
卒

論

「中

島

の

敦

文

学」

ー
中
国
古
典
に
取
材
し
た
八
つ
の
作
品
か
ら
み
て
｜

序

私
は
、
中
島
敦
の
文
学
の
基
点
、
と
本
質
を
探
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
た
め
の
研

究
対
象
と
し
て
、
次
に
あ
げ
る
理
由
に
よ
っ
て
、
中
国
の
古
典
に
取
材
し
た
作

品
を
選
ん
だ
。

ま
ず
、
ど
っ
ぷ
り
と
己
に
漬
り
き
っ
て
い
る
生
の
ま
ま
の
作
品
を
研
究
の
対

象
と
す
る
よ
り
も
、
素
材
の
あ
る
作
品
を
研
究
の
対
象
と
す
る
方
が
、
敦
文
学

の
特
質
を
よ
り
明
確
に
捕
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
中
島
敦
に
お
け
る
素
材
の
あ
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
ナ
ル

γ
ス
ム
と

き
一
口
い
た
く
な
る
ほ
ど
の
、
自
己
に
対
す
る
強
烈
な
関
心
、
飽
く
こ
と
を
知
ら
な

い
自
己
分
析
癖
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
文
学
に
な
り
得
な
い
と
考
え
た
中
島
は
、

自
我
を
薄
め
て
、
作
品
の
中
に
ば
ら
ま
く
こ
と
を
考
え
た
。
」
そ
れ
が
、
敦
の

〈
素
材
の
あ
る
作
品
〉
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
敦
は
父
祖
伝
来
の
儒
家
に
生
れ
て
お
り
、
「
漢
学
の
知
識
は
、
母
親

国
文
・

2
号

酒

七、

井

ず

子

の
乳
と
一
緒
に
呑
ん
で
育
っ
た
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
素
材
で
あ

る
中
国
古
典
と
は
、
敦
に
と
っ
て
、
学
術
研
究
の
対
象
と
す
る
べ
き
も
の
と
言

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
読
書
を
楽
し
む
べ
き
も
の
と
き
ロ
え
る
こ
と
、
言
い
変
え
れ

ば
、
敦
に
は
中
国
古
典
と
い
う
素
材
を
自
由
自
在
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る

充
分
で
且
つ
確
実
な
能
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
、
敦
は
中
国
古
典
を

完
全
に
消
化
し
て
己
の
も
の
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
中
島
敦
に
お
け
る
〈
中
国
古
典
に
取
材
し
た
作
品
〉
に
は
、
素

材
が
中
国
古
典
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
障
害
は
な
く
、
素
材
を
充
分
に
鑑
賞
し
理

解
し
た
上
で
、
素
材
と
異
な
る
魅
力
を
持
つ
〈
敦
の
文
学
〉
に
な
り
き
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
、
敦
の
〈
中
国
古
典
に
取
材
し
た
作
品
〉
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。以

上
の
二
点
が
、
そ
の
文
学
の
基
点
と
本
質
を
採
る
た
め
の
研
究
対
象
と
し

て
、
中
国
古
典
に
取
材
し
た
作
品
を
、
最
も
都
合
が
良
い
と
考
え
る
理
由
で
あ

る。
中
国
の
古
典
に
取
材
し
た
八
つ
の
作
品
名
、
及
び
脱
稿
年
号
は
、
次
の
と
お
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り
で
あ
る
。

ω
悟

浄

歎

異

昭

和

川

年

l
月
四
日

ω
山

月

記

日

年

4
月

ゆ

牛

入

国

年

（

推

定

）

ω
盈

虚

同

（

推

定

）

⑤

名

人

伝

げ

年

（

春

か

ら

初

夏

）

ω
悟

浄

出

世

行

年

5
月

同

弟

子

日

年

6
月
M
日

仙
川
本
T

陵

げ

年

叩

月

頃

尚、

ωと
刷
の
作
口
聞
を
ふ
た
つ
合
わ
せ
て
、
『
わ
が
西
遊
記
』
と
脳
さ
れ
て

お
り
、
同
様
に
ゆ
と

ωと
を
合
わ
せ
て
、
『
古
俗
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
叉
、

ωは
、
『
古
語
』
と
題
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
の
ひ
と
つ
の
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
素
材
と
な
っ
た
中
国
古
典
の
作
品
名
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。ω・

