橋

大
学
で
周
作
人
研

『藤
野
先

生
』
と
藤

野
厳
九
郎

(
こ

三

五

(
1
)



一二
⊥
ハ

(
2

)

究

に
よ
り
学
位
を
取
得
さ
れ
て
い
る
。
不
肖

の
わ
た
く
し
と
は
言
わ
ば
同
門
の
間
柄

で
あ
る
。

以
前
、北
京
に
趙
京
華
さ
ん
を
お
訪
ね
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
と
き
わ
た
し
は
臆
面
も
な
く
、
魯
迅
の
短

編
小
説
「藤
野
先
生
」

に

つ
い
て
得
々
と
愚
見
を
述
べ
立
て
る
失
態
を
演
じ
た
。
し
か
し
趙
さ
ん
は
最
後
ま
で
素
人
談
議
を

一
笑
に
付

す
こ
と
を
し
な
か

っ

た
。
そ
の
頃

の
こ
と
で
あ

っ
た
か
、
わ
た
く
し
は
岩
村
康
生
さ
ん
の
編
集

で
同
学
社
発
行
の

『ト
ン
シ

ュ
エ
』

と

い
う
小
冊
子
の

第

三
七
号

(二
〇
〇
九
年
二
月
十
日
)

の
中
に
恭
く
も

「
『藤
野
先
生
』

の

『日
暮
里
』
」
と

い
う
拙
文
を
掲
載
し
て
い
た
だ

い
た
。

そ

の
中

で
、
魯
迅
が
弘
文
学
院

で
の
学
び
を
終
え
、
東
京
を
離
れ
て
仙
台
に
辿
り
着
く
ま
で
に
は
存
在
し
な

か

っ
た

「
日
暮
里
」

と

い
う
駅
の
名
称

の
創
作
上

の
意
味
に

つ
い
て
愚
考
を
重
ね
て
み
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
趙
京
華
さ
ん
が
来

日
の
折
は
る
ば
る

豊
橋
を
訪
ね
て
く
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
談
論
の
後
、
分
か
れ
際
に
駅
の
ホ
ー
ム
で
拙
文
を
渡
し
た
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
ら
の
話
や
文
章
に
素
人
談
議

の
域
は
超
え

て
い
な

い
に
せ
よ
、
な
に
ほ
ど
か
の
意
味
を
趙
京
華
さ
ん
は
認
め
て
く
れ
た
の

か
も
知
れ
な

い
。
果
た
し
て
昨
年
の
春
、
趙
京
華
さ
ん
か
ら
大
会
参
加

へ
の
懲
悪
が
あ

っ
た
。
わ
た
く
し
も

こ
の
学
術
研
討
会
の

中
国
に
お
け
る
重
み
を
熟
知
せ
ぬ
ま
ま
、
無
謀
に
も
応
諾
の
返
事
を
送

っ
た
。
言
わ
ば
、
暴
虎
漏
河
の
勇
を
振

る
う
形
と
な

っ
た
。

話
し
た
い
こ
と
、
と

い
う
よ
り
話
せ
る
こ
と
は

「藤
野
先
生
」
に

つ
い
て
の
断
想
数
片
で
し
か
な
い
。
話
柄

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ

思

い
悩
む
必
要
は
な
か

っ
た
。
「藤
野
先
生
」
に

つ
い
て
は

『ト
ン
シ
ュ
エ
』
第
二
二
号

(X
10
0

1
年
十
月
二
十
日
)
に
も

「
『惜

別
』
、
藤
野
先
生
」
と
題
す
る
拙
文
を
掲
載
さ
せ
て
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
太
宰
治
の
小
説

「惜
別
」

に
些
か
感
ず
る
と
こ

ろ
が
あ

っ
て
字
句
を
列
ね
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
拙
文
を
書
き
列
ね
る
過
程
で
、
当
時
愛
知
大
学
文
学
部
中

国
文
学
科
に
在
籍
し

て
お
ら
れ
た
鈴
木
雅
宣
さ
ん
か
ら
福
井
県
あ
わ
ら
市

の
藤
野
厳
九
郎
記
念
館
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と

が
出
来
た
。
鈴
木

雅
宣
さ
ん
は
か
ね
が
ね
日
中
関
係

の
こ
と
が
ら
に
関
心
を
お
持
ち
で
、
卒
業
論
文
作
成

の
た
め
同
記
念
館
を
訪

問
さ
れ
た
由
で
あ

っ



た
。
そ
の
お
か
げ
で
知
ら
ず
識
ら
ず
、小
説

「藤
野
先
生
」
と
人
間
藤
野
厳
九
郎

へ
の
興
味
や
関
心
が
わ
た
く
し
の
中
で
膨
ん
で
行

っ

た
よ
う
に
思
う
。
鈴
木
雅
宣
さ
ん
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
大
会
参
加
の
態
悪
が
あ

っ
た
年

の
前
年
度

の
二
〇

一
〇
年
度
ま
で
愛
知
大
学
中
国
文
学
科

の
小

山
澄
夫
先
生

の
お

世
話
で
中
国
文
学
科
の
学
生
さ
ん
と

一
緒
に
中
国

の
近
現
代
文
学

の
作
品
を
読
む
機
会

に
恵
ま
れ
た
。
そ

の
作

品
の

一
つ
が
魯
迅

の

「藤
野
先
生
」
で
あ

っ
た
。
当
初
こ
の
作
品
は
出
だ
し

の

「東
京
也
無
非
是
這
様
。
」
の
よ
う
な
二
重
否
定

の
表
現
に
文
体
と
し

て

の
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
く
ら

い
で
、
表
面

の
字
句
を
な
ぞ
る
限
り
に
お

い
て
晦
渋
な
と
こ
ろ
は
見
出
せ
な
か

っ
た
。

と

こ
ろ
が
、
折

々
に
事
実
と
突
き
合
わ
せ
て
読
み
進
め
て
行
く
と
、
段
々
と
難
解
さ
を
覚
え
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
が

「藤
野
先
生
」

の
奥
行
き
の
深
さ
に
気
づ
き
始
め
た
頃
、
愛
知
大
学

の
中
国
文
学
科
は
新
規
の
募
集
を
行
な
わ
な

い
こ
と
に
な

っ
た
。
ふ
り
返
れ
ば
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。
旧
制
愛
知
大
学
は

一
九
四
六
年

(昭
和
二

一
年
)
十

一
月
十
五
日
に
設

立
が
認
可
さ
れ
、
翌

一
九
四
七
年

(昭
和
二
二
年
)

一
月
十
五
日
に
予
科
の
学
生
の
入
学
式
が
行
な
わ
れ
た

(
一
)。
十
四
名

の
予

科

教
授

の
中
に
漢
文
担
当

の
斉
伯
守
氏
、
中
国
語
担
当
の
鈴
木
択
郎
氏
、
桑
島
信

一
氏
が

い
て
、
十
二
名

の
予
科
講
師

の
中
に
中

国
語
担
当

の
池
上
貞

一
氏
が

い
た
。

い
ず
れ
も
東
亜
同
文
書
院
の
関
係
者
で
あ

っ
た

(二
)
。
そ
の
後
、

一
九
四
九
年

(昭
和
二
四

年

)
二
月
二

一
日
に
新
制
愛
知
大
学
の
設
置
が
正
式
に
認
可
さ
れ
、
法
経
学
部
と
文
学
部

の
二
学
部
が
開
設
さ
れ
る
こ
と

に
な

り
、

一
九
五
二
年

(昭
和
二
七
年
)
に
新
制
愛
知
大
学
は
そ
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
る

