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キ
ー
ワ
ー
ド
-
満
州
休
験
､
再
訪
､
｢
半
月
｣
､
｢
月
｣
､
加
筆
改
稿

は
じ
め
に

一
貫
し
て
追
及
し
て
き
た

｢大
連

･
奉
天
も
の
｣
(～
)作
品
群

の
中
心
に
位

置
す
る
作
品
で
あ
る
O
こ
の
小
説
の
主
要
モ
チ

ー
フ
と
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
､

別
稿

(2
)
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
O

『
滴

陽
の
月
』
(単
行
本
)
の
奥
書
を
見
る
と
､
｢
｢新
潮
｣
昭
和
六
十

一
年

新
牢
号
掲
載
原
稿
に
大
幅
に
加
筆
改
稿
｣
し
た
と
あ
る
O
そ
の
と
き
､
『
浦
幌

の
半
月
』
か
ら

『
清
陽
の
月
』
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

水
上
の
い
う

｢大
幅
に
加
筆
改
稿
｣
と
は
'

一
体
'
ど
の
程
度
の
'
ど
の

よ
う
な
改
訂
な
の
だ
ろ
う
か
O
ま
た
､
二
つ
の
小
説

は

､
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
な
構
成
と
内
容
を
持

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
は
､
両
者
を
比
較
し

な
が
ら
'
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
O

そ
の
方
法
と
し
て
'
『
滴
陽
の
半
月
』
と

『
滴
陽
の
月
』
と
を
厳
密
に
比
較

し
､
｢加
筆
改
稿
｣
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
調
査
結

果
を
整
理

･
分
析
し
'
『
潅
陽
の
月
』
へ
と
練
り
上
げ
て
い
く
水
上
の
意
図
を

解

明
し
て
み
よ
う
と
思
う
0
そ
の
結
果
､
二
つ
の
小
説
は
､
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー

マ

の
異
な
る
作
品
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
も
し
そ
う
い
う

結

論
に
な
る
と
す
れ
ば
､

1
つ
の
作
品
か
ら
別
種
の
テ
ー
マ
を
は
ら
む
新
た

な
作
品
を
生
み
だ
す
t
と
い
う
大
胆
な
創
作
実
験
を
し
た
こ
と
に
な
る
｡
こ

れ
ま
で

『
漆
陽
の
月
』
に
関
す
る
論
評
や
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
｡
わ

ず
か
に
新
潮
文
庫
版

二

九
八
九
年
)

の
｢解
説
｣
(岩
波
剛
執
筆
)
が
あ
る

く
ら
い
だ
O
『
清
陽
の
半
月
』
と

『
清
陽
の
月
』
と
の
比
較
検
討
は
､
水

上
の

後

期
の
作
品
創
造
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
最
初
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
O

(1)

水
上
勉
の
小
説
『漆
陽
の
月
』
二

九
八
六
年
､
新
潮
社
刊
)
は
､
水
上
が
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J

7
滴
陽
の
月
』
と

『
溝
陽
の
半
月
』

-

両
者

の
差
異
の
概
要

『
滴
陽
の
半
月
』
(以
下

『
半
月
』
と
略
称
す
る
)
も

『
浦
幌
の
月
』
(
以

下

『
月
』
と
略
称

す
る
)
も
同
じ
V
摘
草
で
構
成
さ
れ
て
い
る
O

各
章
の
表

示
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字

の
み
で
記
さ
れ
て
い
る
O

ま
ず
'
全
体
的

に
眺
め
る
と
'
全
章
す
べ
て
に
お
い
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
の

[加
筆
改
稿
｣
が
み
ら
れ
る
ぐ

一
行
分
ほ
ど
の
改
変
へ
さ
ら
に
は
三

～
四
行

分

ほ
ど
の
改
変
が
あ
る
U
驚
く
べ
き
こ
と
に
頁
を
越
え
る
大
幅
な
改
変
も
見

ら
れ
る
∪
そ
う
い
う
分
量
の
多

い
改
変
は
､
『
半
月
』
の
文
章
を
大
き
く
削
除

し
な
い
で
加
筆
し
た
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
O
『
月
』
は
'
『

半
月
』
を
土

台
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
G

た
だ
し
へ
初
山
雑
誌
の
二
～
三
行
分
を
削
除
し
て
大
量
の
増
補
加
筆
を
し

た
と
こ
ろ
が
三
箇
所
み
ら
れ
る
O
こ
の
部
分
は
､
｢改
訂
｣
箇
所
と
み
な
し
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

三
箇
所
の
増
補
加
筆
は
､
第

10
章
､
第

13
章
'
第

16
章
の
末
尾
で
あ
る
G

特
に
'
第

16
章

の
末
尾
の
そ
れ
は
極
め
て
大
量
で
あ
り
､
水
上
の
創
作
意
図

を
解
明
す
る
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
｡
ま
た
､
後
で
く
わ
し
く
述

べ
る
が
､
残
留
孤
児
､
苦
力
'
娼
婦
な
ど
に
関
す
る

(述
懐
的
回
想
)
に
も
､

小
規
模
だ
が
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
加
筆
が
み
ら
れ
る
o
L
か
L
t
へ物

語
的
再
現
部
分
へ3
芯

に
関
し
て
は
p
第

は
章
の
末
尾
に
酌
み

加

筆
が
み
ら

れ
る
い
作
品
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
内
的
モ
チ
ー
フ
は
'
変
化

し

な

か

っ

た

よ
う
だ
｡

以
下
､
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
校
合
作
業
の
結
果
に
基
づ
い
て
､
｢新
た
に
書

き
加
え
た
部
分

(加
筆
)
｣
'
｢書
き
直
し
を
し
た
部
分

(改
訂

)

｣

､

｢微
細
な

改
変
部
分

(改
変
)
｣
の
三

つ
の
観
点
か
ら
､
加
筆

改
稿
の
実
態

と

意

味
を
考

え
る
O

2

新
た
に
書
き
加
え
た
部
分

(加
筆
:.

こ
こ
で
言

う
新
た
に
書
き
加
え
た
部

分
(加
筆
)
と
は
'
単
行
本
の
三
行

分
前
後
ぐ
ら
い

の
分
量
か
ら
は
じ
ま

っ
て
そ
れ
以
上
の
複
数
頁
に
及
ぶ
も

の

ま
で
で
あ
る
G

次
に
そ
れ
ら
を
列
挙
L
t
ど
の
よ
う
な
内
容
の
加

等
な
の
か

､

簡
単
な
説
明
を
付
け
て
み
る
｡

■iトrL
五
貢

｢
じ

つ
は
､

～
そ
れ
は
ま
た
の
ち
に
ふ
れ
る
と
し
て
'
｣
(
三

行

)

残
留
孤
児

2二
二
-

一
五
頁

｢ぼ
く
ら
の
ほ
か
に
､

～
想
像
し
得
た
か
｡
｣
(
二
〇
行
)

移
民
船
の
人

々
'
残
留

孤
児

1
六
頁

｢移
民
船

～
ゆ
き
だ

っ
た
の
だ
か
ら
｡
｣
(三
行
)遊

興

地

へ

の
関
心

4二
八
-
二
九
頁

｢ぼ
く

には
不
満
に
～
態
度
で
も
あ

っ
た
o
J
(四
行
)

日
本
人
の
娼
婦

(2)

二
九
頁

｢ぼ
く
は
日
本
か
ら

～
そ
れ
は
殆
ど
の
｣
(三
行
)
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5三
七
頁
｢
.'1

)

み

ご
み
し
た

～
つ
ら
さ
に
な
る
よ
う
だ

っ
た
O
｣
〓
ハ
行
)

中
国
の
庶
民
街

三
八
百

｢
四
十
八
牢
前

は
～
呆
然
と
見

つ
め
て
い
る
し
か
な
か

っ
た
に
ち
が

い
な
い
｣
言

一行
)

遊
女
町

7五
七
頁

｢
父
の
反
対
-I-

決
意
が
か
た
ま
り

つ
つ
あ

っ
た
よ
う

に
思う
O
｣

(四
行
)

異
国
に
住
む
決
意

六

二

-
六
四
頁

｢
｢ぼ
く
は
'
む
か
し
は
ア
ジ
ア
号
と
い
っ
た
こ
の
特
急
に
似

た
列
車
で
溝
陽
ま
で
い
っ
た
ん
で
す
が
､
｣

～
大
連
も
や
が
て
は

'

近
代
化
が
す
す
め
ば
東
北
部
唯

1
の
国
際
都
市
と
し
て
大
発
展
す

る
だ
ろ
う
､
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
o
J
(二
四
行
)

張
さ
ん
と
の
会
話

(
ア
ジ
ア
号
'
夜
汽
車
'
東
北
部
の
昔
と
今
)

8七
二
百

｢眼
角
が
わ
ず
か
に

～
櫛
を

つ
か

っ
て
い
た
｡
｣
(三
行
)

肥
田
と
戸
田
｡
戸
田
の
若
は
げ

0一暮暮書
九

l
-

･
九
三
頁

｢
い
ま
か
ら
思
う
と
'
-
二
畳
の
空
間
く
ら
し
に
'
馴
れ
て

残
留
孤
児
'
苦
力

I
i
O
頁

｢昨
夜
ぼ
く
ら
も
気
づ
い
て
い
た
の
だ
が
'
-
訪
れ
る
の
だ
ろ

う
｡
｣
(四
行
)

札
幌
市
観
光
団

3iトL二

一四
頁

｢
こ
の
人
の
顔
～
出
て
く
る
｡
｣
(四
行
)

若
狭
の
清
吉
の
爺

二
二
1
…

二
二
二
頁

｢
｢宋
さ
ん
は
'
流
暢
な
日
本
語
で
'
｣

～
寓
吉
の
御
爺

さ
ま
と
ご

っ
ち
ゃ
に
な

っ
て
宋
さ
ん
は
追
い
か
け
て
く
る
D
J

(
二
五
行
)

宋
さ
ん
の
こ
と
ば

5-一
四

一
頁

｢に
和
風

～
あ

っ
た
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
｣
(四
行
)

6rrいL

妓
楼

い
っ
た
o
｣
(
二
四
行
)

満
州
の
仕
事
は
予
定
行
動

iいい目山
れ‖トい

九
七
頁

｢え
ら
そ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
｡
～

一
人
だ
｡
｣

自
分
の
た
め
に
生
き
た

1
〇

五
･1-
1
〇
九
頁

｢
｢和
平
さ
ん
｣

～
確
保
し
な
が
ら
o
J
(五
三
行
)

一
五
五
頁

｢屋
根
も
窓
も
み
な
昔
の
ま
ま
な
の
だ
O
-
昔

の

間

取

り
に
ち
が

い
な
か
ろ
う
｡
｣
(四
行
)

妓

楼

｢き
り
ん
｣

一
五
五
頁

｢あ
あ
こ
こ
だ
｡
～
で
､
ぼ
く
は
｣
(三
行
)

妓
楼

｢き
り
ん
｣

1
五
五
-

一
五
九
頁

｢
こ
の

｢き
り
ん
｣
～
に
な
り
ま
し
た

-
･･･｣
(五
二
行
)

日
本
遊
女
町

｢き
り
ん
｣

｢娼
婦
は

つ
枝
｣

一
六
二
頁

｢ぼ
く
が

一
し
ょ
に

～
四
十

年
輩
の
女
が
い
る
｡
｣
(四
行
)