ω
西
遊
記

ω
人
虎
伝

仙
川
春
秋
左
氏
伝
（
昭
公
4
年）

ω
春
秋
左
氏
伝
（
定
公
同
年
・
京
公
2
年
・
哀
公
）
（
同
年
・
哀
公
団
年

－
哀
公
行
年
）

列
子
（
湯
間
篇
・
黄
帝
篇
・
仲
尼
篇
）

史
記
（
孔
子
世
家
・
仲
尼
弟
子
列
伝
）

春
秋
左
氏
伝
（
定
公
・
ぷ
公
）

論
語
（
子
路
に
関
す
る
記
事
、
日
刊
ケ
所
あ
り
）

史
記
（
太

r公
作
・
4
r
将
市
川
川
伝
附
本
ナ
陵
伝
）

漢
書
（
学
院
似
作
林
氏
伝
・
リ
川
，
川
澄
伝
〉

（の（司

イロ

(8) 

ホ

尚、

ωで
資
料
と
し
て
、
蘇
武
に
与
え
た
李
陵
の
手
紙
、
司
馬
遷
の
任
安
に

あ
て
た
返
書
－
そ
れ
に
文
選
は
あ
る
蘇
武
と
李
陵
の
間
に
交
さ
れ
た
詩
な
ど
が

あ
る
が
、
重
複
す
る
部
分
は
す
べ
て
、
『
漢
書
』
を
資
料
と
し
て
採
っ
た
。

又
、
敦
が
素
材
と
し
て
い
る
歴
史
書
の
中
に
は
、
事
実
そ
の
ま
ま
と
言
う
に

は
疑
わ
れ
て
い
る
点
が
多
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
敦
以
後
の
も

の
と
し
て
の
作
品
に
対
し
て
の
、
敦
以
前
の
も
の
と
し
て
の
資
料
と
し
て
捕
え

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
点
は
全
く
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
符
の
中
国
古
典
の
解
説
書
と
し
て
、
主
に
使
用
し
た
も
の
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

ωω
平
凡
社
版
第
引
・
位
巻
大
田
・
鳥
井
訳

ω
庇
文
社
文
庫
『
李
陵
・
弟
子
・
山
月
記
』
の
参
考
（
『
国
訳
漢
文
大
成

』
に
よ
る
）

ω川
判
明
ロ
平
凡
社
版
第
2
巻
竹
内
照
夫
訳

伺
明
治
書
院
版
第
包
巻
小
林
信
明
訳

間
イ
平
凡
社
版
第
日
巻
野
口
定
夫
訳

開
ハ
筑
摩
書
房
版
第
4
巻
土
口
川
幸
次
郎
訳

川
間
ニ
平
凡
社
版
第
叩
・
ロ
巻
野
口
定
夫
他
訳

仙
川
ホ
平
凡
社
版
第
日
巻
本
田
済
編
訳

尚
、
平
凡
社
版
と
は
、
平
凡
社
出
版
『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
を
さ
し
、
明

治
書
院
版
と
は
、
明
治
書
院
出
版
『
新
釈
漢
文
大
系
』
を
さ
し
、
筑
摩
書
一
房
版

と
は
、
筑
摩
書
一
一
出
版
『
世
界
古
典
文
学
全
集
』
を
さ
す
。

文
、
同
じ
中
国
古
典
を
解
釈
し
た
他
本
を
み
て
、
参
考
・
抜
粋
部
分
に
異
説

の
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
資
料
を
使
用
し
た
。



本

三品

百聞

中

島

敦

の

文

学

の

魅

力

そ

の

基

点

と

本

質

（
概
略
）

敦
の
中
国
古
典
に
取
材
し
た
〈
作
品
〉
と
、
そ
の
中
国
古
典
と
い
う
〈
素

材
〉
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
作
品
が
そ
の
素
材
に
非
常
に
長
く
沿
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
作
品
の
人
物
設
定
は
、
あ
く
ま
で
も
、
素
材
か
ら
想
像
で
き
る