(三
)。
十
二
名
の
文
学
部
の
教
授

の
中
に
、

中
国
語
担
当
の
鈴
木
択
郎
氏
、
東
洋
思
想
史
及
び
漢
文
担
当

の
斉
伯
守
氏
が

い
た

(四
)。
そ
し
て

一
九
五
〇
年

(昭
和
二
五
年
)

度

以
降
文
学
部
着
任
予
定

の
教
員
の
中
に
小
野
忍
氏
と
尾
坂
徳
司
氏
が

い
て
、
彼
ら
の
担
当
科
目
は
い
ず
れ
も
中
国
文
学

で
あ

っ

た

(五
)
。
尾
坂
徳
司
氏
は
前
東
亜
同
文
書
院
大
学
講
師
で
あ

っ
た

(六
)。
草
創
期
の
文
学
部

の
中
国
関
連

の
科
目
に
は
東
亜
同

『藤

野
先
生
』
と
藤
野
厳
九
郎

(
こ

三

七

(
3
)



三

八

(
4

)

文
書
院

の
学
統
が
脈
打

っ
て
い
た
こ
と
が
窮
わ
れ
る
。
こ
の
学
統

の
特
徴
は
同
時
代
中
国
を
強
く
志
向
す
る
問
題
意
識
を
有
し
て
い

た

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
愛
知
大
学
の
中
国
文
学
科
は
こ
の
よ
う
な
礎
石
の
上
に
築
か
れ
て
新
世
紀

へ
の
門
を
く
ぐ

っ
た
。

今
後
愛
知
大
学
中
国
文
学
科

の
在
籍
者
名
簿

に
新
た
な
文
学
が
書
き
加
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
は
、
わ
た
く
し
に
と

っ
て
学

生

さ
ん
と

の

「藤
野
先
生
」
味
読

の
共
同
作
業

の
終
了
を
意
味
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ま

で
多
く
の
労
を
惜
し
ま
ず
味
読
の

機
会
を
提
供
し
て
く
だ
さ

っ
た
中
国
文
学
科

の
小
山
澄
夫
先
生
に
満
腔

の
謝
意
を
表
し
た

い
。
か
た
が
た
こ

の
際
、
拙

い
読
書
の

営

み
を
通
し
て
得
ら
れ
た
実
り
を
八
方
か
き
集
め
て
、
小
山
先
生
と
学
生
さ
ん
献
ず
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
魯
迅
研
究
を
専
門
と
す
る
徒

で
は
な

い
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
の
精
密
な
傭
観
図
を
持
ち
合
わ
せ

て
も

い
な

い
。
当

然

述
べ
る
と
こ
ろ
は
重
複
や
的
外
れ
の
点
が
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
わ
た
く
し
は
明
治
維
新
を
分
岐
点
に
し
て
江
戸
時

代

ま
で
の
中
国

へ
の
景
仰

の
姿
勢
が
侵
略
の
態
勢
に
転
じ
て
行

っ
た
特
異
な
近
代
日
本

の
歴
史

の
深
層
を
知
り
た

い
と

い
う
年
来

の
思
い
か
ら
、
そ
の
関
心
の
途
上
で
森
鴎
外
な
ど
の
人
物
を
軸
に
し
た
医
学
史

の
流
れ
も
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

愛
知
大
学
語
学
教
育
研
究
室

『言
語
と
文
化
』
第

一
二
号

(二
〇
〇
五
年

一
月
)
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
研
究
ノ
ー
ト

「
『世
界
の
禅
者
』

鈴
木
大
拙
の
つ
ぶ
や
き
1
鴎
外
、
漱
石
、
大
拙
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
に
重
心
を
置

い
て
書
き
始
め
た
も
の
が
、
終
わ

っ
て

み
れ
ば
森
鴎
外
に
そ
れ
が
移
動
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た

(七
)。
従

っ
て
、
文
学
的
な
観
点
か
ら
の
魯
迅
研
究

に
疏

い
わ
た
く
し
で

あ

っ
て
も
止
ま
り
木
が
な

い
わ
け
で
も
な

い
の
で
あ
り
、
門
外
漢

の
談
と

い
え
ど
も
あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
言

い
切
れ
な

い
の
で

は
な

い
か
、
と
我
田
引
水
式
に
想
像
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
仙
台
時
代
の
魯
迅
に
つ
い
て
は
、仙
台
に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
を
調
べ
る
会

(同
会
事
務
局
阿
部
兼
也
編
者
代
表
)
編

『仙

台

に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
』

(平
凡
社
、

一
九
七
八
年
)
と

い
う
浩
潮
な
資
料
集
と
阿
部
兼
也

『魯
迅
の
仙
台
時
代
-
魯
迅

の
日
本



留

学
の
研
究
』
(東
北
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
初
版
、
二
〇
〇
〇
年
改
訂
版
)
と

い
う
内
容
濃
密
な
る
研
究
書

が
世
に
出
て
い
る
。

前

者
に
つ
い
て
は
そ

の

「あ
と
が
き
」
に
よ
り
調
査
活
動
が
長
期
間
に
わ
た

っ
た
も

の
で
あ
り
、
大
勢

の
協
力

者
を
得

て
な
さ
れ

た
大
規
模
な
作
業

で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る

(八
)
。
同
書
で
は
、
第
四
章

「藤
野
先
生
」
、
第
六
章

「そ

の
後
の
医
専
と
藤
野
先
生
」

に
お

い
て
藤
野
厳
九
郎
に
関
す
る
資
料
を
ま
と
ま

っ
て
提
供
し
て
く
れ
る
。
更
に
、
「付
録
編
」
に
お

い
て
は
藤

野
厳
九
郎
そ
の
人

の
手
に
な
る

「謹
ん
で
周
樹
人
様
を
憶
ふ
」
と

い
う
文
章
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る

(九
)
。
ま
た
、
後
者
は
前
者
に
編
者
代
表
と

し

て
関
わ

っ
た
阿
部
兼
也
氏
の
博
士
論
文
を
母
体
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
だ
け
に
仙
台
時
代

の
魯
迅
研
究
と
し

て
の
凝
縮
度
が
高

い

(十
)
。
同
書
で
は
、
序
章

「医
学
か
ら
文
学

へ

(
一
)」
、
第

一
章

「
医
学
か
ら
文
学

へ

(二
)
」
、
第
二
章

「清
国
留
学
生
と
仙

台
市
是

『教
育
』
」
、
第
七
章

「魯
迅
と
仙
台
医
学
専
門
学
校
」
に
お
い
て
仙
台
時
代
の
魯
迅
に

つ
い
て
論
ぜ
ら
れ

て
い
る

(
=

)
。

こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
記
録
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
展
開
さ
れ
た
秀
逸
な
論

で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
勇
を
鼓
し
て
報
告
の
準
備
に
取
り
か
か

っ
た
。
作
業
は
も

っ
ぱ
ら

『仙
台
に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
』
を
頼
り
に
行
な

っ

た
。
か
く
し
て
、
報
告
ま
で
の
間
に
は
阿
部
兼
也
氏
の
こ
高
著

の
成
果
を
充
分
に
学
び
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
時
間
的
余
裕
が
な
い
ま
ま
、