苦
力
の
長
屋
､
わ
き
の
売
店

一
六
五
-

一
六
六
百

｢
｢お
父
さ
ん
は
～

｣
～
い
っ
た
も
の
だ
｣
(二

〇
行
)

凋
さ
ん

一
六
八
I
l
六
九
頁

｢四

十
八
年
の
歳
月
～
広
場
で
あ
る
O
｣
(
五
行
)

苦
カ

ニ
ハ
九

-
一
七
〇
頁

｢
三
棟
の
-
濃
か

っ
た
o
J
二

1
行
)

苦
力

一
七

〇
-
1
七
六
頁

｢出
発
の
日
は

～
四
十
八
年
目
に
の
ぞ
い
た
の
だ

っ

(3)
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た
o
J
(八
九
行
)

苦
力
､
月

右
に
列
挙
し
た
も
の
を
見
る
と
､

三
～
四
行
ほ
ど
の
加
筆
が
十
六
箇
所
'

十
行
以
上
か
ら
八
十
九
行
ま
で
の
大
量
の
加
筆
箇
所
が
九
箇
所
で
あ
る
ぐ
量

的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
､
二
つ
の
章

の
末
に
大
き
な
加
筆
を
行

っ
て
い
る
こ

と
､
い
く

つ
か
の
p章
に
ま
た
が

っ
て
共
通
す
る
話
題
(
｢残
留
孤
児
｣､
｢苦
力
｣､

｢娼
婦
｣
)

へ
の
加
筆
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
O
後
者
で
は
､
特
に
'
残
留
孤
児

関
係
で
の
加
筆
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
O

以
下
'
第
川
章
末
と
第

13
章
末
の
加
筆
部
分
及
び
残
留
孤
児
に
関
す
る
加

筆
部
分
を
整
理

･
検
討
す
る
ぐ

筆
が
あ
る
O
そ
の
内
容
は
､
も
と
も
と
十
九
歳
の

｢ぼ
く
｣
に
は

一
種
の
請

観
が
あ

っ
た
の
だ
と
振
り
返
り
､
禅
寺
に
い
た
も
の
の
自
由
な
俗
生
活
を
望

ん
で
寺
を
脱
出
し
た
が
'
そ
の
後
の
展
開
は
思
う
よ
う
に
ゆ
か
ず
'
不
備
を

感
じ
て
い
た
r
L
か
L
t
次
第
に
あ
き
ら
め
'
現
状
に
馴
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
と
い
う
｡

禅
寺
を
離
脱
1
俗
生
活

へ
の
不
満
1
次
第
に
馴
れ

ア

第

川
章
末
の
加
筆

第

川
章

の
後
半

は

､
｢ぼ
く
｣

の
仕
事
を
回
想
し
て
い
る
｡
苦
力
監
督
見

習
と
し
て
'
身
近
に
知

っ
た
苦

力
た
ち
の
･姿
が
描
写
さ
れ
る
｡
回
想
は
苦
力

の
身
態
り
に
及
び
､
家
庭
に
お
け
る
姿
も
紹
介
す
る
｡
苦
力
の
汚
れ
仕
事
と

そ
れ
を
監
督
す
る

｢ぼ
く
｣
ら
C
こ
う
し
た
仕
事
に
就
く
と
は
思

っ
て
も
い

な
か

っ
た

｢ぼ
く
｣
は
､
こ
の
仕
事
に
ま
わ
し
た
肥
田
を
恨
み
つ
つ
も
､
次

第
に
諦
め
の
気
持
ち
に
な

っ
て
来
た
t
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
が
'
『
半
月

』
の

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡

と
い

う

流

れ
が
新
た
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
O

こ
の
よ
う
に
見
る
と
'
『
半
月
』
の
テ
ク
ス
ト
に
記
さ
れ

た
内

容
と
ほ
ぼ
同

じ
ょ
う
な
性
質
の
こ
と
が
ら
､
す
な
わ
ち

｢ぼ
く
｣
と
い
う

人
間

が
､
いか

に
現
状
に
順
応
し
や
す
い
性
格
だ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
p
『
月
』
で
加
筆

し
た
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
｢ぼ
く
｣
の
諦
観
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
G
同
趣
旨
の
こ
と
を
､
材
料
を
変
え
て
繰
り
返
し
た
形

で
あ

り
､
筆

の

向
く
方
向
は
､
｢ぼ
く
｣
の
内
心
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
が

な

い

G

(4)

仕
事
内
容
の
紹
介

1
仕
事

へ
の
不
満
1
諦
め

と
い
う
流

れ
と
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
『
月
』
は
'
そ
の
先
に
'
長
文
の
加

イ

第

13
手
末
の
加
筆

こ
こ
の
章
末
に
は

'
長

文
の
加
筆

(
回
と
す

る
)
が
あ
る
｡

こ
の
画
は
､

そ
の
少
し
前
に
記
さ
れ
る
三

行
分
ほ
ど

の
加

筆

(回
と
す
る
)
も
視
野
に
入

れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡

こ
の
章

は

､
｢ぼ
く
｣
が
､
昔

の
社
員
寮
だ

っ
た
友
信
ビ
ル
が
昔
と
変
ら

ぬ
姿
で
残

っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
'
現
在

の
住
人

･
宋
先
立
さ
ん
に
会
う
場

面
で
あ
る
O
(『
月
』
で
は
こ
の
間
に
園
)
｢ぼ
く
｣
は
感
激

の
あ
ま
り
､
色

々
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な
昔
の
pこ
と
を
口
走

っ
て
'
後

で
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
と
あ
る
が
'
宋
さ
ん

も
'
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
'
自

分
の
半
生
を
語
る
｡
そ
の
昔
'
満
拓
公
社
に
勤

め
て
い
た
こ
と
､
日
本
人
か
ら

｢シ
ョ
ー
ハ
イ
｣
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
な

ど
し
そ
れ
が
呼
び
水

と
な

っ
て
'
｢ぼ
く
｣
は
､
奉
天
時
代
に
親
し
か
っ
た

･･
J
･-
-/

イ

小

技

･
何
雪
泰
の
こ
と

(彼
の
父
親
も
苦
力
で
あ

っ
た
｡
)
を
想
い
出
す
｡

や

が
て

｢ぼ
く
｣
ら
は
､
宋
さ
ん
宅
を
辞
去
O
別
れ
ぎ
わ
に
､
宋
さ
ん
は
'

次
の
よ
う
に
言
う
｡

の
寅
吉
爺
さ
ん
で
あ
る
｡
こ
の
園
の
加
筆
が
'
章
夫
の
画
の
加
筆
に
も
絡
ん

で
く
る
｡

画

の
加
筆
は
､
昔
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
O
小
指
に
関
す

る
こ
と
で
も
な
い
C

宋
さ
ん
は
､
流
暢
な
日
本
語
で
､
ぼ
く
に
､
あ
な
た
と
自
分
は
､
赤
の

他
人
で
は
な
い
｡
ひ
と

つ
の
家
で
住
ん
だ
仲
間
だ
と
い
っ
て
く
れ
ま
し

た
ね

(『
月
』

二
二
一
頁
)

こ
こ
は
あ
な
た
の
家
だ

っ
た

ぐ
そ
し
て
'
そ
の
あ
と
わ
た
し
も
住
ん
で

い
る
家
だ
｣
(『
半
月
』
五
凹
頁
､
『
月
』

二
二
〇
頁

)

同
じ
家

に
住
め
ば
'
同
時
同
居
で
な
く
て
も
'
他
人
で
は
な
い
の
だ
､
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
D
(
こ
の
あ
と
'
『
月
』
に
は
蚤
の
加
筆
が
あ
る
｡
)

懐

か

し

い

建

物
を
発
見
し
て
の
興
奮

(具
体
的
な
発
言
の
描
写
は
少
な

い
)
が
'
采
さ
ん
の
昔
話
を
誘
い
､
そ
れ
が

｢ぼ
く
｣

の
知

っ
て
い
た
小
預

を
引
き
出
す
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
o
L
か
L
t
回
想
の
方
向

へ
進
も
う

と
す

る
叙
述
と
､
別
れ
ぎ
わ
の
宋
さ
ん
の
こ
と
ば
と
が
､
か
ら
み
合
う
こ
と

な
く
'
こ
の
と
き
の
二
事
実
｣
と
昔
の

｢回
想
｣
が
､
並
列
的
に
記
さ
れ
て
'

『
半
月
』
の
こ
の
章
は
と
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て

『
月
』
は
､
Efjの
部
分
に
三
行
ほ
ど
の
加
筆
'
画
の
部
分

(す
な
わ
ち
こ
の
章
の
末
)
に
長
文
の
加
筆
が
あ
る
｡
国
の
加
筆
は
宋
さ
ん

の
容

貌

に
対
す
る

｢ぼ
く
｣
の
印
象
で
あ
る
｡
｢ぼ
く
｣
は
'
出
会
っ
た
人
を
､

自
分
の
知

っ
て
い
る
誰
彼
と
重
ね
て
見
る
傾
向
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
若
狭

別
れ
際
の
宋
さ
ん
の
こ
と
ば
を

｢ぼ
く
｣
は
し
み
じ
み
と
思
い
返
し
て
い

る
の
･で
あ
る
｡
『
半
月
』
の
こ
の
章
の
末
尾
の
繰
り
返
し
で
あ
り
､
そ
れ
に
対

す
る

｢ぼ
く
｣
の
心
情
描

写

で

あ
る

｡
『
半
月
』
が
'
客
観
的
な
叙
述
と
回
想

的
な
叙
述
を
並
記
し
て
止
め
て
い
る
の
に
対
し
､
『
月
』
は
宋
さ
ん
の
こ
と
ば

を
反
額
し
全
体
の
流
れ
を
耗

1;
的
に
主
情
的
に
と
ら
え
直
し
た
の
で
あ
る
O

注
意
す

べ
き
は
'
宋

さ
ん

の
こ
と
ば
で
あ
り
な
が
ら
､
故
郷
の
高
吉
爺
さ

ん
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
U

(5)

キ
サ
マ
は
､
キ
サ
マ
で
､
わ
し
は
わ
し
だ
が
'
こ
の
家
に
住
ん
だ
め

ず
ら
し

い
仲
間
だ
､
友
人
だ
'
キ
サ

マ

(『
月
』

二
二
二
頁
)

宋
さ
ん
の
こ
と
ば
の
意
味
を

｢家

は
こ
の
世
の
仮
の
住

い
｣

｢た
ま
た
ま

宿
り
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
仲
間
だ
｣
へ4
)と
い
い
か
え
て
み
る
と
'
｢ぼ
く
｣

の
感
じ
と
っ
た
も
の
は
'
伝
統
的
な
思
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て

こ
の
と
ら
え
方
は
中
国

･
日
本
と
い
う
枠
を
超
え
た
も
の
と
し
て
出
て
く
る



水上勉 『潅腸の半月』 と 『藩陽の月』(孫)