範
囲
内
の
無
理
の
な
い
変
化
を
持
た
せ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
し
、
そ
の
骨
組

み
設
定
に
つ
い
て
も
叉
し
か
り
で
あ
る
。
更
に
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、
素
材
の

登
場
人
物
を
内
面
的
に
拡
大
し
、
象
徴
化
し
、
単
一
化
し
た
も
の
が
敦
の
作
品

の
登
場
人
物
で
あ
り
、
素
材
の
一
部
を
拡
大
し
、
素
材
を
構
成
す
る
各
ポ
イ
ン

ト
の
比
重
を
変
え
た
も
の
が
敦
の
作
品
の
骨
組
み
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
が
で
き

る
。
号
一
口
い
変
え
る
な
ら
ば
、
作
品
に
み
る
変
化
の
鍵
は
、
必
ず
そ
の
素
材
の
ど

こ
か
に
潜
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
素
材
に
よ
り
か
か
っ
て
い
な
が
ら
、
尚
、
素
材
で
あ
る

中
国
古
典
の
束
縛
を
の
が
れ
て
、
敦
自
身
の
文
学
に
な
り
き
っ
て
い
る
の
は
、

何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
中
国
古
典
に
取
材
し
た
作
品
の
数
年
前
に
脱
稿
さ
れ
、
素
材
の
あ
る

作
品
を
舞
台
と
す
れ
ば
、
楽
屋
に
あ
た
る
と
言
わ
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る

円
狼
疾
記
』
に
、
「
女
や
酒
に
身
を
持
ち
崩
す
男
、
か
あ
る
や
う
に
、
形
而
上
学

的
貧
慾
の
た
め
に
身
を
亡
ぼ
す
男
も
あ
ら
う
で
は
な
い
か
。
女
に
迷
っ
て
一
生

を
捧
に
ふ
る
男
と
比
べ
て
、
数
の
上
で
は
比
較
に
は
な
る
ま
い
が
、
認
識
論
の

入
口
で
咽
聞
い
て
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
了
ふ
男
も
、
確
か
に
有
る
の
だ
。
前

者
は
欣
ん
で
文
学
の
素
材
と
さ
れ
る
の
に
、
何
故
後
者
は
文
学
に
取
り
上
げ
ら

れ
な
い
の
か
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
島
敦
文
学
の
出
発
点

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
作
品
と
そ
の
素
材
と
を
比
べ
て
み
る

と
、
そ
の
根
本
的
相
違
で
あ
る
ど
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
敦
が
〈
心
〉
を
中
心

課
題
と
し
て
作
品
を
設
定
・
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
事
件
を

形
而
上
的
な
も
の
か
ら
解
釈
し
て
描
く
こ
と
が
敦
の
創
作
の
基
本
形
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
敦
は
、
こ
の
認
識
論
の
入
口
で
蹟
い
て
動
き
の
取
れ
な

く
な
っ
て
了
っ
た
男
の
「
お
の
れ
は
？
」
と
い
う
問
掛
け
を
、
己
の
文
学
の
主

題
と
し
て
、
作
品
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
敦
の
場

合
、
ま
ず
素
材
が
あ
っ
て
そ
れ
を
彼
の
感
覚
で
な
ぞ
り
、
再
構
成
し
た
も
の
と

言
う
よ
り
、
ま
ず
彼
の
自
我
が
あ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
適
切
な
素
材
を