草
草
に
書
き
上
げ
た
拙
文
を
趙
京
華
さ
ん
が
三
分
の

一
ほ
ど
に
圧
縮
し
て
中
国
語
の
文
章
に
し
て
く
だ
さ

っ
た
。
こ
れ
が
研
討
会
当
日

に
配
布
さ
れ
た

『論
文
集
』
(下
冊
)
の

「魯
迅
経
典
本
文
解
読
」
の
項
目
に

「《
藤
野
先
生
》
与
藤
野
厳
九
郎
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

瓦
文
を
玉
文
に
作
り
変
え
て
く
だ
さ

っ
た
趙
京
華
さ
ん
に
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
報
告
は
わ
た
く
し
の
貧
し
き
中
国
語
に
よ
り

九
月
二
五
日
の
日
曜
日
の
午
後
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
日
の
午
前
中
は
天
主
教
会
を
訪
ね
た
。
ほ
ど
近
く
に
旧
跡
と
し
て
名
の
知
れ
た

八
字
橋
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
今
な
お
、
魯
迅
の
小
説
の
世
界
と

一
体
の
ク
リ
ー
ク
の
あ
る
風
景
が
残
さ
れ
て
い
る
。
余
韻
を
胸
に
抱

い

て
報
告
の
番
を
待

っ
た
。
王
保
生
先
生
が
司
会
で
、
王
嘉
良
先
生
が
論
評
者
で
あ
ら
れ
た
。
外
国
人
に
よ
る
中
国
語

の
発
表
と
い
う
こ

「藤

野
先
生
』
と
藤
野
厳
九
郎

(
一
)

三

九

(
5
)



四

〇

(
6

)

と

で
王
嘉
良
先
生
は
論
評
に
手
加
減
を
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
成
亨
酒
店
の
中
流
西
庁
の
部
屋

に
同
席
し
た
日
本
人

研
究
者
の
談
に
よ
れ
ば
、
評
価
は
思

い
の
外
好
意
的
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
、
拙

い
報
告
に
推
薦
者
の
立
場
か
ら
そ

の
場
に
留
ま

っ
て
忍
耐
し
て
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
っ
た
趙
京
華
さ
ん
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

は
じ
め

に

作
品

「
藤
野
先
生
」
魯
迅
の
未
完

の
大
作

で
は
な

い
か
と

い
う

の
が
爾
来
抱

い
て
い
る
感
想
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
こ
の
作
品

は
細
部

の
仕
上
げ
を
意
図
的
に
、
或

い
は
や
む
を
得
ざ
る
事
情
に
よ
り
控
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
逃
避
行

の
車
中
に
て
膝
の
上
に
鞄
を
載
せ
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
や

っ
と
の
思

い
で
原
稿
用
紙
に
ペ
ン
を
走
ら

せ
、
目
的
地
の
駅
に
到
着
す
る
や
か
ろ
う
じ
て
書
き
上
げ
た
原
稿
を
そ

の
ま
ま
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
し
た
か
の
よ
う
な
倉
卒
さ
を

感
じ
さ
せ
る
。

　

　

　

一
例
を
挙
げ
た

い
。
ノ
ー
ト
事
件

の
と
き
、
或
る
日

「本
級
的
学
生
会
幹
事
」
(傍
点
は
わ
た
く
し
。
以
下
同
じ
)
す
な
わ
ち

「本

学
年
の
学
生
会
の
幹
事
」
が

「我
寓
」
、
す
な
わ
ち

「わ
た
し
の
下
宿
」
を
訪
ね
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
魯
迅
の
仙
台

医
専
で
の
級
友
鈴
木
逸
太
氏
は

「仙
台

に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
を
調
べ
る
会
」
に
よ
る

一
九
七
四
年
八
月
八
日

の
聴
き
取
り
調
査

　

　

　

　

　

　

の
中
で
、
「
こ
こ
に
書

い
て
あ
る
学
生
会

っ
て
の
は
あ
り
ま
せ
ん
な
。
同
級
会

っ
て
の
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
で
す
ね
」
(
一
二
)と
述
べ
、

「
学
生
会
」
と

い
う
名
称

の
存
在
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「同
級
会
」
と

い
う
名
称
は

「藤
野
先

生
」
と

い
う
作
品

　

　

　

の
中
で
は

「学
生
会
」
と

い
う
語
が
出

て
い
る
段
落

の
次
の
次

の
段
落
の
と
こ
ろ
で
「因
為
要
開
同
級
会
、干
事
便
在
黒
板
上
写
広
告
」



と

い
う
文
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
同
級
会
」
は

「同
学
年

の
会
合
」
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の

「
同
級
会
」
は
鈴
木
逸
太
氏

の
述
べ
る

「
同
級
会
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聴

き
取
り
調
査

で
は

そ

の
直
後
で
、
「1
は
あ
、

一
年
か
ら
四
年
ま
で
各
学
年
に
。
『は

い
。
だ
い
た

い
み
な
…
…
』」

(
=
二
)
と
述

べ
、
学
年
単
位
の
組

織

の
こ
と
を

「同
級
会
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
鈴
木
逸
太
氏

の
言
う

「
同
級
会
」
が
仙
台
医
専
の
中

の
学
生
組
織
の

一

つ
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は

一
種

の
固
有
名
詞

の
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
説

「藤
野
先
生
」

の
中
に
記
さ
れ

て

い
る

「
同
級
会
」
は
そ
れ
よ
り
も

っ
と

一
般
的
な
同
学
年
の
会
合
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
感
ぜ
ら

れ
、
そ
れ
な
ら
ば

普

通
名
詞

の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
魯
迅
が

「
藤
野
先
生
」

の
中

で
用

い
て
い
る

「
同
級
会

」
と

い
う
語
が
広

く

一
般
的
な
意
味

で
の
同
学
年

の
会
合
を
指
す
も

の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
仙
台
医
専
特
有
の
学
年
単
位

の
組
織

を
指
す
も

の
な
の

か
判
然
と
し
な

い
も
の
を
覚
え
る
。
こ
れ
が
仙
台
医
専
の
学
内
組
織
と
し
て
の

「
同
級
会
」
を
指
し
示
す
も

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

と
特
定
さ
れ
る
よ
う
な
修
辞
上

の
徴
表
が
付
与
さ
れ
て
い
て
も
良

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

当
時
、
仙
台
医
専
に
は
教
員
と
学
生
か
ら
構
成
さ
れ
る

「東
北
医
学
会
」
と

い
う
名
称
の
組
織
が
あ
り
、
「会
員
は
教
官

・
在
学

生

(「正
会
員
」
)
、
卒
業
生

(「特
別
会
員
」)
と
、
会

の
功
労
者

(「賛
助
会
員
」
)
か
ら
な
る
。
」

(
一
四
)
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

と

い
う

の
も
、
同
会
は

「
『第
二
高
等
中
学
校
医
学
部
学
友
会
』
と
、
『己
丑
倶
楽
部
』

(同
校

の
同
窓
会
)
と
が
、
明
治
二
四
年
五

月

に
合
体
し
て
成
立
し
た
。」
(
一
五
)
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
生
、
教
員
、卒
業
生
の
三
者
が

一
体
化

し
た
組
織
で
あ

っ

た
わ
け
だ
が
、
日
常
的
に
は
教
員
と
学
生
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
「東
北
医
学
会
規
則