の
で
あ
り
∴

さ
ら
に
寅
吉
爺
さ
ん
は

｢
ぼ
く
｣
の
ふ
る
さ
と
を

象

徴

す

る

と

考
え
れ
ば
､
本
来
自
分
が
も

っ
て
い
た
は
ず
の
深
い
境
地
に

気

づ

い

た

の

だ

､

と
い
う
章

の

結

び

方
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

の
体
験
が
重
な
る
の
で
あ
る
O

ウ

残
留
孤
児
の
姿

次
に
同

1
素
材
で
複
数
の
章
に
ま
た
が
る
加
筆
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
｡

残

留
孤
児
に
関
す
る
加
筆
で
あ
る
小
三
箇
所
あ
る
｡

へそ
の

こ

第
1
章
四
～
五
頁

六

十

七
歳

の

｢ぼ
く
｣
は

'
残

留
孤
児
が
実
父
母
を
求
め
る

ニ
ュ
ー
ス
を

見

て
'

実

父
母
が
自
分

の
年
齢
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
､
他
人
事

と
思
え
な
い
気
持
ち
に
な
る
｡
家
族
に
も
打
ち
明
け
て
い
な
い
､
自
分
だ
け

の
四
十
八
年
前

の
体

験

を
思
い
出
す
｡
そ
し
て
､
そ
の
時
代
の
こ
と
を
確

か

め
た
い
と
思

い
は
じ
め
た
｡

こ
こ
ま
で
が

『
半
月
』

の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
D

『
月
』
は
F
こ
の
た
び
の
中
国
訪
問
の
飛
行
機
で
残
留
孤
児
た

ち
の
帰
国

組
と
乗
り
合
わ
せ
た
こ
と
を
加
筆
し
て
い
る
｡

へそ
の
二
)
第

2
章

二
二～
一
五
頁

｢ぼ
く
｣
が
昔
に
乗

っ
た

｢は
る
ぴ
ん
丸

｣
の
乗
客
た
ち
の
思
い
出
で
あ

る
｡
全
体
が
長
文
の
加
筆
に
な

っ
て
い
る
｡
『
半
月
』
に
は
な
い
｡
十
九
歳
の

と
き
に
見
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
姿
を
紹
介
し
､
こ
の
移
民
た
ち
が
実
は

の
.ち
の
孤
児
た
ち
の
実
父
母
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
回
想
し
て
い
る
｡

過

去
を
再
現
す
る
中
で
､
過
去
の
課
題
は
現
在
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

じ

っ
ほ
f
こ
ん
ど
の
旅
の
飛
行
機
上
で
も
t
ほ
ぼ
滴
農
に
近

い
乗

客
の
中
に
､
第
何
次
か
の
遼
寧
省
を
中
心
の
日
本
人
孤
児
た
ち
の
帰

国
組
と
ぼ
く
は
偶
然
乗
り
あ
わ
せ
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
ま
た
の
ち
に

ふ
れ
る
と
し
て
､

(五
百
)

『
半
月
』
は
'
自
分

の
過
去
を
思
い
出
し
た
だ
け
だ
が
'
『
月
』
は
､
現
実

(そ
の
三
)
第
日
草

l
〇
五
-

1
〇
九
頁

苦

力
の
仕
事
の
光
景
を
描
写
す
る
｡
豚
を
運
ぶ
仕
事
を
描
写
L
t
豚
の
泣

き
声
が
哀
れ
を
さ
そ
う
｡
悲
惨
な
仕
事
ぶ
り
が
描
写
さ
れ
る
｡
こ
こ
ま
で
が

『
半
月
』
｡

加
筆
部
分
は
'
六
十

七
歳
の

｢ぼ
く
｣
の
現
実
に
も
ど

っ
て
'
張
さ
ん
と

の･会
話
場
面
で
あ
る
G
今
回
'
中
国
に
来
る
飛
行
機
の
中
で
孤
児
た
ち
の
帰

国
組
と

一緒
にな
っ
た
こ
と
'
孤
児
た
ち
の
生
ま
れ
た
の
が
'
｢ぼ
く
｣
が
奉

天
で
暮

ら
し
た頃
と
重
な
る
こ
と
｡
rぼ
く
｣
は
中
国
人
を
い
じ
め
た
が
､
中

国
人
は
孤
児
た
ち
に
愛
情
を
持

っ
て
く
れ
た
こ
と
な
ど
を
張
さ
ん
に
話
す
G

こ
う
し
た
話
を
通
し

て

､
｢ぼ
く
｣
の
中
国
人
に
対
す
る
責
任
の
問
題
を
取

り
･上
げ
て
い
る
｡
自
分

の

責

任
を
改
め

て

問

い

直

す
よ
う
な
加
筆
で
あ
る
O

た

だ

､

こ
の
問
題
に
つ
い
て
張
さ
ん
は
､
あ
な
た
の
pせ
い
で
は
な
い
'
時
代

の
問
題
だ

っ
た
と
や
さ
し
く
応
じ
て
い
る
:i

狗
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残
留
孤
児
に
関
す
る
記
述
は
､
ほ
と
ん
ど
加
筆
部
分
で
あ
る
O

『
半
月
』
に
は
冒
頭
に
､

四
十

八
年
前
の
こ
と
を
想
い
起
す
こ
と
に
な

っ

た
き

っ
か
け
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の

後
は
ま

っ
た
く
言
及
な
し
で
あ
る
｡
『
月
』
は
こ
の
話
題
を
具
体
的
に
展
開
し

深
め
た
の
で
あ
る
C
第

1
章
で
は
､
残
留
孤
児
の
こ
と
が
､
｢ぼ
く
｣

の
人

生
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
｡
第

2
章
で
は
､
移
民
し
た
人
々
が
､

日
本

人
孤
児
の
親
と
な

っ
た
こ
と
を
加
え
て
い
る
｡
第

日
章
で
の
加
筆
は
'

｢
ぼ
く
｣
が
中
国
人
苦
力
を
苦
し
め
る
立
場
に
い
た
こ
と
の
儀
悔
と
'
中
国

の
人

々
は
日
本
人
孤
児
に
や
さ
し
く
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と

へ
の
感
謝
で

あ
る
｡

以
上

の
三

つ
の
加
筆
箇
所
ア
､
ィ
､
ウ
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返

っ
て
み
よ

Aフ

CP
『
半

月
』
に
お
け
る
第

10
章
で
は
'
十
九
歳

の

｢ぼ
く
｣
が
遇

っ
た
苦
力

た
ち
及
び
彼

ら
の
苛
酷
な
仕
事

の
様
子
を
述

べ
て
､
｢ぼ
く
｣
は
恨
み
と
あ
き

ら
め
を
述
べ
て
い
る
ご
｣
の
･奉
天
に
お
け
る
過
去
を
述
べ
る
だ
け
な
の
が
『
半

月
』

の
形
で
あ
る
O
こ
れ
に
対
し
p
『
月
』
の
加
筆
部
分
は
p
｢ぼ
く
｣
が
も

と
も
と
ど
ん
な
人
間
だ

っ
た
の
か
を
思
い
出
し
て
､
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
O

第

13
章
の
加
筆
は
､
ま
ず
'
宋
さ
ん
を
日
本
の
故
郷
若
狭
の
帯
吉
爺
さ
ん

と
似
て
い
る
と
思

っ
た
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
は
親
近
感
の
表
現
で
あ
る
｡
そ

の
宋
さ
ん
の
こ
と
ば
が

｢ぼ
く
｣
に
ぐ

っ
と
迫
る
ぐ
宋
さ
ん
の
言
葉
を
言

い

か
え
る
な
ら
ば
､
ご
く
わ
ず
か
な
期
間
で
も
こ
こ
の
住
ま

い

(唾
物
)
は
以

前
と
変
わ
ら
ず
存
在
し
､

こ
こ
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
々
は
'
み
な
繋
が

っ
て
い
る
の
だ
｡
宋
さ
ん
と

｢ぼ
く
｣
は
そ
う
い
う
関
係
で
あ
る
｡
少
し
大

胆
な
言
い
方
を
す
れ
ば
､
中
国
と
日
本
の
繋
が
り
'
友
好
関
係
に
も
考
え
を

の
ば
そ
う
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
故
郷
若
狭
の
人
達
を
思
い

出
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
､
六
十
七

歳

に

な

っ
た

｢
ぼ

く

｣

が

｢落
葉
帰

根
｣
と
い
う
こ
と
'
す
な
わ
ち
､
人
間
は
本
来
の
帰

属

す
る
と
こ
ろ
に
も
ど

る
の
だ
と
い
う
思
想
を
思
い
返
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O

ま
た
､
残
留
孤
児
に
つ
い
て
の
こ
と
も
､
老
齢
の

｢ぼ
く
｣
が
人
生
を
振

り
･返

っ
て
'
日
本
と
中
国
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に

一
個
人
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
と
'
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
を
巡
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
､
『
単
月
』

か

ら

『
月
』

へ
の
変
化
は
'
小
説
と

し
て
の
統

一
'
完

成

へ

の

進

展
と
評
価

す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

な
お
'
第

16
章
の

末

'

す

な
わ
ち
､
『
月
』

の
末
尾
に
は
'
と
り
,わ
け
大

量
の
増
補
加
筆
が
あ
る
｡
こ
の
部
分
は
､
作
品
全
体
が
､
ど
の
よ
う
な
ね
ら

い
の
も
の
と
し
て
出
来
て
い
る
の
を
考
え
る
重
要
部
分
と
考
え
ら
れ
る
ぐ
よ

っ
て
､
こ
の
部
分
に

つ
い
て
は
'
第
二
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
ぐ

(71

3

書
き
直
し
を
し
た
部
分

(改
訂
)

書
き
直
し
を
し
た
部
分

へ改
訂
)
と
い
う
の
は
'
『
半
月
』
に
あ

っ
た
文
を

少
し
削
除
し
て
'
『
月
』
の
中
に
あ
ら
た
に
加
筆
し
た
箇
所
で
あ
る
｡
こ
れ
か

ら
'
そ
の
箇
所
を
あ
げ
て
'
簡
単
な
要
約
を
付
し
て
お
く
｡

6a
)
二
四
頁

｢ぼ
く
だ
け
か
も
し
れ
ぬ
｡
-
喜
び
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
う
C
J

を
カ

ッ
ト
し
て
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四
六
-

四
八
頁

｢ぼ
く
も
収
入
の
多

い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
～

思
い
は
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
ご

赴
任
希
望
地
の
選
択

'

細

か

く

渡
満
す
る
人

々
は
､
少
し
で
も
収
入
の
多

い
と
こ
ろ

へ
行
き
た

い
と
辺
境

を

希
望
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
が
､

そ
う
だ
'
ぼ
く
は
'
あ
れ
か
ら
､
い
ろ
ん
な

こ
と
を
し
て
生
き
て

き
て
し
ま

っ
た
｡
が
'
泰

の
よ
う
に
必
死
に
命
が
け
で
孤
独
だ

っ
た

生
を
そ
の
後
味
わ

っ
た
か
O
責

月
日
即
刻

P

IT

･.-7
.-
7-II
,ヨ

｢叫
‖
T
T

結
局
奉
天
に
き
ま

っ
て
も
､
黒
河
組
の
よ
う
な
喜
び
は
な
か

っ
た
よ

う
に
思
う
｡

(『
半
月
』
二
四
頁

)

『
半
月
』

の
傍
線
部
が
削
除
さ
れ
て
､
加
筆
さ
れ
て
い
る
の
は
'