選
ん
だ
も
の
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
音
山
士
山
的
に
八
歴
史
そ
の
ま

ま
〉
を
め
ざ
し
た
と
考
え
る
よ
り
、
素
材
そ
の
も
の
に
、
外
面
か
ら
み
た
己
の

姿
を
、
聞
の
答
を
見
い
出
し
た
ゆ
え
に
、
極
端
に
変
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
と

考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
が
そ
の
素
材
と

良
く
似
て
い
る
こ
と
の
、
叉
、
敦
自
身
の
文
学
に
な
り
得
て
い
る
こ
と
の
理
由

で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
素
材
へ
の
そ
の
酷
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敦
自

身
の
文
学
に
成
り
き
っ
て
い
る
の
は
更
に
、
敦
の
向
我
追
求
つ
ま
り
は
こ
の
主

題
追
求
の
強
烈
さ
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
強
烈
さ
は
、

彼
の
自
我
が
作
品
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
品
が
彼
の
自
我
の

下
地
に
な
っ
て
い
る
と
表
現
で
き
る
。
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（
追
求
の
形
｜
概
略
）

敦
は
、
三
つ
の
立
場
、
ひ
と
つ
は
、
脱
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
存



在
と
し
て
の
立
場
、
ひ
と
つ
は
、
脱
け
出
す
必
要
の
な
い
存
在
と
し
て
の
立
場

も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
以
前
の
存
在
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
主
題
を
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
つ
の
主
題
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
こ
れ
ら
中
国
古
典
に
取

材
し
た
作
品
の
主
な
登
場
人
物
の
タ
イ
プ
は
、
相
関
関
係
を
も
っ
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
タ
イ
プ
の
構
成
を
概
略
的
に
分
け
表
に
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

γケ
ィ

プ

一

非

行

動

者

一

非

E
F圧
喧
石
崎
直

面
悟
浄
歎
墨
悟
浄
一
倍
空
二
二

一
ω山
月

記

一

李

徴

↑

↑

一

樹

牛

人

一

一

一

一ω盈
車

一

一

一
ω名
人

伝

一

一

一

紀

一
紛
悟
浄
出
世
一
悟
浄
一

子

一

一

子

路

一

孔

匿
李
陵
・
可
一
4
遷
・
蘇
4
A

一

⑦ 
弟

③ 
李

子昌 蔵 l人

j~ l*I懐
｜楽

一一一一一一一 手J_!_1疑
武 疾患 ｜強

（
作
品
は
、
脱
稿
年
号
の
日
「
い
順
で
あ
る
。
）

さ
て
、
こ
の
六
つ
の
人
物
タ
イ
ゾ
合
、
一
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
、

A
グ
ル
ー
プ
印
旬
知
お

B
グ
ル
ー
プ
行
動
向
・
七
人
・
一
川
端
本
者

者
一
弱
者
一

者
帝 4二

荘叔

公孫

C
グ
ル
ー
プ
強
者
・
弱
者

に
分
け
て
、
主
題
を
と
ら
え
る
一
一
一
つ
の
立
場
と
比
べ
る
と
、

A
グ
ル
ー
プ
に
属

す
る
人
物
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
作
品
で
は
、
脱
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
存
在
と
し
て
の
立
場
か
ら
、

B
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
物
が
主
人
公
と

な
っ
て
い
る
作
品
で
は
、
脱
け
出
す
必
要
を
感
じ
な
い
存
在
と
し
て
の
立
場
か

ら、

C
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
物
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
作
品
で
は
、
ふ
た

つ
の
立
場
以
前
の
存
在
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
各
々
主
題
を
捕
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
思
索
者
を
、
自
己
嫌
悪
・
自
己
存
在
へ
の
懐
疑
を
持

む
、
そ
の
思
索
者
た
る
〈
思
索
す
る
こ
と
〉
を
う
と
ま
し
く
思
い
、
な
ん
ら
か

の
形
の
脱
皮
を
願
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
い
く
つ
か
の
自
伝
的
小
説
か
ら
み
て
、
即
位
術
者
タ
イ
プ
の
人
物
は
、
敦
の