」
の
第
七
条
に
は
、

「
本
会

々
務
ヲ
処
理
セ
ン
ガ
為
左
ノ
役
員
ヲ
置

ク

会
長

一
名

副
会
長

一
名

幹
事
長

一
名

幹
事

若
干
名
…
…
…
」

(
一
六
)
と
あ
る
か
ら
、
或
い
は
こ
の

「幹
事
」
の
中
に
各
学
年
か
ら
選
出
さ
れ
た
学
生
が
入

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
果
た
し
て
、

「藤
野
先
生
』

と
藤
野
厳
九
郎

(
一
)

四

一

(
7

)



四

二

(
8

)

魯

迅
が

一
九
〇
六
年

(明
治
三
九
年
)
に
仙
台
医
専
を
去
る
に
あ
た

っ
て
送
別
会
を
開

い
た
四
人
の
同
級
生
鈴

木
逸
太
、
杉
村
宅

朗
、
山
崎
喜
三
、
青
木
今
朝
雄
の
四
氏

の
う
ち
青
木
、
山
崎

の
二
氏
が
東
北
医
学
会
の
学
生

「
幹
事
」

の
経
験

者
で
あ
り
、
青
木

氏

の
場
合
は

一
九
〇
三
年

(明
治
三
六
年
)
六
月
か
ら

一
九
〇
五
年

(明
治
三
八
年
)
六
月
ま
で
及
び

一
九
〇
七
年

(明
治
四
〇
年
)

六

月
か
ら

一
九
〇
八
年

(明
治
四

一
年
)
六
月
ま
で
の
二
回
、
ま
た
山
崎
氏
の
場
合
は

一
九
〇
五
年

(明
治

三
八
年
)
六
月
か
ら

一
九

一
〇
年

(明
治
四
三
年
)
十
月
ま
で
幹
事
の
仕
事
に
携
わ

っ
た

(
一
七
)
。
他
方
、
鈴
木
逸
太
氏
は

一
九
〇
四
年

(明
治
三
七
年
)

九
月
に
ク
ラ
ス
を
代
表
し
て
教
員
と
学
生

の
間

の
パ
イ
プ
役
の
よ
う
な
存
在

の

「総
代
」
の
務
め
に
就

い
た

(
一
八
)
。
鈴
木
逸
太

氏

は

「同
級
会
」
と
い
う
名
称
を
肯
定
し
て
お
ら
れ
る

(
一
九
)
。

ノ
ー
ト
事
件
当
時
に
お

い
て
魯
迅
の
ほ
ど
近

い
と
こ
ろ
に
、
後
に
魯
迅
送
別
の
宴
を
張
る
こ
と
に
な
る
東
北
医
学
会
学
生

「幹
事
」

の
青
木
今
朝
雄
氏
や
山
崎
喜
三
氏
と
魯
迅
の
医
学
科
第

一
年
時
に
ク
ラ
ス
の

「総
代
」
で
あ

っ
た
鈴
木
逸
太
氏
が

い
た
わ
け
で
あ
る
。

鈴
木
逸
太
氏
の
言
う

「同
級
会
」
な
る
名
称
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「総
代
」
と
は
と
も
か
く
学
年
と
の
つ
な
が
り
の
濃

い
「同

級
会
」
の
代
表
を
指
す
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
「総
代
」
は
鈴
木
逸
太
氏
に
よ
れ
ば

「幹
事
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
た

よ
う

で
あ
る
か
ら

(二
〇
)、
鈴
木
逸
太
氏
は

「同
級
会
」
の

「総
代
」、
別
称

「幹
事
」
の
立
場
に
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
。

つ
ま
り
、

魯

迅
の
交
友
範
囲
内
に
東
北
医
学
会
の
学
生

「幹
事
」
で
あ

っ
た
青
木
今
朝
雄
氏
や
山
崎
喜
三
氏
及
び

「同
級
会

」
の
「幹
事
」
で
あ

っ

た
鈴
木
逸
太
氏
が
位
置
し
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
魯
迅
が
仙
台
医
専
在
学
当
時
に
お

い
て
二
種
類
の

「
幹
事
」
の
存
在
を
知

っ
て
い
た
可
能
性
が
相
当
程
度
高

い
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

「藤
野
先
生
」

の
中
で
最
初
に
出
て
来
る

「
学
生
会
干
事
」
は
東
北
医
学
会

の
学
生

「
幹
事
」

に
、
次
に
出

て
来
る

「
干
事
」
は

「
同
級
会
」
の

「幹
事
」
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
魯
迅
は
最
初
に
出



て
来
る

「学
生
会
干
事
」

に
は

「
本
級
的
」
、

つ
ま
り
本
学
年
の
と
い
う
意
味
の
修
飾
語
句
を
置

い
て
い
る
か
ら
複
雑
で
あ
る
。
東

北

医
学
会
規
則
に
は

「幹
事

若
干
名
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
学
生
の

「幹
事
」
は
必
ず
し
も
各

学
年
か
ら
選
出
さ

れ

る
も

の
と
は
限
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
「藤
野
先
生
」
の
中
に
見
ら
れ
る

「学
生
会
」
と
は
鈴
木
逸
太
氏
が
そ
の
名
称
を
認
め
た
と

こ
ろ
の
組
織
と
し
て
の

「
同
級
会
」
の
単
な
る
言

い
換
え
と
見
な
さ
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
更

に
こ
の

「
同
級
会
」
の
語

の
直

後

に
出
て
来
る

「干
事
」

(「囚
為
要
開
同
級
会
干
事
便
在
黒
板
上
写
広
告
」
)
、
は
初
出

の

「学
生
会
干
事
」
、
す

な
わ
ち
鈴
木
逸
太

氏

の
言
う

「同
級
会
」
の

「幹
事
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「総
代
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

「藤
野
先
生
」
の
中
に
出
て
来
る

「
同

級
会
」
は
組
織
と

い
う
よ
り
は
、
単
な
る
会
合
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
煎
じ

つ
め
れ
ば
、
「
学
生
会
干
事
」、
す
な
わ

ち
組
織
と
し
て
の

「同
級
会
」
の

「幹
事
」
、

つ
ま
り

「
総
代
」
が
ク
ラ
ス
の
会
合
と
し
て
の

「
同
級
会
」
を
召
招
集
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
魯
迅
は
鈴
木
逸
太
氏
に
よ
れ
ば
実
在
せ
ぬ

「学
生
会
」
と

い
う
語
を

一
方
で
用

い
つ
つ
、
実
在
し
た

「同
級
会
」

と

い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「藤
野
先
生
」
と

い
う
作
品
が
発
表
さ
れ
た
時
は

一
九

二
六
年
十
二
月
十
日
で
あ
る
が

(i
l
l
)
、
魯
迅
が
仙
台
医
専
を
後
に
し
た
の
は

一
九
〇
六
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る

(二
二
)
か
ら
、
二
十
年
と

い
う
歳
月

の
隔
た
り

に
よ
り
東
北
医
学
会
学
生
会
の

「幹
事
」
と
ク
ラ
ス
の

「総
代
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「同
級
会
」

の

「幹
事
」
と

の
差
異
に
関
わ
る

記
憶
が
曖
昧
な
も
の
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
当
時
仙
台
医
専
に
あ

っ
て

「
同
級
会
」
と

い
う
名
称
は
組
織
と
会
合
の
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
魯
迅
は
最
初
に
組
織
と
し
て
の