を
削
除
し
て
い
る
O
他

の
人

々
と
は
異
な
る
希
望
を
出
し
て
叶
え
ら
れ
て
も
'

な
ぜ

｢喜
び
は
な
か

っ
た
｣
の
か
が
'
『
半
月
』
で
は
わ
か
ら
な
い
｡
『
月
』

は
右

の
削
除
部
分
全
体
を
書
き
改
め
た
と
言

っ
て
よ
い
O
単
行
本
二
頁
半

ほ

ど
の

分

量
で
あ
る
｡
改
訂
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
､
｢ぼ
く
｣
が
奉
天
に
決
ま

る
ま
で
の
裏
事
情

(当
初
は
辺
地
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
が
'
｢ぼ
く
｣
が
移

民
関
係

の

役

所

勤
韓
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
'
係
官
が
'
将
来
の
本
社
勤
め
を

に
お
わ
せ
て
奉

天
を
勧
め
た
)
が
明
か
さ
れ
､
決
定
し
て
し
ま
う
と
､
辺
境

組
か
ら

｢ぼ
く
｣
は
'
仲
間
は
ず
れ
の
よ
う
な
感
じ
に
な

っ
た
の
だ
と
い
う
ぐ

ト - ホ 二 - ロ イ

半
年
も
経
た
ぬ
う
ち

の
発
病
と
帰
国
｡

徴
兵
検
査
が
丙

種
だ

っ
た
こ
と
ぐ

上
京
し
て
出
版
社
勤
務
ぐ

召
集
さ
れ
た
が
､
内
地
に
い
て
敗
戦
｡

満
州
引
揚
船

の
着
く
舞
鶴
を
傍
観
す
る
分
教

場
で
の
助
教
と
な
る
G

昔

の
仲
間

の
消
息
を
尋
ね
る
き
も
ち

は

薄

か

っ

た

｡

そ
の
昔
の
移
民
船
の
仲
間
の
意
気
軒
昂

さ

O

(呂)

チ

都
合

の
.い
い
立
ち
ま
わ
り
で
生
き
て
き
た
｡

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
｡
｢
い
ろ
ん
な

こ
と
を
し
て
い
き
て
き
て
し

ま

っ
た
｣
を
具
体
的
に
述
べ
直
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
O

7@
二
八
頁

｢
つ
け
足
し
た
衣
～
馴
れ
て
､
｣
を
カ
ッ
ト
し
て
､

五
八
･…
六

一
貞

｢思
え
ば
～
や

っ
ぱ
り
他
人
の
運
命
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｣

昔

の
人

々
に
懐
か
し
く

6̀l0
7
五
九
～

?

六

〇

頁

改
訂

｢楊
柳

の
よ
ご
れ
た

～
急

い
だ
G
J

中
国
の
結
婚
式
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『月
』
に
お
け
る
大
き
な
改
訂
は
､
右
の
三

つ
の
箇
所
で
あ
る
O
①
は
希

望
地
の
選
択
に
関
す
る
裏
事
情
と
決
定
後
の
人
間
模
様
と
い
う
こ
と
の
改
訂

で
あ
る
｡

⑥
は
十
九
歳

の

｢ぼ
く
｣
の
帰
国
後
の
生
き
方
を
満
州
の
あ
り
方

を
問

い

直

し
な
が
ら
反
省
し
て
い
る
ぐ

①
は

｢ぼ
く
｣
が
'
張
和
平
さ
ん
た

ち
に
案
内
さ
れ
て
､
柳
町
の
旧
遊
廓
跡
に
や
っ
て
き
て
'

言

)

結

婚
式
の
新
郎
新
婦
､
祝
福
す
る
丸
身
の
様
子
O

(
-
)
昔
の
ま
ま
に
建
物
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
絶
句
す
る
O

(2
)
と
､
あ
た
り
に
爆
槽
の
晋
が
し
て
､
結
婚
式
だ
と
張
さ
ん
が
教
え

て
く
れ
る
O

(
3
)
｢ぼ
く
｣
た
ち
は
'
貧
民
街
の
結
婚
式
を
見
物
す
る
｡

と
な

っ
て
い
る
｡
『
半
月
』
の
方
は
､
結
婚
式

の
話
題
が
唐
突
に
始
ま
る
が
'

『
月
』
は

､
柳
町
に
至
っ
て
特
に

｢き
り
ん
｣
の
建
物
と
の
再
会
に
よ
っ
て
'

昔
を
思
い
出
し
て
'
昔
の
人
が
す
で
に
い
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
で
'
｢
こ
こ

に
日
本
遊
女
町
が
健
在
だ
っ
た
証
し
も
な
い
の
で
あ
る
｡
｣
と
無
常
感
を
漂
わ

せ
な
が
ら
'
追
憶
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
爆
竹
の
音
が
す
る

｢ぼ
く
｣

は
最
初
は

｢う
わ
の
そ
ら
｣
で
聞
き
､
続
く
音
で
現
実
に
も
ど
る
の
で
あ
っ

た
｡

の

確

認

O

と
い
う
の
が

『
半

月

』
で
あ
る
｡
『
月
』
の
改
訂
箇
所
は
､
(
2
)
の
部
分
だ

が
､
(
-
)
と

(2
)

の
間
に
大
き
な
加
筆

(単
行
本
の
三
頁
半
ほ
ど
)
が
あ

る

｡

こ
れ
と
あ
わ
せ
て
読

む
べ
き
で
あ
ろ
う
O
す
な
わ
ち
､
『
月
』
は
､

の

世

界

(
建

物

と

人

)

を
回
想
O

(9)

(
ア
)
昔
の
ま
ま
に
建
物
が
残

っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
絶
句
す
る
｡

(イ
)
か
つ
て
の
日
本
遊
女
町
が
建
物
の
み
残
っ
て
い
る
こ
と
｡

張
さ
ん
と
S
A
芯
話

(
旧

｢き
り
ん
｣
を
確
認
し
た
こ
と
'
気
立
て

の
い
い
娼
婦
の
こ
と
､
抱
え
主
が
荷
物
道
具
で
管
理
し
て
い
た
こ

と
な
ど
O
)

浦
野
は

つ
枝

へ
の
内
心
で
の
呼
び
か
け
D

へ
ウ
)
煙
硝
花
火
の
よ
う
な
音
が
し
て
へ
張
さ
ん
が
あ
れ
は
結
婚
式
で
､

音
は
爆
竹
だ
と
教
え
て
く
れ
る
O

↑

TLトー｡…~=.≡...'‥...I".～.~Ⅰー.-+..=....≡.+"+…=.."."."...≡........-.I
........Ⅰ.H....……….I-.+.+.=….≡..7...=…..T

簡

素

の

会

話

で

過

去

の

世
界
を
回
想
二

↑

の

人

へ

の

と
い
う
の
が

『
月
』

で
､
｢ぼ
く
｣
の
気
持
ち
が
､
現
実
と
過
去

を
往
還
す
る

さ
ま
が
､
自
然
な
流
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ご

)れ
に
対
し
､
『
半
月
』
は
､
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･
現
実
の
建
物

の
確

認

｡

絶

句

CJ

･
現
実
の
結
婚

式

.1

が

並
列
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ぐ

さ

ら

に

言

え
ば
､
『
半
月
』
の

(
2
)
が
は
じ
ま
る
直
前

(す
な
わ
ち

(
-
)

の
お
わ
り
､)

の
表
現
は
､
｢ぼ
く
｣
が
､

世
帯
道
農
が
肝
要
で
あ
る
O
讃

刊
瑚

!･IT.:.I-｣
当

日
｣
.月
刃
7･_I:T
T
;I:7
7司
7
-JT
-‖~
｣
Hu.〓

‥

当

1
...

..[･]扇
川
,--,.1
.T
I-.-･叫
｣
司

?
:-･TT
l.･_
't
･････
.
∵
､

､
喜

.

.

.

T

･
1

-
I

_

･

]

_
･:;=.:泥.I

は
つ
枝
の
顔
が
う
か
ん
で
消
え
た
ぐ
(傍
線
が
加
筆

部

分

)

(

『

月

』

〓
ハ

一
頁
)

-
･･･空
が
ひ
ろ
く
な

っ
て
ゆ
く
露
地
の

一
角
に
眼

を
や
っ
た
｡

と
あ
る
｡
か
っ
て
の
.妓
楼

｢
き

り

ん

｣
を
確
認
し
た
の
ち
'
視
線
を
転
じ
る

と
､
む
こ
う
の
方
で
結
婚

式

が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
｡
｢露
地
の

T
角
｣
は
結

婚
式
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
が
'
『
月
』
で
は
'

･･･-
露
地
の

1;
角
に
眼
を
や
っ
た
の
だ
ぐ

以
上
の
文
章
か
ら
分
か
る
こ
と
は
､
中
国
の
結
婚
式
の
場
面
を
改
訂
し
た

目
的
は
､
｢新
婦
は
片
手
に
ほ
う
ろ
う
び
き
の
洗
面
器
を
ひ
と
つ
抱
え
､
｣
と

い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
O
新
婦
の
洗
面
器
と
は
つ
按

の
世
帯
道
具
は
､
｢結
婚
｣
と
い
う
こ
と
を
介
し
て
繋
が
る
よ
う
な
関
係
に
あ

る
｡
は
つ
枝
の
場
合
は
､
結
婚
の
実
現
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
あ
き
ら
め
･の

下
で
の

(あ
る
意
味
で
は
残
酷
な
O
豊
富
で
あ
る
こ
と
が

山
層
効
果
的
)
世

帯
道
具
で
あ
り
､
中
国
の
新
婚
の
場
合
は
わ
ず
か
な
世
帯
道
具
で
あ

っ
て
も

将
来
の
希
望
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
と
い
う
対
照
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
.で

あ
る
ぐ

(I())

と
末
尾
を
変
え
､
(イ
)
の
加
筆
部
分
に
な
る
｡
視
線

の
先
に
見
え
る
の
は
'

ご
)
の

｢き
り
ん
｣
に
つ
ら
な

っ
て
､
な
ら
ぶ
四
角
な
建
物
｣
で
あ
り
pr
す

な
わ
ち

｢み
な
遊
女
屋
跡
だ

っ
た
｣
と
続
く
の

で

あ

る

｡

加

筆

改
訂
に
よ
る

｢ぼ
く
｣
の
内
心
の
p動
き
が
､
現
実

の
視
線

で
と

ら

え
ら

れ

た

外
界

の
建
物

と
重
な
る
よ
う
な
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
と
言
え

よ

う

｡

G
)
の
改
訂
は
中
国
の
結
婚
式
の
場
面
を
細
か
く
描
写
し
た
G
そ
の
後
の
加

筆
し
た
部
分
を

一
緒
に
考
え
れ
ば
､
意
図
が
わ
か
る
だ
ろ
う
｡

4

微
細
な
改
変
部
分

(･改
変
)

『滴
陽
の
月
』
を

『溜
陽
の
半
月
』
と
比
較
す
る
と
'
か
な
り
大
き
な
加

筆
訂
正
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
同
時
に
､
微
細
な
箇
所
の
改
変
も

