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﹂
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﹃
文
学
﹄
一
月
号
所
載
︑
片
岡
良
一
氏
の
﹁﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
意

義
﹂
と
題
す
る
論
考
を
き
わ
め
て
興
味
深
く
読
ん
だ
が
︑
そ
れ
が

機
縁
と
な
っ
て
︑
僕
は
久
し
ぶ
り
で
︑
こ
の
小
説
を
読
み
直
し
て

み
た
︒

漱
石
の
中
心
思
想
の
定
型
を
﹁
彼
岸
過
迄
﹂
に
求
め
る
見
方
は
︑

僕
に
も
異
論
が
な
い
︒
片
岡
氏
の
謂
う
ご
と
く
︑﹁
彼
岸
過
迄
﹂

は
︑
作
者
の
そ
の
以
前
の
思
想
を
濾
し
て
纏
め
︑
そ
の
後
の
思
想

こ

を
予
告
し
︑
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
予
告
で
も
準
備
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で
も
あ
り
な
が
ら
︑
既
定
的
な
も
の
を
だ
い
た
い
包
含
し
て
い
る

点
に
お
い
て
は
︑
片
岡
氏
の
﹁﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
意
義
﹂
な
る
一

文
は
ま
こ
と
に
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

僕
は
今
こ
こ
で
︑
こ
の
小
説
の
意
義
を
考
え
︑
主
人
公
須
永
市

蔵
の
性
格
・
心
理
を
詳
説
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
二
十

何
年
か
前
︑
帝
大
法
科
の
学
生
で
あ
っ
た
僕
を
深
く
動
か
し
た
︑

当
年
の
思
出
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
少
々
書
き
つ
ら
ね
て
見
よ

う
と
思
う
︒

﹁
彼
岸
過
迄
﹂
が
初
め
て
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
明
治
四
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十
五
年
の
一
月
か
ら
で
あ
っ
た
︒
僕
は
毎
朝
こ
の
小
説
を
読
む
の

が
無
上
の
楽
し
み
だ
っ
た
︒﹁
風
呂
の
後
﹂︑﹁
停
留
所
﹂︑﹁
報
告
﹂︑

﹁
雨
の
降
る
日
﹂
と
だ
ん
だ
ん
読
ん
で
い
っ
て
︑
つ
い
に
﹁
須
永

の
話
﹂
に
至
っ
て
︑
僕
は
異
常
な
共
感
と
親
し
み
を
も
っ
て
︑
青

年
須
永
市
蔵
を
愛
し
始
め
た
の
で
あ
っ
た
︒
須
永
は
︑
そ
れ
ま
で

僕
が
実
人
生
に
お
い
て
知
っ
て
い
た
い
か
な
る
秀
才
よ
り
も
聡
明

で
奥
床
し
い
人
物
で
あ
っ
た
︒
も
し
か
か
る
青
年
が
実
際
に
僕
の

近
く
に
現
わ
れ
た
ら
︑
僕
は
彼
を
生
涯
の
友
と
し
て
交
ら
ぬ
交
り

か
わ

を
結
び
得
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
久
し
ぶ
り
で
﹁
彼

岸
過
迄
﹂
を
読
ん
で
僕
は
永
く
隔
て
ら
れ
て
い
た
旧
友
に
め
ぐ
り
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会
っ
た
よ
う
に
想
い
︑
当
年
の
彼
へ
の
思
慕
を
新
た
に
し
た
の
で

あ
る
︒

須
永
の
女
性
・
恋
愛
に
対
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
な
諦
観
が
僕
に
は

な
に
よ
り
も
頼
も
し
く
思
え
た
︒
す
で
に
少
年
期
か
ら
女
性
に
対

す
る
尊
敬
の
念
な
ど
は
微
塵
も
な
く
︑
恋
愛
は
美
男
美
女
の
特
権

と
し
て
ま
っ
た
く
他
界
の
消
息
だ
と
思
っ
て
い
た
僕
が
須
永
が
完

全
に
嫉
妬
を
克
服
し
て
千
代
子
を
綺
麗
に
諦
め
る
過
程
を
き
わ
め

て
当
然
だ
と
思
っ
た
︒
彼
の
ご
と
く
﹁
我
﹂
を
凝
視
す
る
男
に
は
︑

恋
愛
は
誘
惑
で
あ
っ
て
も
︑
魅
了
と
は
成
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
も

思
っ
た
の
で
あ
る
︒
明
治
末
期
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
消
極
的
個
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人
主
義
は
須
永
の
裡
に
そ
の
代
表
的
存
在
を
牢
乎
と
し
て
基
き
あ