「同
級
会
」
の
意
味

で

「学
生
会
」
と

い
う
語
を
用

い
、
後
で
会
合
と
し
て
の
意
味
で

「同
級
会
」
と

い
う
語
を
用

い
た
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。

つ

ま
り
、
「学
生
会
」
と

「同
級
会
」
と

い
う
語
の
併
用
は
当
時
の
日
本
の
高
等
教
育
機
関
の
学
内
組
織
の
用
語
に
通

ぜ
ぬ
中
国
人
の
読

「藤
野
先
生
」
と
藤
野
厳
九
郎

(
一
)

四

三

(
9
)



四

四

(
10
)

者
を
慮

っ
て
の
措
辞
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
断
言
を
揮
か
る
。
充
分
な
性
格
づ
け

の
言
葉
が
附

さ
れ
な

い
ま
ま
並
べ

ら
れ
た
二
つ
の
語

の
径
庭
は
埋
ま
り
そ
う
に
も
な

い
よ
う
に
覚
え
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
問
題
は
残
る
。
魯
迅
の

一
年
時
で
の
ク
ラ
ス
の
総
代
は
鈴
木
逸
太
氏
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
八
月
八

日
の
鈴
木
逸
太
氏

へ

　

　

の
聴
き
取
り
調
査

の
記
録
に

「ノ
ー
ト
事
件
」
と

い
う
項
目
が
あ
り
、
「ー

ノ
ー
ト
事
件
に

つ
い
て
、
幹
事
が

し
た
と
書

い
て
あ
り

ま
す
が
、
学
生
の
側
に
も
連
絡
に
あ
た
る
係
み
た
い
な
者
は

い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
『え
え
、
あ

の
、

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
。
だ
け

　

　

　

　

ど
幹
事

っ
て
ー
。
あ
の
あ
た
り
の
幹
事

っ
て
の
は
わ
た
し
が
や

っ
た
ん
だ
が
な
…
…
。
だ
か
ら
そ
う

い
う
わ
た
し
が
そ
ん
な
こ
と
を

や
る
わ
け
が
な

い
ん
で
、
こ
れ
は
お
か
し
い
ね
』
」

(二
三
)
と
あ
る
。
ま
た
、
同
年
六
月
三
〇
日
の
同
氏

へ
の
聴
き
取
り
調
査

の

記
録
に
は

「試
験
問
題
漏
洩
事
件
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
「1
魯
迅
は
試
験
問
題
漏
洩
事
件
に
つ
い
て
書

い
て
い
ま
す
が
。

『…
わ
た
し
ら
は
も
う
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
事
あ
る
か
と
言

っ
て
取
り
消
し
て
で
す
な
、
藤
野
先
生
に
わ
た
し
は
行

っ
て
話
し
た
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
。
こ
う

い
う
話
が
あ
る
ん
だ
が
、
先
生
、
無
論
ぼ
く
は
信
じ
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
う

い
う
噂
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

ち

ょ
っ
と
お
耳
に
入
れ
て
お
き
ま
す
と
。
そ
れ
は
有
難
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
君
な

い
よ
と
藤
野
先
生
は
そ
う
言

っ
て
、
そ
う

い
う

場
合
は
わ
た
し
が
み
な
の
ま
と
め
役
と

い
う
か
、
そ
う

い
う
事
を
や
っ
て
お

っ
た
の
で
、
え
え
、
あ
り
ま
し
た
』
」

(二
四
)
と
あ
り
、

そ

の
す
ぐ
後
に
、
「1
こ
の
事
件
は
あ

っ
た
わ
け
で
す
か
、
噂
と
し
て
。
『…
…
…
藤
野
先
生
に
も
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う

い

う
事
件
は
全
然
な

い
そ
と
言

っ
て
、
み
な
を
集
め
て
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
覚
え
て
い
ま
す
。』
」
(二
五
)
と
あ
る
。

こ
の
中
で
鈴
木
逸
太
氏
は
ク
ラ
ス
の

「幹
事
」
、
す
な
わ
ち
ク
ラ
ス
の
代
表
の

「総
代
」
と
し
て
藤
野
厳
九

郎
を
訪
ね
、
ノ
ー
ト

事
件

の
真
偽
を
正
し
た
う
え
で
、
ク
ラ
ス
の
学
生
を
集
め
て
そ

の
報
告
を
し
た
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
魯
迅
の
弁
護
を
意

図

し
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
魯
迅

へ
の
疑
惑
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
行
為

の
よ
う

に
も
見
え
る
。
解
剖
学
の
試
験
を
行
な

っ



た
藤
野
先
生
を
訪
ね
る
べ
き
は
中
傷
に
よ
り
名
誉
を
害
わ
れ
た
魯
迅
そ
の
人

で
あ
る
ま

い
か
。
知
己
と
し
て
は
魯
迅
の
置
か
れ
た

状

況
を
慮
り
理
解
と
共
感
を
も

っ
て
見
守
り
、
ま
ず
は
道
徳
的
支
援
を
供
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
は
し
ま

い
か
。
実
際
、
小
説

「藤

野
先
生
」
は
そ
の
よ
う
な
仕
立

て
に
な

っ
て
い
る

(二
六
)。
そ
も
そ
も
ク
ラ
ス
の
代
表
格
の
学
生
が
魯
迅
の
潔

白
を
ク
ラ
ス
の
全

員

を
集
め
て
知
ら
せ
た
と

い
う
事
実
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か

(二
七
)。
藤
野
厳
九
郎
も
事
件
の
当
事
者

の

一
人
で

あ

る
。
彼

の
打
ち
消
し

の
言
葉
は
充
分
な
説
得
力
を
待
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
報
告

の
持

つ
客
観
性

の
土
台
が
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
魯
迅
そ
の
人
は
自
分
の
苦
悩
を
藤
野
厳
九
郎
に
訴
え
る
こ
と
も
な
く
、
は
た
ま
た

日
本
人
の
学
生
に
解
決

の
方
途
を
尋
ね
る
こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
沈
黙
を
守

っ
て
耐
え
抜

い
た
と

い
う
の
が
実
相
に
近

い
の
で

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

果
た
し
て
魯
迅
が

一
八
九
二
年

に
十

一
歳
で
三
味
書
屋
に
入
塾
し
た
翌
年
の

一
八
九
三
年
に
祖
父
周
福
清
は
科
挙
に
関
係
す
る

事
件
で
罪
せ
ら
れ
、

一
家
は
困
難
に
直
面
し
た
の
で
あ

っ
た

(二
八
)。
魯
迅
に
と

っ
て
試
験
に
関
わ
る
問
題
は

一
家

の
命
運
を
決

し

た
幼
少
期

の
原
体
験
と
し
て
内
面
に
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
異
国

の
地
で
の
同
次
元

の
事
件
は
存
立

の

基
盤
を
奪
う
身
悶
え
す
る
よ
う
な
体
験
で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
彼
は
た
と
え
よ
う
も
な

い
孤
立
無
援
の
絶
望

の
淵
に
立
た
さ
れ

つ
つ
も
、
強
靭
な
復
原
力
を
も

っ
て
辛
う
じ
て
自
ら
を
持
し
た
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に

「藤
野
先
生
」
と

い
う
小
説
は
読
む
ほ
ど
に
闇
が
深
ま
り
行
く

の
を
覚
え
る
。
こ
れ
か
ら
、
愛
知
大
学
文
学
部
中

国
文
学
科
の
学
生
さ
ん
と
共
に
学
生
さ
ん
の
協
力
を
得

て

「藤
野
先
生
」
を
読
み
進
ん
で
行

っ
た
道
す
が
ら
、
折

々
に
教
え
ら
れ

た

こ
と
や
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
基
に
あ
れ
や
こ
れ
や
考
え
合
わ
せ
て
み
て
は
思