目
に
つ
く
｡
こ
の

l
見
微
妙
な
改
変
で
､
と
り
･た
て
て
意
味
を
考
え
る
必
要

が
な
さ
そ
う
に
箇
所
に
も
､
注
目
す
べ
き
も
の
･が
あ
る
よ
う
だ
O
た
と
え
ば
､

『
半
月
』
で
は

｢ぼ

く
｣

の
中

国
再
訪
の
旅
が

二
ハ
泊
七
日
の
予
定
｣
と
あ
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っ
た
の
が
'
『
月
』
で
は

｢五
泊
六
日
の
予
定
｣
と
変
え
ら
れ
て
い
る
ぐ
こ
の

目
数
変
更
と
連
動
す
る
の
だ
ろ
う
が
､
大
連
の
南
山
賓
館
で
の
宿
泊
は
､
『
半

月
』

は

｢
二

泊
｣
な
の
に
､
『
月
』
は

｢
一
泊
｣
で
あ
る
D
数
字
の
違

い
は
'

初

出

の

｢
新

潮
｣
誌
が
誤
植
し
た
た
め
で
な
い
こ
と
は
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
じ

つ
ま
が
あ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
O

(

実
際
の
旅
程
が
ど
う
だ

っ
た
の

か

を

穿
堅
す
る
の
は
､
さ
し
あ
た
り
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
ぐ
)

こ
の
よ
う
な
微
細
な
字
句

の
改

変
な

い
し

削
除
は
､
｢
て
に
を
は
｣
も
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
､

1
文

1
文
の
文
末
表
現
に
も
及
ん
で
い
る
｡
特
に
文

末

の
表
現
の
う
ち
に
時
制
に
関
わ
る
も
の
は
､

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
'
頬

未

な
改
訂
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
､
あ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
る
｡

た
と
え
ば
､

『単

月
』

で
は
p

｢
街
の
様

子

だ

っ
て
変

っ
て
い
る
周
明
瑠
o
L
と
あ
る
の

を
､

『
月
』
で
は
､

｢街
の
様
子
だ
っ
て
変

っ
て
い
る
瑠
勾
引
O
｣
と
変
え
て
い

る
t

｢
半
月
』
で
は

､確
信
的
な
推
測
｣
の
表
現
だ

っ
た
の
を
'
『
月
』
で
は
普
通

の

｢推
測
し
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
･よ
う
な
文
末
の
表
現
は
'
こ
の

小
説
の
主
人
公
で
あ
り
.語
り
手
で
も
あ
る
｣ハ
十
七
歳
の
･
｢ぼ
く
｣
が
'
若
き

日

の
体
験
や
､
つ

い
最
近
の
体
験
と
し
て
の
旅
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
で

捉

え
て
い
る
の
か
'
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
心
情
で
捉
え
て
い
る
の
か
を
意

味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
C

右
の
よ
う
な
関
心
に
基
づ
い
て
'
具
体
例

を
拾

い

上
げ
て
､
お
お
よ
そ
の

傾

向
を
見
る
こ
と
に
し
た
｡
本
来
な
ら
ば
､
『
半
月
』

と

『
月
』
の
テ
ク
ス
ト

間
で
の
改
変

･
削
除
箇
所
だ
け
で
な
く
､
作
品
全
体

の
文
末
表
現
を
あ
わ
せ

て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､
本
稿
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
･作
品
に

表
現
さ
れ
た
傾
向
が
'
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
.か
を
見
定
め
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
'
異
な
る
箇
所
を
検
討
す
る
だ
け
で
も
有
効
だ
と

判
断
し
た
の
で
あ
る
ぐ

具
体
例
を
拾
い
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
'
全
部
で
二
六
九
箇
所
で
あ

っ
た
G

こ
れ
ら
は
'

｢現
在
形
｣
で
止
め
て
い
る
も
の
を
'
｢過
去
形
｣
に
し
て
み
た

り
､
単
な
る

｢過
去
形

｣
が

､
｢思
い
入
れ
｣
を
付
加
す
る
よ
う
な
表
現
に
餐

え

ら

れ
て
い
た
り
な
ど
の
違

い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
(.
し
か
し
'

つ
ね

に

二
正
の
方
向
で
､
す
な
わ
ち

『
半
月
』
か
ら

『
月
』

へ
と

T
律
の
改

訂

が

な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
あ
る
加
筆
傾
向
が

『
半
月
』
1

『
月
』

に

認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
'
逆
に
､
削
除
の
方
向
が

『
半
月
』
1

『
月
』

に
認

め
ら
れ
た
り
も
す
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
こ
ま
ご
ま
と
し
た
状
況
を
通

し
て
で
も
､
あ
る
傾
向
を
兄
い
だ
そ
う
と
い
う
の
が
､
本
項
の
ね
ら
い
で
あ

る
oさ

て
'
抽
出
し
た
例
を
全
体
的
に
見
渡
し
た
上
で
､
結
果
と
し
て
､
五
つ

の
表
現
類
型
を
た
て
て
み
た

｡

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
､
具
体
例
を
二

つ
ず

つ

挙
げ

て
､

私

な
り
の
理
解
を
簡
潔
に
記
す
こ
と
に
し
､
『
半
月
』
と

『
月
』
そ

れ
ぞ
れ
の
表

現
の
分
布
は
あ
と
で

l
賢
の
表
に
す
る
｡

( l l )

e
)

r･･･
･･･
だ

っ
た
｣
｢-
-
の
だ

っ
た
｣
と
す
る
も
の
｡

I.･t､

･･..
･:-_
..
[
.,,･..L
1.
4･[
車
,;.1L_
.

･･･:･'_:_
･
･･.･･.,.･[･･
∵
､
･･･=:･
.

た
｡
｣



水上勉 『溝陽J)半月』 と 『溝陽J)月』(蘇)

｢徐
行
を
命
じ
た
の
だ
っ
た
O
｣
-
-

｢徐
行
を
命
じ
た
o
J

付
加
さ
れ
た
表

現
は
､
過
去
の
出
来
事
を
､
情
感
的
に
回
想
す
る
表
現
と

考
え
ら
れ
る
(

に
表
現
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
∪

gi)

:･‥
も
の
だ
｣
と
す
る
も
の
ぐ

･

.､

.i:.･･･
･i

.･
J･..:_ノ
∴
:･T'-
[I
J.
..

1
､

1.ト
L
L':.
.

て
呑
ん
だ
∵

｢
呑
み
屋
で
､

ま
に
あ
わ
せ
て
い
た
∵
一
-

-

｢
呑
み
屋
で
'
ま
に
あ
わ

せ
て
い
た
蘭
画
璃
o
j

付
加
さ
れ
た
表
現
は
､
過
去

の
反
復
的
習
慣
的

行

為
を
､
懐
旧

の
情

を

交
え

て
表
現

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し

◎

現
在

形
に
す
る
も
の
｡

例
'

｢
と
微
笑
す
る
∵

-
1･-
｢と
微
笑
し
た
0
.i

｢
語
尾
の
･ひ
び
き
に
感
じ
と
れ
た
し
に
--
-

｢語
尾
の
ひ
び
き
に
感
Z･)

と
れ
劇
o
j

過
去
の
出
来
事
を
描
写
す
る
時
に
'
過
去
形

で

一
律
に
表
現
す
る
の
で
は
な

く
､

現
在
形
も
適
宜
交
え
て
表
現
す
る
の
は
､
歴
史
的
現
在
と
言
え
る
だ
ろ

う

ぐ

こ
こ
の
例
は
､
そ
の
例
で
あ
る
o
L
か
し
､
併
せ
て
'
現
在
形
は
､
臨

場

感

を
与
え
よ
う
と
の
意
図
を
考
え
て
も
よ
い
O

次
に
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
'
『
半
月
』
と

『
月

』

の

分

布

表

を

示
す
C

㊥

｢
…
…
と
思
う
｣
｢-
-
と
思

っ
た
｣
と
す
る
も
の
｡

例
､
｢募
集

さ
れ
た
裁

判
o
J
I
I

｢募
集
さ
れ
た
O
｣

r歩
い
て
い
た
罰
だ
∵

･-
-

｢歩
い
て
い
た
罰
だ
t
と
思

っ
た
O
｣

相
加
さ
れ
た
嚢
現
は
､
過
去
の
出
来
事
を
p
事
柄
そ
の
も
の
を
提
示
す
る
だ

け
で
は
完
結
せ
ず
､
そ
れ
に
個
人
的
な
感
情
記
憶
を
交
え
て
表
現
す
る
こ
と

で
安
定
さ
せ
る
働
き
が
考
え
ら
れ
る
｡

C
.

T.････-
し
て
い
た
J,
｢-
-
て
い
た
｣
と
す
る
も
の
C

例
､
｢思

っ
た
り
し
て
い
た
∵
一
-
-

｢思

っ
た
り
し
た
｡
｣

･
;(
′∴
･]
-1
･.
〓
:

∴
.I.守
..:･
J.･J..
､.
･
ト
.I-.
I...fJ
.:

付
加
さ
れ
た
表
現
は
'
㊥
と
関
連
す
る
が
､
過

去

の

行

為

を

経
過
的
進
行
的

㊨ ㊨ 0 ㊤ ①
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さ
て
p
こ
の
豪
を
み
な
が
ら
f

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
特
徴

串
傾
向
を
ま
と

め
る
な
ら
ば
､
ま
ず
､
葛
に
つ
い
て
は
､
特
に
差
異
が
な
い
O
過
去

の
出
来

事
に
関
し
て
､
そ
の
状
況
を
経
過
の
相
で
振
り
返
る
＼]と
に
違
い
は
な
い
o

L
か
し
､
㊥
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
､
『
月
』
の
方
が
r
そ
の
よ
う
な
表
現

を
削
る
傾
向
に
あ
る
と
l亨
見
よ
う
O
ま
た
G
)
は
､
㊥
の
よ
う
な
削
除
方
針
が

顕
著
だ
と
考
え
ら
れ
る
O
こ
の
部
分
は
､
出
来
事

･
行
動
に
つ
い
て
､
｢ぼ
く
｣

の
関
わ
り
を
顕
わ
に
示
す
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
完
半
月
』
は

｢ぼ
く
｣

の
介
在
を
積
極
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
､『
月
』
は
､

こ
と
が
ら
そ
の
も
の
だ
け
を
記
す
こ
と
で
表
現
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡

表
示
で
も

っ
と
も
分
か
り
や
す
く
対
照
的
な
の
は
t
e
)と
㊤
で
あ
る
C
⑦
の

結
果
は
､
『
月
』
の
方
が
'
過
去
を
よ
り
情
感
的
に
回
想
す
る
表
現
に
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
㊤
の
結
果
は
､
『
半
月
』
の
方
が
､
よ
り
臨
場
感
を

狙
っ
た
表
現
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は
､
言
い
換
え
る

な
ら
p
『
半
月
』
の
方
は
よ
り
物
語
的
で
あ
り
､
『
月
』
の
方
は
､
よ
り
内
省

的
ま
た
は
自
己
批
評
的
な
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

げ
る
｡
ま
ず
'
両
作
品
の
構
成

･
展
開
を
比
較
対
照
し
て
み
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
よ
う
O