内
面
を
も
っ
と
も
良
く
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
敦
自

身
が
〈
自
分
で
は
な
い
な
に
も
の
か
〉
へ
の
脱
皮
・
変
身
を
願
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、

B
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
物
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
非
行
動
者
で
あ

る
恩
来
者
と
立
場
を
逆
に
す
る
の
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
敦
の
理
想
像
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
敦
は
、
結
局
、
こ
の
タ
イ
プ
の
人
物
に
理
想
を
見
い
出
し
て

は
い
な
い
。
敦
は
、
こ
の
存
在
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
「
お

の
れ
は
？
」
と
い
う
問
掛
け
に
対
す
る
回
答
を
得
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ

が
、
敦
は
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
脱
皮
を
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
思
索
す
る

こ
と
〉
を
捕
え
な
お
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

又
、
敦
は
、
彼
、
が
執
着
し
た
「
お
の
れ
は
？
」
と
い
う
川
な
ど
全
く
問
題
に
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な
ら
な
い
存
在
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
不
確
か
な
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
漠
と
し
た
も
の
に
対
す
る
確
固
と
し
た
も
の
、
小
さ
な
も
の
に
対
す
る
大
き

な
も
の
、
弱
い
も
の
に
対
す
る
強
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
き
者
と
は
、
外
界
の
悪
意
の
象
徴
、
弱
き
者
と
は
、

自
我
の
象
徴
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
第
三
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
作
品
と
し
て
は
、
『
牛
人
』
・

『
盈
虚
』
の
ふ
た
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
に
は
共
通
し
て
い
る
点

が
大
き
く
、
特
殊
で
あ
る
と
考
え
ら

t
る
の
で
、
特
に
こ
こ
で
述
べ
て
お
こ

う
。
こ
の
ふ
た
つ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
強
い
存
在
を
子
と
し
て
、
叉
、
弱

い
存
在
を
失
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
、
父
が
子
に
殺
さ
れ
る
と
い

う
筋
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
牛
人
』
の
場
合
、
素
材
そ
の
も
の
が

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
も
言
え
る
が
、
『
盈
虚
』
の
場
合
、
素
材
で

は
、
疾
は
そ
の
父
、
荘
公
よ
り
早
く
死
ん
で
い
る
か
ら
、
ヱ
ず
が
父
を
殺
し
た
と

い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
確
か
に
敦
の
創
作
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
も
、
素
材
の
一
部
を
拡
大
し
、
象
徴
化
ピ
単
一
化
し
た
結
果

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
故
意
で
は
な
か
っ
た
か

も
知
れ
な
い
し
、
こ
の
立
場
か
ら
書
い
た
作
品
の
数
が
少
な
い
の
で
な
ん
と
も

断
定
は
で
き
な
い
が
、
習
作
時
代
民
も
似
た
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
た
伊
品
が
あ

り
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
設
定
で
あ
る
と
言
え
る
。
敦
が
こ
の
父
が
子
に
殺
さ
れ

る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
引
か
れ
た
の
は
、
武
田
泰
淳
氏
、
が
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
つ

い
て
、
「
人
間
が
あ
れ
ほ
ど
大
切
に
守
っ
て
い
る
も
の
、
そ
の
中
に
身
を
置
い

て
安
心
し
、
そ
こ
に
と
じ
こ
も
っ
て
世
間
を
眺
め
ら
れ
る
保
塁
の
よ
う
な
倫
理

道
徳
を
、
そ
の
石
垣
の
一
つ
一
つ
、
そ
の
煉
瓦
の
一
片
づ
つ
を
蝕
み
、
ゆ
る
ま

投
粋
註
3

せ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
と
剥
落
せ
し
む
る
事
実
で
あ
る
。
」
と
説
明
・
解
釈
し
て
い
る