い
至

っ
た
こ
と
を
開
陳
さ
せ

て
い
た
だ
き
た

い
。

燗
眼
の
士
の
こ
高
教
を
仰
ぎ
た
く
思
う
。

「藤

野
先

生
」
と
藤

野
厳
九

郎

(
一
)

四

五

(
11

)



四

六

(
12
)

注

(
一
)
愛
知
大
学

二
十
年
史
編
集
委
員
会
編
集

「愛
知
大
学

二
十
年

の
歩
み
」
(愛
知
大
学
、
一
九
七

二
年
)
第

一
章

「
創
始
期
」
第

一
節

「
胎
動
」
(三
七

頁
)
。
入
学
式

の
直
前
頃

に
陸

軍

の
便
箋
を
用

い
て
謄
写
版

で
最

初

の

「愛

知
大
学
要
覧
」

が
出

さ
れ
た
よ
う

で
あ
る

(同
頁
)
。
尚
、
今
回
依
拠
し
た

も

の
は
、

二
十
年
史
発
行
当
時

、
愛

知
大
学
教
養
部
講
師
と

し
て
英

語
、
英
文
学
特
殊
講
義
を
担
当

さ
れ
、
現
在

は
基
督

伝
道
隊
福
岡
大
濠
公
園
教
会

牧
師
と
し

て
伝
道

の
お
働
き
を
さ
れ

て
お
ら
れ

る
榎
本
和
義
先
生
か
ら
何
年
か
前

に
い
た
だ

い
た
も

の
で
あ

る
。
記
し

て
感
謝
す
。

(
二
)
同
書
第

二
章

「
建
設
期
」
第

一
節

「旧
制
大
学
時
代

(昭
和

二
二
二

～

二
四
・
三
)J

(
1
O
三
頁
)
。
斉
伯
氏

は
大
東
文
化
学
院
卒
で
前
東
亜
同
文

書
院
大
学
教
授
、
鈴
木
氏
は
同
文
書
院
卒
で
前
東
亜
同
文
書
院
大
学
教
授
、
桑
島
氏

は
同
文
書
院
卒

で
あ
り

(
一
〇
三
頁
)
、
池
上
氏
は
同
文
書
院
卒

で
前

東
亜
同
文
書
院
大
学
講
師
で
あ

っ
た

(
一
〇

四
頁
)
。
綺
羅
星

の
如
く
同
文
書
院
に
連
な
る
人
た
ち
が
中
国
関
係

の
科
目
を
担
当
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

(三
)
同
書
同
章
同
節

(
一
一
五
頁
及
び

=

七
頁
)
。

(
四
)
同
書
同
章
同
節

(
=

八
頁
)
。

(
五
)
同
書
同
章
同
節

(
一
二
二
頁
)
。

(
六
)
同
書
第

一
章
第

一
節

(
二
九
頁
)
。
愛
知
大
学
豊
橋
図
書
館
所
蔵

「愛
知
大
學
要
覧

昭
和
二
七
年
度
」

「
9

教
職
員
」

の

「文
學
部
」
の
箇
所

で
、
小

野
氏
は
東
大
文
学
部
卒
で
中
国
研
究
所
員
で
あ
り
、
中
国
文
学
史
、
中
国
文
学
特
殊
講
義
を
受
け
持
ち
、
尾
坂
氏
は
北
京
大
学
卒
で
法
政
大
学
講
師
で
あ
り
、

中
国
文
学
概
論
を
教
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る

(
一
五
頁
)
。

(七
)

「
「世
界

の
禅

者
」

鈴
木
大
拙

の

つ
ぶ
や
き
1
鴎
外
、
漱
石

、
大
拙
1
」

の

「
追
記
」

(
「言
語
と
文
化
』
第

=

一号
、

二
〇
〇
五
年

一
月
、

一
五
八

頁
1

一
六
三
頁
)

に
そ

の
こ
と

が
示
さ
れ

て

い
る
よ
う

に
思
う
。

こ
の
と
き

、
伊

達

一
男

「医
師
と

し
て

の
森
鴎
外
」

(績
文

堂
出
版
、

一
九
八

一
年
)

な
ど

の
医
学
史
的
な
観
点
か
ら

の
鴎
外

研
究

の
恩
恵

を
享
受

さ
せ
て

い
た
だ

い
た
よ
う

に
記
憶

す
る
。



(八
)
仙
台

に
お
け

る
魯
迅

の
記
録

を
調
べ
る
会
編

『仙
台

に
お
け

る
魯

迅
の
記
録
』

平
凡
社
、

一
九
七

八
年

、
四

一
四
～
四

二
四
頁
。

「仙
台

に
お
け

る
魯
迅

の
記
録
を
調

べ
る
会
」

の
会
長

米
沢
正
二
郎

の

「
序
文
」

に
は
、

コ

九

七
三
年
秋
以
来
、
魯
迅
来
仙

七
十
周
年
記
念
事
業
と

し
て
、
『仙
台

に

お
け
る
魯
迅

の
記
録
を
調

べ
る
会
』
を

結
成
し
、
調
査
活
動
を

つ
づ
け

て
き
た
。
周
辺
的
な
事
実

に
関
す

る
も

の
ま
で
含
め

て
、
か
な
り

の
資
料

が
収

集
さ
れ
た
。

い
ま
そ

の
大
要
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
も

の
で
あ
る
。
…
…
。
」

(i
頁
)
と
あ
る
。

(九
)

「付
録
編
」

に
藤

野
厳
九
郎

関
係

の
資
料
と
し

て
他

に
、
坪

田
和
雄

・
川
崎
義

盛

・
牧
野
久
信

「故
魯
迅

の
敬

慕
す
る

『藤
野
先
生
』
」

(三
七
三

⊥

二
七
六
頁
)

や
飯
野
太
郎

「仙
台

医
学
専

門
学
校
時
代

の
魯
迅

に

つ
い
て
」

(三
七
七
⊥

二
八
〇
頁

)
及

び

「藤

野
厳
九
郎
略
年
譜
」

が
収

め
ら
れ
て

い
る

(三
九
九
-
四
〇
三
頁
)
。

(十
)
阿
部
兼
也

『魯
迅
の
仙
台
時
代
-
魯
迅

の
日
本
留
学
の
研
究
1
』
(東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
改
訂
版
)
の
「あ
と
が
き
」
に
、
「本