①
こ
の
旅
の
帰
国
予
定
の
日
が
迫
る
｡

①
王
さ
ん
と
周
さ
ん
の
案
内
で
'
柳
町
と
北
市
場

へ
｡

①
昔
は
行

っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
北
市
場
を
見
た
あ
と

①
柳
町
に
至
り
､
｢き
り
ん
｣
の
建

物
が
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
｡

は
つ
枝
の
部
屋
も
O

②
は
つ
枝
の
思
い
出
｡

①
(中
国
の
質
素
な
)
結
婚
式
に
遭
遇
G

①
昔
の
ま
ま
の
北
市
場
貨
物
駅
を
発
見
｡

①
貨
物
駅
事
務
長
の
凋
家
弟
と
の
会
話
O

②
濁
さ
ん
の
亡
父
の
こ
と
｡
小
蕗
､
豚
'
馬
な
ど
の
こ
と
G

(13)

こ
こ
ま
で
が
'
『
半
月
』
で
あ
る
｡
『
半
月
』

は
､
昔
と
変
わ
ら
ぬ

(と
思

え

る

)
旧

地
を
前
に
仔
立
す
る
所
で
お
わ
る
｡

二

｢
半
月
｣
と
｢
月

｣

こ
こ
ま
で
､
『
藩
陽
の
半
月
』
と
『
潅

腸
の
月
』
の
校
合
結
果
を
踏
ま
え
て
'

初
出
時
の
作
品
の
世
界
と
改
稿
さ
れ

単
行
本
化
さ
れ
た
作
品
の
世
界
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
検
討
し
て
来
た
O
本

論

の

最

後

に
p
雑
誌
初
出
本
文
と
単
行

本

と
で
最
も
大
き
な
凄
い
と
考
え
ら
れ
る
､

第
摘
牽
東
尾
の
問
題
を
取
り
上

③
日
本
に
帰
る
日
ぐ

③
肥
田
､
戸
波
'
松

野
の
見
送
り
が
あ
り
'

③
｢
の
ぞ
み
｣
に
乗
る
｡

②
そ
の
後
'
私
は
故

郷
で
療
養
ぐ

②
会
社
と

の
関

係
も
途
絶
え
る
｡



水上勉 『漕陽の半月』 と 『潅腸の月』(孫)

②
清
陽

の
四
人

の
･消
息
不
明
ぐ

①
四
八
年
前

の
故
地
再

訪
の

感
想
ぐ

①
今
回
最
も
心
に
残

っ
た
の
は
'大
連

か

ら
藩

陽

へ
の

列

車
か
ら
み
た

｢月
㌦

②
四
八
午
前
､
日
本
帰
国
の
｢
の
ぞ
み
｣

の

夜

行

列

車
か
ら
は
､
｢月
｣

見
え
ず
O

①

昔
は
隠
れ
て
い
た
も
の
が
'
今
現

れ

た

の

だ

ぐ

切
.射
れ

て
額
縁
.の
よ
う
に
ま
ば
ゆ
い
空
の
下
に
し
ず
ん
で
い
る
｡
(『
半

月
』
六
七
頁
)

以
上
は

『
月
』
の
p加
筆
部
分
で
あ
る
ぐ
『
月
』
は
､
ふ
た
た
び

｢物
語
｣
を

は
じ
め
て
い
る
ぐ
物
語
上
で
釜
山
行
き
の
二

の
ぞ
み
｣
号
に
乗

っ
た

｢ぼ
く
｣

は
'
い
つ
の
間
に
か
､
(飛
行
機
で
)
帰
国
の
途
に
つ
く
六
十
七

歳
の
｢ぼ
く
｣

に
な

っ
て
い
る
｡
時
空
の
.合

1
か
'
時
空
の
超
越
か
｡

｢ぼ
く
｣
は
､
北
市
場
貨
物
駅
の
事
務
長
､
蒋
さ
ん
に
あ

っ
た
｡
い
ろ
い

ろ
昔
の
こ
と
を
話
す
の
だ
が
､
そ
の
殆
ど
は
､
｢ぼ
く
｣
の
･期
待
す
る
反
応
が

得
ら
れ

な
いLJ
今
年
亡
く
な

っ
た
と
い
う
父
親
が
そ
の
昔
'
苦
力
だ

っ
た
と

い
う
娘

の
馬

さ
ん
に
し
て
そ
う
な
の
で
あ

っ
た
C
四
十
八
年
の
時
の
経
過
が

思
い
知
ら
さ
れ
る
よ
う
な
会
話
が
続
く
い
最
後
に

｢ぼ
く
｣
は
､
番
さ
ん
に

御
礼
を
言

っ
て
､
倉
庫
の
･高
床
に
の
ぼ

っ
て
､
青
い
家
並
み
を
遠
望
し
た
C

見
え
る
｡
柳
町
の
楼
跡
が
見
え
る
O
ぽ
V
は
､
陽
を
さ
え
ぎ
る
も
の
の

な

い
倉
庫

の
.切
妻
屋
根
の
･下
に
仔
立
し
て
'
旧
日
本
人
街
を
眺
め

つ
づ

･･.
[
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こ
れ
が
'
『
半

月
』
の
最
後
S･場
面
で
あ
る
ひ
(傍
線
は
筆
者
)
こ
の
小
説

が
最
後
に
到
達
し
た

世
界
は

'
｢住
み
家
｣
は
不
変
だ
が

､
｢住
む
人
｣
は
無

常
と
い
う
世
界
で
あ
る
｡
｢ぼ
く
｣
は
､
た
だ
た
だ
'
昔
と
変
わ
ら
ぬ
風
景
を

眺
め
続
け
る
だ
け
で
あ
る
｡
小
説
の
･時
間
は
こ
こ
で
お
し
ま
い
｡
そ
れ
以
外

に
は
な
に
も
な
い
情
況
が
写
し
出
さ
れ
て
お
わ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
､
強
い
て
解
釈
を
加
え
る
な
ら
'
『
半
月
』
の
旅
は
､
自
分
の
･心

の

中
に
秘
め
て
い
た

｢暦
｣
を
尋
ね
て
や

っ
て
来
た
の
で
あ

っ
た
が
､
い
く

つ

か
の
旧
地
を
確
認
し
た
の
ち
に
た
ど
り

つ
い
た
北
市
場
貨
物
駅
周
辺
で
'
発

見
し
た
も
の
.は
､
か
わ
ら
ぬ
建
物
だ
け
だ

っ
た
｡
｢暦
｣
と
表
現
さ
れ
る
も
の

を
､
｢昔
の
ぼ
く
の
姿
｣
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
､
昔
そ
こ
に
住

ん
で
い
た
人
'
す
な
わ
ち

｢ぼ
く
｣
は
す
で
に
い
な
く
な

っ
て
い
た
の
･で
あ

る

(あ
た
り
前
の
こ
と
だ
が
)
｡
旧
地
に
立
て
ば
､
昔
の
自
分
が
よ
み
が
え
る

か
と

期
待
し
て
い
た
と
す
れ
ば
'
結
局
叶
え
ら
れ
な
か

っ
た
｡
旅
で
求
め
よ

う
と
し
た
も
の
は
'
結
局
発
見
で
き
な
か

っ
た
､
と
い
う
の
が

『
半
月
』

の

結
び
方
で
あ
ろ
う
｡
『
半
月
』

は
､
｢ぼ
く
｣
を
突
き
放
し
た
形
で
終
わ

っ
て

い

る
と
読
み
た
い
｡

こ
れ
に
対
し

『
月
』
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
加
筆
改
訂
を
施
し
て
小
説
を
終
わ

-.
;
'･･･い
,1.･

3'.I
/
･
･

･
∴
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食
で
あ
る
O
加
筆
の
内
容
は
'
｢ぼ
く
｣
の
過

去
の
仕
事
内
容
及
び
苦

カ

た
ち

(描)
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の
姿
お
よ
び
仕
事
場
に
関
す
る
こ
と
だ
が
､
も

っ
と
も
大
事
な
加
筆
は
'
曹

｢ぼ
く
｣
が
監
督
見
習
と
し
て
い
じ
め
た
可
能
性
の
あ
る
苦
力
の
娘
の
潟
さ

ん
に
む
か

っ
て
､
謝
罪
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
O

そ
れ
が
､
周
さ
ん
の
通
訳
で
､
ど
の
よ
う
に
'
潟
さ
ん
に
つ
た
わ
っ

た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ぐ
顔
を
伏
せ
て
'
ぼ
く
は
頭
を
少
し
さ
げ
て
い

た
気
が
す
る
U

そ
の
､ぼ
く
を
'
涼
し
げ
な
眼
で
見
つ
め
る
璃
さ
ん

に

い

っ
た
も
の
だ
O
謁
月
』

〓
ハ
六
粛
)

後
の
療
養
生
活
と
勤

務
先
の
国
際
運
輸
と
の
つ
な
が
り
を
回
想
し
､
友
人
と

の
連
絡
が
途
絶
え
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
記
し
て
休
止
す
る
O
会
社
や
友
人
に

対
す
る
特
別
な
感
慨
を
表
す
こ
と
ば
は
な
い
｡
｢事
実
｣
を
そ
の
ま
ま
記
し
て

終
わ

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
列
車
が
出
た
時
の
描
写
に

｢ぼ

く
｣

の
思
い
が

込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡

『
半

月
』
の
場
合
は
､
昔
の
こ
と
を
尋
ね
て
は
'

こ
と
ご
と
く
現
在
は
変

わ

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
会
話
な
の
だ
が
'
『
月
』
の

方
は
､
｢ぼ
く
｣
の
中
の
主
情
的
な
風
景
が
く
り
返
し
表
わ
さ
れ
､
過
去
を
振

り
返
る
旅
で
あ
る
と
同

時

に

'
謝
罪
の
旅
で
も
あ

っ
た
の
だ
と
気
付
か
さ
れ

る
ぐ
そ
し
て
『
半
月
【j7の

お

わ

り
の
描
写
が
出
て
く
る
の
だ
が
'
『
月
』
で
は
､

先
の
引
用
の
傍
線
部
分
が
カ

ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
G
｢ぼ

く
｣
は
､
倉
庫

の
高
床
か
ら
旧
貧
民
長
屋
や
柳
町
の
楼
跡
を
眺
め
続
け
る
の

だ

が

､

r
住

み
家
｣
と

｢住
む
人
｣
に
関
わ
る
感
慨
の
表
現
は
削
除
さ
れ
て
し

ま
う
｡
そ
の
･か
わ
り
'
『
月
』
は
'
そ
の
あ
と
に
六
頁
ほ
ど
の
増
補
が
あ
る
a

十
九
歳
の

｢ぼ
く
｣
の
強
制
帰
国
の
日
の
様
子
､
帰
国
後
の
療
養
の
こ
と
'

今
回
の
再
訪
の
旅
の
感
想
で
あ
る
ぐ

ま
ず
､
時
間
を
遡
ら
せ
て
'
帰
国
の
日
が
再
現
さ
れ
る
｡
奉
天
駅
で
の
戸

波

の
励
ま
し
の
こ
と
ば
な
ど
に
送
ら
れ
て

｢ぼ
く
｣
は
釜
山
終
着
の
特
急

｢
の

ぞ

み
｣
に
乗

っ
て
､
帰
国
の
途
に
つ
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
小
説
は
､
帰
国