よ
う
に
、
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
敦
に
と
っ
て
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
存
在
は
、
自

分
の
立
つ
地
面
が
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
更
に
、
う
が
っ
た
見
方
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
敦
が
引
か
れ
た
の
は
、
産

み
出
し
た
も
の
が
、
産
み
出
さ
れ
た
も
の
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
意
識
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
指
一
本
欲
し
い
が
た
め
に
そ
の
指
を
支
え
る
他
の
一
切
を
な
く
し
て

し
ま
う
と
い
う
、
「
生
活
体
と
し
て
の
中
島
の
全
存
在
」
と
敦
の
自
我
の
関
係

を
直
感
的
に
感
じ
と
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
主
題
を
捕
え
よ
う
と
す
る
三
つ
の
立
場
の
概
略
で
あ
る
が
、
同
じ

立
場
に
立
つ
作
品
の
中
で
も
、
脱
稿
の
年
が
若
く
な
る
作
品
程
、
作
中
人
物
の

性
格
タ
イ
プ
は
、
単
純
化
さ
れ
て
お
り
、
後
期
の
作
品
に
な
る
ほ
ど
複
雑
化
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
主
題
追
求
の
形
も
叉
、
作
品
毎
に
微
妙
に
変

化
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
中
島
敦
文
学
の
本
質
を
捕
え
る
た
め
に
、

作
品
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
分
析
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
ひ
と
つ
の
主
題
を
求
め
る

敦
の
意
識
の
流
れ
と
し
て
捕
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

η，＆ 

四

〈
ま
と
め
）

以
上
作
品
毎
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
敦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
、

敦
文
学
の
主
題
で
あ
る
「
お
の
れ
は
？
」
と
い
う
聞
の
答
を
つ
か
ま
ん
と
し
て

い
る
。
そ
の
敦
の
意
識
の
変
遷
を
見
て
み
る
と
、
絶
望
と
希
望
の
聞
を
ふ
り
こ

の
よ
う
に
繰
り
返
し
揺
れ
な
が
ら
、
そ
の
度
毎
に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
な
に
か

を
つ
か
み
な
が
ら
高
み
へ
登
っ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
あ

た
か
も
螺
旋
階
段
を
登
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
様
、
ざ
ま
な
形
を
取
り
な
が
ら
ひ
と

つ
の
主
題
を
求
め
て
お
り
、
作
品
は
、
ひ
と
つ
の
終
点
を
持
ち
、
と
同
時
に
、

必
ず
そ
の
次
の
作
品
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
言
い
変
え
れ
ば
、

常
に
「
お
の
れ
は
？
」
の
追
求
を
重
ね
た
敦
の
足
跡
が
彼
の
作
品
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
で
あ
る
と
き
ロ
え
る
の
で
あ
る
。



さ
て
、
敦
文
学
の
主
題
希
求
に
関
す
る
特
色
と
し
て
、
『
牛
人
』
・
『
盈

虚
』
を
中
心
に
、
ど
の
作
品
で
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
常
に
ぎ
り
ぎ
り
の
隣

り
合
わ
せ
に
居
な
が
ら
、
敦
は
、
決
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
名
人
伝
』
に
み
る
よ
う
に
、
敦
の
文
学
は
、
常
に
、
人
間

で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
帰
着
し
て
い
る
と
言

え
る
。
要
す
る
に
、
敦
の
文
学
は
、
「
お
の
れ
は
？
」
の
世
界
に
住
ん
で
い
る

こ
と
を
そ
の
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
島
敦
の
文
学
の
魅
力
の
本
質
は
、
そ
の
〈
弱
い
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
を
決

し
て
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
主
題
希
求
の
強
烈
さ
に
あ
る
と
言
っ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

中
国
古
典
に
取
材
し
た
作
品
の
特
色
と
し
て
、
一
種
の
透
明
感
が
あ
る
こ

と
、
立
体
感
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
か
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
抗
姥
的