書
は

一
九
九
二
年

に
、

東
北
大
学
文
学
研
究
科

に
博
士
学
位

の
請
求

の
た
め
に
提
出
し
た
論
稿
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
後
補
強

・
修
訂
を
経
た
も

の
で
あ
る
。
学
位
は

一
九
九
三
年

に
授
与
さ
れ
た
。
」

(三
八
三
頁
)
と
あ
る
。
編
者
代
表
と
し
て

『仙
台

に
お
け
る
魯
迅
の
記
録
』
を
世
に
送

っ
て
か
ら
、
「ど
う
も
う
ま
く
納
得

で
き
な

い
点

が
、
少
な
く
と
も

二
つ
あ

っ
た
。

一
つ
が
上
述

の
解
剖
学
学
年
試
験
問
題
漏
洩

の
噂

に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
幻
灯

に

つ
い
て
で
あ
る
。」

(「あ
と
が

き
」
、
三
八
三
頁
)
と

い
う
事
情
か
ら
、
本
書
は
編
集
作
業

の
過
程

で
得
ら
れ
た
問
題
意
識
を
土
台

に
し
て
書

か
れ
た
も

の
で
あ

る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

(
一
一
)
同
書
は
魯
迅

の
幼
少
期

か
ら
仙
台
医
学
専

門
学

校
留
学
ま

で
の
学
問
遍
歴

の
全
体
像

を
照
射
し

て
お
り
、
そ

の
全
体
像

の
中

で
仙
台
時
代

の

魯
迅

の
学
業
生
活

の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。

(
一
二
)
仙
台

に
お
け

る
魯

迅

の
記
録
を
調

べ
る
会

(阿
部
兼
也
代
表

)
編

『仙
台
に
お
け

る
魯
迅

の
記

録
』

(平
凡
社
、

一
九
七

八
年

)
第

三
章

「
在

学
時
代

の
周
樹
人
」

二

「
同
級
生

の
談
話
」

一
七
四
頁
。

(
一
三
)
同
書
、
同
頁
。

(
一
四
)
同
書
第

二
章

「
周
樹
人
入
学
前
後

の
仙
台
医
学
専
門
学
校
、
四

二
頁
。

『藤

野
先
生
』
と
藤

野
厳
九
郎

(
こ

四

七

(
13
)



四

八

(
14
)

(
一
五
)
同
書

同
章

、
五
六
頁
。

(
一
六
)
同
書

同
章

、
五
六
-
五
七
頁
。

(
一
七
)
同
書

第
五
章

「
離
仙
台
前
後

の
周
樹
人
」
、
三
〇
三
⊥

二
〇
四
頁
。

(
一
八
)
同
書

同
章

、
三
〇
五
頁
。

「総
代
」

の
役
割

の
性
格

に
関
し

て
は

一
九
七

四
年
六
月
三
〇

日
の
鈴
木
逸
太
氏

へ
の
聴
き
取
り
調
査

(
一
五
三
頁
)
、

同
年
八
月
八

日
の
同
氏

へ
の
聴
き
取

り
調
査

(
一
七

〇
頁

)
、
並
び

に

一
九
七

五
年

一
月

二
九

日
の
薄
場

実
氏

へ
の
電
話

(
一
九
三
頁
)

の
記
録
を
通

し
て
そ

の
輪
郭
が
分
か

る
よ
う

に
思
う

。
こ
れ
ら

の
こ
と
知
り
得
た

の
は

い
ず

れ
に
も

同
書
巻
末

の
索
引

の
力
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き

い
。
特

に
注
記

し
な

い
が
、
他

の
箇
所

に
お

い
て
も

同
様

で
あ
る
。
索
引
作

成

の
労
を
取
ら
れ
た
方

々
に
感

謝
し
た

い
。

(
一
九

)
「
同
級
会
」
と

い
う
語
は
鈴
木
逸

太
氏

へ
の
聴
き
取
り
記
録
に
し
か
出

て
来

て

い
な

い

(
一
七
四
頁
)。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
「同
級
会
」
は
各
学
年

の
組
織

で
あ
り
、
学
年
を
ま
た
ぐ
全
体

の
組
織

と
し
て

の

「
学
生
会
」
は
な
か

っ
た

よ
う

で
あ
る
。
同
書

の

「
談
話
採
録
リ

ス
ト
」

に
は

二
二
回

に
わ

た
る
調
査

の
内
訳

(対
象
者
、
方
法
、
日
時
、
場
所
)
が
掲
載

さ
れ
て

い
る

(
一
九
五
1

一
九
六
頁
)
。
こ
れ
ら
が
出
来
る
だ
け
ま
と
め
て
公
表

さ
れ
れ
ば
、
「同

級
会
」

に

つ
い
て
も
う
少

し
具
体
的

に
そ
の
姿

が
分
か
る
糸

口
が
得

ら
れ
る
か
も
知

れ
な

い
。
と

は
言
え

、
臆

測

の
域
を
出

る
も

の
で
は
あ
り
得
な

い
。

(二
〇
)
同
書
第
三
章

二

「
同
級
生

の
談
話
」

に
あ
る

一
九
七
四
年
六
月

三
〇

日
の
鈴
木
逸
太

氏

へ
の
聴
き
取
り
調
査

の
記
録

に
は
、
「
わ
た
し
が
幹
事

だ

っ
た
も
ん
で
、
そ
う

い
う
役
を

や

っ
て
お

っ
た
も
ん

で
す
か
ら
。
…
…
今

で

い
う
級
長

で
す

か
ね
。
そ
ん
な
事

や

っ
て
お

っ
た
も

ん
で
す
か
ら
、
交

渉

は
す

べ

て
引
き
受

け
て
き

て
や

っ
て
ま

し
た
」

(
一
五

三
頁

)
と
あ
る
。
そ

の
す
ぐ
後

に

「
(幹
事
役

の
正
式
呼
称

は
総
代

で
あ

る
)」

と
筆

録

の
立

場

か
ら

の
補
足

の
注
記
が
付
さ

れ
て

い
る
。

(二

一
)
原
作
は

一
九

三
六
年

一
二
月

一
〇
日

の

『芥
原
』
第

一
巻
第

二
三
期

に
発
表

さ
れ
た

(銭
理
群
、
王
得
后

編

『魯
迅
散
文
』
漸
江
文

芸
出
版

社
、

一
九
九
九
年

、

一
二
三
頁
)
。
小
説

「
藤
野
先
生
」

の
末

尾
に
、
「
十
月
十

二
日
」
と

日
付
が
付

さ
れ
て

い
る
。
魯

迅
は

一
九

二
六
年
十
月
十

二
日

に
本
作
品
を
書
き
終
え
た
も

の
で
あ

ろ
う
。



(
二
二
)
前
掲

「仙
台

に
お
け

る
魯
迅

の
記
録
』
付
録
編

「在
仙
時
代

の
周
樹
人
年
譜
」
、
に
は
、
「
退
学
手
続
を
せ
ず

に
東
京

へ
も
ど

る
。
」

(
三
九

八
頁
)

と
あ

る
。

(
二
三
)
同
書
第
三
章

二

「
同
級
生

の
談
話
」
、

一
七

四
頁
。

(
二
四
)
同
書
、

一
五
三
頁
。

(
二
五
)
同
書
、

一
五
三
頁
。

(
二
六

)
「我
便
将

這
事
告
知

了
藤
野
先
生

・
有
幾
箇
和
我
熟

識
的
同
学
也
恨
不
平
、

一
同
去
詰
責

干
事
托
辞
検
査
的
無
礼

、
井

且
要
求
他
個
將
検
査
的

結
果
、
発
表
出
来
。
」
前
掲

『魯
迅
散
文
』
、

一
二

一
頁
。

(
二
七
)
前

掲
阿
部
兼
也

『魯
迅

の
仙
台
時
代
』
に
お

い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

(ゴ
ニ

八
頁

)
と

こ
ろ
の
鈴
木
逸
太
氏

の
聴
き
取

り
調
査

の
記
録

の
箇
所

(
『仙

台

に
お
け

る
魯
迅

の
記
録
』

一
五
三
頁
)