｢が
ん
ば
れ
よ
お
ッ
｣

と
戸
波
が
さ
け
ん
で
手
を
ふ

っ
て
く
れ
て
い
た
o
ほ
か
の
ふ
た
り
も

何
か
い
っ
て
い
た
が
､
風
に
散

っ
て
よ
く
き
こ
え
な
か
っ
た
｡
列
車
が

出
る
と
'
送
り
人
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
オ

ー
バ

ー
の
襟
に
首
を
う
め
て

片
手
を
ふ
っ
た
｡
あ
の
鼠
い
ろ
の
雲
の
ひ
ろ
が

っ
た
空
の
･下
で

､
屋
根

の
な
い
ホ
ー
ム
が
い
や
に
長
く
野
面
に
の
び
て
い
た
痛
陽

駅

の

別

れ

が
､

灰
い
ろ
の
雪
の
中

で
い
ま
も
な
す
び
い
ろ
に
も
や

っ
て
腺
に
あ
る
｡

(『
月
』

一
七
五
頁
)

(15)

l
月
の
寒
空
の
吹
き
さ
ら
し
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
別
れ
で
あ
る
｡
｢
い
や

に
長
く
野
面
に
の
び
て
｣
い
る
の
は
実
景
で
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
が
'
離
れ
が

た
い
心
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
O
｢別
れ
｣
が

｢な
す
び
色
に
｣
｢も

や
る
｣
の
も
沈
蕃
な
感
情

の

象

徴

的

表
現
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
0

『
月
』
は
最
末

尾
に
短
い
感
想
を
記
し
て
お
わ
る
O

五
十
年
近
く
経

っ
て
し
ま
う
と
'
ほ
と
ん
ど
の
記
憶
は
失
せ
て
､
荘

漢
と
し
て
い
て
自
然
だ
ろ
う
｡
だ
が
､
人
は
そ
の
古
い
暦
の
な
か
に
残
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る

一
つ
二
つ
の
光
景
を
'
鮮
明
に
抱
い
て
死
ぬ
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
こ
の

た
び
の
.大
連
､
浦
幌
再
訪
で
'
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
い
く
ら
か
思
い
お

こ
し
つ
つ
歩
い
た
が
､
あ
の
大
連
か
ら
溝
陽

へ
向

う
夜
行
列
車
を
､
追

い
か
け
る
よ
う
に
へ
窓
に
う
か
ん
で
い
た
月
が
､

台
風
禍
で
疎
林
と
な

っ
た
野
っ
原
の
裸
木
の
･枝
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
の
を
'
あ
れ
か
ら
思

い
だ
し
て
ば
か
り
い
る
c
E
]
十
八
牢
前
へ
ぼ
く
が
乗

っ
た

｢
の
ぞ
み
｣

が

本

渓
湖
あ
た
り
で
夜
を
む
か
え
､
凍

っ
た
雪
原
を
走

っ
て
い
た
夜
空

も
か
す

か
に
う
か
ぶ
の
だ
け
れ
ど
'
あ
の
夜
か
く
れ
て
み
え
な
か
っ
た

月
が
､

四
十
八
年
目
に
の
ぞ
い
た
の
だ

っ
た
｡

り
､
末
尾
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡

(そ
の

こ

｢月
｣
に
関
す
る
描
写
は
'
第
7
章
に
あ
る
｡
第
16
章
末
尾
で
振
り
返
ら

れ
る
こ
と
に
な
る

｢単
月
｣
で
あ
る
o
傍
線
部
は

『
月
』
段
階
の
加
筆
｡

茶
褐
色
の
畑
だ
け
が
の
び
る
地
平
絢
に
鼠
い
ろ
の
林
が
み
え
璃
u
て
､

そ
の
先
の
空
に
単
月
が
う
か
ぶ
の
を
見
た
O
地1
滴
当

欄
剰
鋼

当

職
倒
閣
周
明
肌当
1産
ん
だ
空
な
の
だ
っ
た
O

わ
ず
か
な
い
わ
し
雲
が
波
だ
っ
て
い
る
だ
け
で
､
瑠
璃
瑚
地
平
の
地
明

り
を
う
け
て
白
く
う
か
び
あ
が
各
月
は
い
れ
か
わ
る
林
の
高
低
で
梢
に

こ
の
小
説
全
休
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
承
け
て
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
は
確
か
だ
が
'
ま
ず
'
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
右
の
文
章
に
は
'
｢過

去
｣

に
対
す
る
謝
罪
は
記
さ
れ
て
い
な
い
O
ま
た
､
娼
婦
た
ち
も
含
め
知
人

す

べ
て
音
信
不
通
ど
こ
ろ
か
生
死
不
明
で
あ
る
わ
け
だ
が
'
既
に
こ
の
世
に

は
存

在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
人
々
の
魂
を
鎮
め
よ
う
と
の
思
い
も
表
現
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

四
十
八
午
後
に
旧
地
を
訪
問
は
し
た
も
の
の
'
そ
し
て
昔
の
こ
と
を
思

い

出
し
､
再
現
し
て
み
た
り
､
話
し
た
り
し
て
は
み
た
も
の
の
'
結
局
'
そ
の

昔

の

｢ぼ
く
｣
の

姿

に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
｡
｢思
い

出
し
以

上
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

L
か
し
､
た
だ

一
つ

｢過
去
｣
と

｢現
在
｣
を
貫
く
も
の
と
し
て
､
｢ぼ
く
｣

が

新

た
に
意
識
し
た
の
は
'
｢月
｣
で
あ

っ
た
い

こ
こ
で
､
あ
ら
た
め
て
'
こ
の
作
品
に
お
け
る

｢月
｣
の
意
味
を
振
り
返

か
か
っ
た
り
t
は
な
れ
た
り
･し
て
列
車
を
追

っ
て
く
る
｡
(『
月
』
六
五

貢
'
『
半
月
』
二
九
頁
)

(16)

｢荒
れ
た
平
原
｣
だ

が

｢澄
ん
だ
空
｣
は
'
車
窓
か
ら
な
が
め
た
台
風

一
過

の
実
景
の
よ
う
だ
が
'
｢ぼ
く
｣
の
心
象
と
重
ね

ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
だ
ろ

う
か
｡
四
十
八
午
前
の
荒
涼
と
し
た
日
々

(傷
痕
)
と
現
在
の
澄
ん
だ
心
で

あ
る
｡
加
筆
部
分
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢半
月
と
平
原
｣
｢半
月
と
傷
痕
｣

と
い
う
対
比
の
意
図
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
月
と
列
車

の
関
係
を
､
月
が
見
え
隠
れ
し
な
が
ら

｢追

っ
て
く
る
｣
と
描
写
し
て
い
る

の
は
､
広
い
大
地
な
ら
で
は
の
光
景
で
あ
る
が
'
列
車
に
乗
っ
て
い
る

｢ぼ

く
｣
を
動
態
そ
の
ま
ま
に
月
も
動
き
な
が
ら
見
守

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
｡
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(そ
の
二
)

第

§

車

で
は

｢月
｣
が
加
等
さ
れ
る
｡
傍
線
部
が
加
筆
さ
れ
た
箇
所
で
あ

る
｡

四
十
八
年
前
'
ぼ
く
が
乗

っ
た

｢
の
ぞ
み
｣
が
本
渓

湖
あ
た
り
で
夜

を
む
か
え

､
凍

っ

た

雪
原
を
走

っ
て
い
た
夜
空
も
か
す
か
に
う
か
ぶ
の

だ
け
れ
ど
'
あ
の
夜
か
く
れ
て
み
え
な
か

っ
た
月
が
､
四
十
八
宇
目
に

の
ぞ
い
た
の
だ

っ
た
｡

(『
月
』

一
六
七
頁
)

遼
陽
近
く
で
は
空
も
澄
ん
で
半
月
が
見
え
た
の
に
'
ど
ん
よ
り
重
た

い
鼠
い
ろ
の
空
当

1
し
か
し
p
眼
が
な
れ
て
く
る

と
'
前
方
に
う
す
明
り
が
見
え
て
き
て
'
何
本
か
の
煙
突
が
立

っ
て
い

る
ぐ

-

-

今

浦

幌
は
工
業
都
市
と
い
わ
れ
て
い
る
O
そ
の
心
臓
部
で
あ

る
ぐ

工
場
群
の
は
る
か
向
う
の
空
の
う
す
明
り
は
'
地
平
線

の
映
え
な

の
か
､
耐用
卿
別
か
わ
か
ら
な

い
O
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
月
は
出
て
い
な

.t､1

･:

.
I.･･;

.～;

･･_I:.
一

滴
陽

の
ホ
テ
ル
遼
寧
大
度

の
部
屋
に
落
ち

つ
い
て
､
明
日
の
旧
地
再
訪
を

控
え
て
､
現
在

の
滴
陽
を

一
望
し
て
い
る
｡
工
業
都
市

の
実
景
で
あ
ろ
う
が
､

T
月
｣

へ
の
こ
だ
わ
り
･が
加
筆
と
な

っ
て
い
る
O
見
え
な
い
と
い
い
な
が
ら

も
'
鼠
い
ろ
の
世
界
の
向
う

の
う
す
明
り
を

｢月
明
り
｣
で
は
な
い
か
と
見

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
C
過
去
に
こ
だ
わ
る
現
実

の
自
分
を
､
見
え
な
い

と
こ
ろ
か
ら
照
ら
し
て
く
れ
る
存
在
が
｢月
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

へ
そ
の
三
)

『
濡

陽
の

月
』

の
最
後

の
部
分
に
大
幅
な
増
補
が
あ
る
こ
と
は
既
に
検

討
し
た
が
'
あ
ら
た
め
て

｢月
｣
の
増
補
を
み
る
｡

『
溝
陽
の
月
』
の
最
後
に'
｢あ

の
夜
か
く
れ
て
見
え
な
か

っ
た
月
が
､
四

十
八
年
目
に
の
ぞ
い
た
の
だ

っ
た
b
J
と
あ
る
G
四
十
八
牢

前
の
｢ぼ
く
｣
に

は

'
見
え
な
か
っ

た

が

､
四
十

八
年
後

の
現
在
'
月
が

､
は

っ
き
り
見
え
た

と
い
う
む
む
か
し
は
か
く
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
'
｢ぼ
く
｣
は
見
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
が
'
月
は
今
と
変
わ
ら
ず
照
ら
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
と
い

う

こ
と
で
あ
る
O

言
い
換
え
れ
ば
､
月
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
､
そ
の

後
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
る

｢ぼ
く
｣
の
･
心
の
変
化
に
よ

っ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
『
潅

陽
の
月
』
は
簡
単
に
ま
と
め
る
と
二

つ
の
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
十
九

歳
のp
｢ぼ
く
｣

の
時
間
と
六
十
七
読

の

｢ぼ
く
｣
の
時

間
と
の
二
つ
で
あ
る
｡
最
後
に
二

つ
の
時
間
を
結
ぶ
も

の

が

｢
月
｣
で
は
な

か
ろ
う
か
0

時
間
空
間
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
'
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の

(
｢ぼ
く
｣
)

も
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る

(
し
た
)
も
の
の
､
｢月
｣
は
永
遠
不
変

の
存
在
と

し
て
'
こ
の
小
説

の
最
終
末
に
至

っ
て
認
識
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
､5
)0

(171

な
お
､
書
名
も
注

目
す
べ

き

だ

と

考
え
ら
れ
る
｡
即
ち
､
『
半
月
』
が

『
月
』
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に
変
わ

っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
｢半
月
｣
は
作
中
で
も
出
て
く
る
月
で
あ
る
か
ら