な
も
の
と
し
て
は
、
弛
緩
と
緊
張
の
折
り
成
す
リ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
、
張
り
つ

め
た
絃
の
ご
と
く
緊
張
を
特
色
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
や
、
ひ
と
つ
の
作
日
間

で
は
ひ
と
つ
の
事
し
か
書
い
て
い
な
い
こ
と
や
、
ひ
と
つ
の
も
の
を
表
現
す
る

の
に
、
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
言
葉
を
並
べ
て
使
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
が
、
終
局
的
に
は
、
そ
の
主
題
と
、
敦
の
主
題
追
求
の
姿
勢
に
原
因
が
あ

る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
主
題
で
あ
る
「
お
の
れ
は
？
」
と
い
う
聞
は
、
人

聞
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
誰
も
が
そ
の
若
き
日
々
に
自
分
に
向
か
っ
て
真
険
に

問
掛
け
、
未
解
決
の
ま
ま
い
つ
し
か
心
の
奥
に
し
ま
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
稚

い
け
れ
ど
と
い
う
よ
り
稚
い
が
ゆ
え
に
、
最
も
根
源
的
な
〈
永
遠
の
主
題
〉
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
主
題
と
し
て
持
つ
が
ゆ
え
に
、
追
い
求
め
る
気
持
の

真
険
さ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
作
川
は
、
中
国
古
典
と
い
う
異
国
の
、
過
去
の
、
そ

れ
も
特
殊
な
事
件
や
怪
談
・
氏
川
談
を
そ
の
素
材
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
時
間
・
空
聞
を
超
え
た
降
、
刈
的
な
側
怖
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
一
一
日

え
る
の
で
あ
る
。給

「
主
人
公
は
、
私
で
あ
る
。
」
と
い
う
創
作
態
度
己
の
中
の
混
沌
（
矛
盾
）
を

な
ん
と
か
し
て
統
一
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
試
み
、
意
識
の
底
辺
に
絶
え
ず
流

れ
て
い
る
天
意
的
悪
意
へ
の
お
の
の
き
、
以
上
は
皆
、
敦
文
学
の
特
色
で
あ
る

が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
近
代
文
学
の
特
色
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
島
敦
の
文
学
は
、
近
代
文
学
の
原
点
に
立
つ
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
島
敦
文
学
の
す
べ
て
は
、
近
代
人
の
書
い

た
近
代
文
学
で
あ
る
こ
と
に
環
元
で
き
る
と
言
え
る
。

中
島
敦
は
、
生
涯
、
師
を
持
た
ず
、
仲
間
と
組
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
〈
孤

独
の
作
家
〉
で
あ
っ
た
。
叉
、
最
も
旺
盛
な
創
作
活
動
を
し
た
死
ぬ
ま
で
の
二

年
間
（
昭
和
問
・
行
年
）
、
戦
争
は
、
や
っ
と
そ
の
冷
酷
な
姿
を
見
せ
始
め
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
彼
は
、
そ
れ
に
一
瞥
す
ら
与
え
て
い
な
い
。
敦

は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
己
の
内
部
を
み
つ
め
、
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
良
く

も
思
し
く
も
、
中
島
敦
の
文
学
の
特
色
・
価
値
は
、
そ
こ
に
存
す
る
と
言
っ
て

良
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
文
学
の
原
点
は
ま
さ
に
こ
の
己
を
み
つ
め

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
作
品
が
文
壇
に
新
風

を
吹
き
込
む
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
始
め
た
同
じ
年
の
ロ
月
に
は
早
く
も
こ
の

世
を
去
っ
て
し
ま
っ
と
い
う
敦
の
不
遇
は
、
そ
の
文
学
の
特
色
を
形
成
し
た
も

の
の
ひ
と
つ
と
は
い
え
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
る
と
、
や
は
り
惜
し
ん
で
も
惜

し
み
き
れ
な
い
気
が
す
る
。
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