に

つ
い
て
も
、

こ
れ
が
事
実

で
あ

っ
た

か
ど
う

か
は
議
論

さ
れ

て
は

い
な

い
。
ま
た
、
「
同
書

に
記
録
さ
れ

た
談
話
が
、
す

べ
て
事
実
だ

と

い
う

の
で
は
な

い
。
」

(三
五

三
頁

)
と
も
記
さ
れ

て
い
る
。
過
去

の
事

実

へ
肉

薄
す

る
こ
と

の
難
し
さ
を
痛
感
さ
せ

ら

れ
る
。

(
二
八
)
前
掲
阿
部
兼
也

『魯

迅

の
仙
台
時
代
』
H

「
魯
迅

の
生
涯
」
、
一
九
八
〇
年
七
五
-

一
〇
九
頁
。
飯
倉
正
平

『魯
迅
』
講
談
社

「
人
類

の
知
的
遺
産
」

第
三
章

「
魯
迅

の
学
校
歴

・
学
生
生
活
」
、
六

一
-
六
六
頁
。

追

記

一

三
宅
俊
彦

『東

北

・
常
磐
線

一
二
〇
年

の
歩

み
』

(
グ
ラ

ン
プ
リ
出
版

、
二
〇
〇

四
年

)
に
よ
れ
ば

「
…
翌
明
治
三
七
年

二
月
、
日
露
戦
争

の
宣
戦

布
告

の
影
響

に
よ
り
官

設
鉄
道

や
山

陽
鉄
道
に
続

い
て

『
特
別
運
行
』

ダ
イ
ヤ
を
実
施

し
た
。
『
特
別
運
行
』

は

一
般
列
車

の
運
行
を
停
止

し
、
軍
用

列
車
を
優
先
と
す

る
ダ
イ

ヤ
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
」

(
二
九
頁
)
と
あ

る
よ
う

に
、
魯
迅
が
仙
台

に
赴

い
た
当

時
、
日
露
戦
争

に
よ
り

日
本
鉄
道
も
他

『藤
野
先
生
』
と
藤
野
厳
九
郎

(
こ

四

九

(
15
)



五

〇

(
16
)

の
鉄
道

に
足
並
み
を
合
わ
せ
た
よ
う

に
軍
事

優
先

の
ダ
イ
ヤ
を
強

い
ら
れ
た
。
魯

迅
は
そ
の
目
撃
者
な

の
で
あ

る
が
、
些

か
も

そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は

言

及
し
て

い
な

い
。
小
説

「藤

野
先
生

」
が

一
つ
の
定

点
か
ら
構
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

追

記

二

四
月

十

一
日

(水

)

に
拙

文
を
文

学
会
事

務
室

の
渡
邊

さ
よ
子

さ

ん
に
お
渡
し

た
後
、
五
月

十
八

日

(金

)
に

『中

国
研
究
』

(
日
中
出
版

)

の

一
九
七
八
年

十

一
月
号
に
、
阿
部
兼
也

・
渡
辺
嚢

「仙
台
時
代

の
周
樹
人
ー

『藤
野
先
生
』
研
究
に
よ
せ
て
」

(五
ニ
ー
六

二
頁
)
と

い
う
高
論
を
初
め
て
読

む
機
会
を
得
た
。
遅
き
に
失

し
た

こ
と
を
憾

み
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
「試
験
問
題
漏
洩

の
噂
」

の
箇
所

に
は
、
「作
品

で
は
、
下
宿

に
ノ
ー
ト
を
検
査

に
来

た
人
物
を

「ク
ラ
ス
の
学
生
会
幹
事
』

(原
文

11
本
級
的
学
生
会
干
事
)
と
す
る
が

『学
生
会
』

に
あ
た
る
組
織
は
、
存
在
し
て

い
な

か

っ
た
。
あ
り
得
る

場
合
を
推
測
す

る
と
、
東

北
医
学
会
で
あ
り

『幹
事
』

に
相
当
す
る
者
は
、
そ
の
二
年
級
学
生
幹
事
か
、
ク
ラ
ス
の
総
代

で
あ
る
。
当
時
二
年
級
学
生
幹
事

は
、
小
島
延
吉
、
鬼
川
俊

三
の
両
氏
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
総
代
は
鈴
逸
太
氏
で
あ

っ
た
。
」

(五
八
頁
)
と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
北
医
学
会

の
学
生
幹
事
は
各
学
年
に

い
た
。
小
島
延
吉
氏
と
鬼
川
俊
三
氏

の
名
前
は

「仙
台

に
お
け

る
魯
迅
の
記
録
』

の

「索
引
」

に
は
出

て
来
な

い
。
呈
示
さ
れ
た
貴
重
な
事
実

の
前
に
遭
然
た
る
思

い
に
な
る
。
ま
た

「
学
生
会
」
と

い
う
名
称

の
虚
構
性
も
取
り
上
げ

て
あ
る
。
汗
顔
の

至
り
で
あ
る
。
拙
論

で
は

「学
生
会
」
と

「同
級
会
」
の
関
係
如
何
に

つ
い
て
愚
考
を
重
ね
て
み
た
も

の
で
あ

る
。
最
早
見
る
べ
く
も
な

い
が
、
観
点
に
些

か
異
な
る
も
の
が
あ
る

の
で
は
な

い
か
と
臆
測
し
、
敢

て
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。
ご
寛
恕
を
願
う
。

追

記

三

わ
た
し
は
今
回
拙
文
を
列
ね
る
に
当
た
り
、

フ
ラ
ン
ク
ル
の

「夜
と
霧
』
を
思

い
出
さ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
う
。

だ
か
ら

「
そ

の
真

只
中
」

に
あ

っ
た
者

は
、
全
く
客
観
的
な
判
断

を
な
し
得
る

に
は
確

か
に
あ
ま
り
僅
か
な
距
離

し
か
も
た
な

い
に
せ
よ
ー
ま
さ



ブ

ラ

イ

ヴ

ェ

　

ト

に
彼

の
み
が
こ

の
体
験
を
知

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
…
た
だ
重
要
な

の
は
、
所

謂
私
的
な

こ
と
を
叙
述

か
ら
で
き
る
だ
け
排
除
し
、

し
か
し
も
し

必

要
な
ら
ば
、
体
験

の
個
人
的
な
叙
述
を
す

る
勇
気
を
も

つ
と

い
う

こ
と

な
の
で
あ

る

(霜
山
徳
爾
訳
、
み
す
ず
書

房
、

一
九
七

一
年
、
八

一
頁
)
。

こ
の

フ
ラ
ン
ク
ル
の
見
方

か
ら
す
れ
ば
、
魯
迅

の
小
説

「藤
野
先
生
」

は
実
存
主
義
文
学

の
系
譜

に
位
置
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。

自

ら
を
語
る
こ
と

へ
の
懊
悩
を
克
服
す
る
勇
気

は

一
貫
し
た
明
晰
な
構
成
力
を
要
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ

に
よ

っ
て
作
品

の
基
づ
く
事
実
と
作
品
中

に
築
か

れ
た
虚
構
は
つ
な
が
り
行
く
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
二
〇

一
二
年
六
月
二
十
日
記
)

『藤

野
先
生
』
と
藤
野
厳
九
郎

(
一
)

五

一

(
17

)