ま
ず

は
問
題
は
な
さ
そ
う
で
'
初
出
の
題
名
が

『
半
月
』
と
あ
る
の
も
自
然

だ
が
､
『
月
』
に
な
る
と
､
作
中

の
｢半
月
｣
は
改
変
さ
れ
ぬ
ま
ま
､
題
名
が

変
わ

っ
て
い
る
(
｢月
｣
が
満
月
を
指
す
と
は
必
ず
し
も
言
え
な

い
が
'

｢
半

月
｣
が
中
途

の
段
階
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
う

考

え
る
な
ら
ば
'
作
家
が

｢新
潮
｣
に
掲
載
し
た
と
き
に
'
未
完
成
の
状
態

と

い
う
意
識
が
あ
っ
て
､『
半
月
』
と
い
う
題
名
に
し
た
の
･で
は
な
か
ろ
う
か
:)

大
幅
な
加
筆
改
稿
を
予
定
し
な
が
ら

『
半
月
』
を
発
表
し
た
の
で
は
な
い
か

と

考
え
る
の
で
あ
る
ぐ
(6
1

お
わ
リ
に

以
上
､
本
稿
に
お
い
て
は
'
『
浦
幌

の
半
月
』
と

『
滴
陽
の
月
』

の
テ
ク

ス
ト

の
､比
較

を
通
し
て
'
作
中
の
語
り
･主
体

｢ぼ
く
｣
の
さ
ま
ざ
ま
な
体
験

お
よ
び
そ
の
回
想
が
'
文
学
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
､
深
ま
っ
て
い
っ
た

の
か
を
検
討
し
た
｡
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た

っ
て
'
｢ぼ
く
｣
と
作
家

･
水
上

勉
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
ぐ

水
上
は
､
晩
牢
に
な

っ
て
､
何
を
考
え
て
生
き
て
い
る
の
か
を
､
か
な
り

直
接
的
に
語
る
作
品
を
出
す
よ
う
に
な

っ
た
｡
水
上
は
'
作
品
を
書
き
な

が

ら
自
問
自
答
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ぐ

水
上

が

｢
わ
が
六
道
の
闇
夜
｣
が
ど
う
い
う
小
説
で
あ
る
の
か
を
解
説
し

た
部
分
が
あ
る
ぐ
｢わ
が

｣ハ
道

の
闇
夜
｣
は
水
上
の
自
伝
小
説
で
'
｢な
る
べ

く
自
制
し
て
い
る
が
'

嘘
と
記
憶

違

い
｣

(

7

了

D

書
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
と
言
う
｡
こ
こ
で
水

上
が

本
当

に

書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
'
｢私
と
い
う
人

間

が

､

ど
う
い
う
育
ち

方

を

し

て
'
今
日
の
よ
う
な
ひ
ね
く
れ
た
心
の
持
ち

主
に
な

っ
た
の
か
｣
{
8
3と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
水
上
の
こ
と

ば
を
ふ
ま
え
て
r
本
稿

で

取
り
上
げ
た
作
品
に
も
ど
る
と
､
『
半
月
』
と

『
月
』

も
水
上
自
身
の
満
州
体
験
お
よ
び
中
国
再
訪
体
験
に
基
づ
い
て
書

か

れ

た
小

説
で
あ
る

い
『
月
』
に
お
け
る
､
加
筆
改
稿
の
部
分
は

『
半
月

』

に

続

い
て
～

方
向
が
変
わ
ら
な
い
が
､
深
く
考
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
O
｢ぼ
く
｣
が
ど
う
い
う
入
間
だ
っ
た
の
か
と
深
刻
に
考
え
問
わ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
た
が

っ
て
'
『
月
』
は
大
連

･
清
陽
の
再
訪
に
基
づ

い
て

書
か
れ
た
小
説
と
い
う
が
'実
際
に
大
連
･清
陽
の
再
訪
に
止
ま
ら
ず
､

｢
ぼ
く
｣
自
分

の
再
考
を
因
棟
と
し
た
か
説
と
T写
見
る
だ
ろ
う
O
相
対
的
に

言

っ
て
過
去
を
述
べ
る
こ
と
に
主
眼
の
･あ
る

『
半
月
』
か
ら
､
｢ぼ
く
.1
が
人

間
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
言
及
し
て
い
る

『
月
』
へ

の

変
化
に
は
､
自
省
性
の
重
視
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
'
そ
れ
で
も
な
お
'
｢ぼ
く
｣
は
す
な
わ
ち
水
上
勉
そ
の
人
な
り

と
い
う
に
は
'
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

｢ぼ
く
｣
に
は
'
中
国
人
に
対
し
て
抱
い
た
親
し
い
感
情
が
あ
る
と
と
も

に

'
異

国

で
出
会

っ
た
優

し

い
娼

婦
に
対
す
る
特
別
な
感
情
'
中
国
人
の
苦

力
に
対
す
る

自
分
の
所
業

へ
の
悔
恨
な
ど
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
､
こ
の
再
訪

の
旅
で
出
会

っ
た
人
々
へ
俄

悔
的
に
回
想
さ
れ
た
り
､
内
心
の
述
懐
と
し
て

表
出
さ
れ
た
り
'
往
時
の

会

話

を
再
現
し
て
物
語
的
に
記
さ
れ
た
り
す
る
C

｢ぼ
く
｣
は

'
等
身
大

の

水

上

勉

で

あ
る
と
'
読
ま
れ
る
こ
と
を
計
算

し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
実
像
と
す
れ
す
れ
の
形
の
虚
像
で
あ
る
か
も
し
れ

(18)
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な
い
の
で
あ
る
C

(

文
字

化
'
文
学
化
さ
れ
た
も
の
は
､
本
質
的
に
虚
像
だ
と

い
う
議
論
は
'
こ
の

.
場

合
無
用
で
あ
る
｡
)
そ
の
よ
う
な
操
作
の
一
端
-

こ
れ

は
'

ほ
こ
ろ
び
の
類
で
は
な
い
だ
ろ
う

-
は
､
本
稿
中
で
も
指
摘
し
た
'
中

国
再
訪

問
の
日
程
記
述
の
･変
更
か
ら
も

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
も
し
､

そ
う
な
ら
､
水
上
文
学
に
と
っ
て
の

｢実
｣
と

｢虚
｣
と
は
何
か
､
水
上
文

学
に
お
け
る

｢虚
｣
と

｢実
｣
に
本
質
的
な
差
違
が
あ
る
の
か
､
と
い
う
こ

と
を
'
あ
ら
た
め
て
大
き
な
課
題
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
む
し

か
L
t
本
稿
に
お
い
て
は
､
そ
こ
ま
で
入
り
･こ
む
こ
と
は
､
出
来
な
か
っ
た
｡

こ
の
p課
題
の
検
討
は

｢大
連

･
奉
天
も
の
｣
諸
作
品
を
､
全
体
と
し
て
検
討

す
る
こ
と
を
通
し
て
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
｡

『
溝
陽
の
月
』
に
対
す
る
現
在
の
評
価
と
し
て
は
'
｢水
上
勉
が
､
青
年

時
の
満
州
の
体
験
を
回
想
し
な
が
ら
'
晩
牢
に
な

っ
て
自
ら
の
心
を
問
う
｣

こ
と
を

装

っ
た
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

小
説
の

｢地
の
文
｣
と
し
て
回
想
､
お
よ
び

へ現
在
)
次
元
の
中
国
人
案
内
者
と

の
会
話
中
で
の
回
想
｡
②
④
は
中
国
人
と
の
会
話
で
の
回
想
で
あ
る
｡
②
⑤
は

｢
地

の
文
｣
の
回
想
で
あ
る
｡

③

(物
語
的
再
現
)
｢ぼ
く
｣
十
九
歳

(昭
和
十
三
年

二

九
三
八
)
の

｢
往
時
｣

を
､
描
写
を
交
え
て
再
現
す
る
回
想
O

(
4
)

｢
一
樹
の
陰
に
宿
り
あ
ひ

1
河
の
流
れ
を
汲
む
云
々
｣
は
'
日
本
中
世
の
文
戟

に
頻
出
す
る
思
想

の

一
つ
｡
聖
徳
太
子
信
仰
に
関
係
す
る

『
説
法
明
眼
論
』
な
ど

に
記
さ
れ
て
い
る
｡

(
5
)
最
終
到
達
点
の
在
り
方
が
､
必
ず
し
も

一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
世
の
無

常
の
さ
ま
を
描
写
し
､
執
筆
主
体
の
内
面
史
を
述
べ
､
最
終
的
に
内
心
を
自
問
す

る
と
い
う
構
成
は

『
方
丈
記
』
を
想
起
さ
せ
る
｡

(
6
)
あ
る
い
は
'
『
半
月
』
の
段
階
で

｢
ぼ
く
｣
が
ど
う
い
う
人
間
か
ま
だ
わ
か
ら

な
く
'
『
月
』
の
段
階
で
わ
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
月
の
意
味
に
つ
い

て
禅
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
O
今
後
の
課
短
と
し
た
い

(
7
)
水
上
勉
'
『
水
上
勉
全
集

･
十
二
巻
』
､
｢わ
が
六
道
の
闇
夜
㌦

中
央
公
論
社
､

1
九
六
七
､
二
九
三
頁
｡

(
8
)
前
掲
書
D

主
指
導
教
員

(錦
仁
教
授
)
､
副
指
導
教
員

(佐
々
木
充
教
授

･
先
田
進
教
授
)

(19)

(
注
)

(
-
)

｢大
連

･
奉
天
も
の
｣
と
は
､
仮
に
名
付
け
た
の
で
あ
る
｡
発
表
誌

･
発
表
辛

月
等
は
省
略
す
る
が
､
｢溝
陽
に
て

(
〓

｣
｢藩
陽
に
て

(
二
)
｣
｢奉
天
北
市
場
｣

｢
小
招
｣
｢寅
色
の
写
真
｣
｢溝
陽
の
空
｣
｢大
連
港
駅
｣
｢大
連
連
阪
町
｣
｢
中
根
の

こ
と
｣
｢
大
連
に
て
｣
｢
旧
満
州
奉
天
駅
-･-娼
婦
の
駅
｣
｢
丹
波
周
山
｣
｢
山
陰
本
線

和
知
駅

-
-
丹
波
の
満
月
｣
｢青
春
放
浪
｣
｢
比
良
の
満
月
｣
な
ど
の
紀
行
文

･
エ

ッ
セ
イ

が
あ
る
O

(
2
)

｢
水
上
勉

『
潅
腸
の
月
』

の
語
る
も
の
｣
(仮
塔
)
と
い
う
論
考
を
予
定
し
て

い
る
｡

(
1
)

｢
水
上
勉

『
溝
陽
の
月
』
の
語
る
も
の
｣
と
い
う
論
文
で
分
け
た
｡

9

(現
在
)
rぼ
く
｣
六
十
七
歳

(昭
和
六
十
年

･
l
九
八
五
)
の

｢
現
在
｣
を
翌

年
の

｢ぼ
く
i
が
回
想
し
て
い
る
.

②

〈述
懐
的
回
想
)
｢ぽ
v
j
十
九
歳
の
こ
と
を
昭
和
六
十

丁
年

二

九
八
六
)
の