ろ
う
こ

げ
て
い
る
︒
須
永
が
法
科
の
卒
業
受
験
生
で
あ
り
な
が
ら
︑
す
で

に
夙
く
︑
社
会
生
活
の
夢
や
青
雲
の
志
や
富
へ
の
憧
憬
を
ま
っ

は
や

し
よ
う
け
い

た
く
放
下
し
て
︑
狭
い
な
が
ら
︑
自
我
の
奥
に
人
生
探
究
の
耿
々

こ
う
こ
う

た
る
瞳
を
据
え
た
と
こ
ろ
は
︑
当
年
の
法
科
の
秀
才
よ
り
も
む

ひ
と
み

し
ろ
文
科
の
人
材
に
往
々
見
受
け
た
貴
い
型
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

と
う
と

は
今
の
法
・
文
学
部
の
学
生
気
質
と
比
較
し
て
著
し
い
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
呈
し
て
い
る
︒
も
と
よ
り
僕
は
今
の
学
生
が
生
活
の
落
伍

ら
く
ご

者
た
ら
ざ
ら
ん
と
す
る
就
職
焦
慮
を
軽
侮
す
る
意
志
は
毛
頭
な
い

し
やの

み
か
︑
現
代
の
社
会
苦
が
幾
万
の
学
生
を
卒
業
の
門
前
に
脅
か
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し
て
い
る
の
を
眺
め
て
心
か
ら
同
情
を
禁
じ
な
い
の
だ
が
︑
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
ま
り
に
実
際
的
に
な
っ
た
今
の
学
生
に
二

昔
前
の
個
人
主
義
思
想
と
数
年
前
ま
で
の
批
判
反
抗
の
熱
意
の
衰

え
た
の
を
遺
憾
に
思
う
の
で
あ
る
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
社
会
的

イ
デ
オ
ロ
オ
グ
の
群
が
個
人
主
義
を
弊
履
の
ご
と
く
捨
て
た

︱

捨
て
得
る
と
思
っ
た

︱
と
こ
ろ
に
も
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
︒
イ
ン
テ
リ
層
の
現
代
批
判
が
総
般
的
に
抑
圧
さ
れ

た
ま
ま
︑
ほ
と
ん
ど
無
風
状
態
に
陥
い
っ
た
の
は
︑
決
し
て
弾
圧

の
奏
功
で
は
な
く
し
て
︑
イ
ン
テ
リ
の
苦
悩
に
イ
ン
テ
リ
み
ず
か

ら
鎮
静
剤
を
盛
っ
た
と
し
か
思
え
ぬ
の
で
あ
る
︒
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個
人
主
義
も
自
由
主
義
も
︑
幾
多
の
欠
点
を
含
む
と
は
い
え
︑

要
す
る
に
人
間
が
人
間
ら
し
く
な
り
た
い
自
然
の
衝
動
か
ら
確
乎

た
る
イ
デ
オ
ロ
ジ
イ
を
樹
立
す
る
ま
で
︑
幾
世
紀
を
重
ね
て
積
み

あ
げ
た
精
神
的
肉
体
的
の
成
果
な
の
で
あ
る
︒
わ
が
邦
の
マ
ル
キ

シ
ス
ト
や
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
中
に
︑
一
人
と
し
て
自
己
の
名
を

ひ
と
り

署
さ
ず
に
所
論
を
公
に
し
た
者
が
な
か
っ
た
こ
と
︑
自
己
の
名
を

し
る抹

殺
す
る
の
が
公
論
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
ま
で
自
覚
し
た
者

が
皆
無
で
あ
っ
た
事
実
に
徴
し
て
も
︑
個
人
主
義
や
自
由
主
義
が

い
か
に
深
く
近
代
人
の
深
所
に
徹
し
て
い
た
か
を
知
る
べ
き
で
あ

る
︒
現
代
の
青
年
は
︑
も
う
一
度
個
人
主
義
や
自
由
主
義
や
孤
独
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や
懐
疑
を
し
み
じ
み
顧
み
て
見
て
も
決
し
て
徒
労
に
は
終
る
ま

い
︒片

岡
氏
の
文
中
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
︒

﹁﹃
須
永
の
話
﹄
の
後
に
﹃
松
本
の
話
﹄
を
つ
け
加
え
た
作
者
は

そ
う
し
た
孤
独
と
懐
疑
と
の
虜
と
な
っ
た
須
永
を
︑
さ
ら
に
そ

と
り
こ

の
母
か
ら
も
引
離
し
て

︱
彼
が
彼
女
の
子
で
は
な
く
︑
今
は
生

死
も
知
れ
な
い
女
の
い
わ
ば
不
義
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に

し
て
︑
彼
を
ま
す
ま
す
孤
独
の
底
に
突
落
し
た
後
︑
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
﹃
考
え
ず
に
観
る
﹄
と
い
う
境
地
に
浮
み
上
ら
せ
る
こ
と
に

み

よ
っ
て
︑
そ
こ
に
静
か
に
調
和
さ
れ
た
世
界
の
あ
る
こ
と
を
明
示
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し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
﹂
か
く
て
︑
片
岡
氏
は
︑
さ
ら
に
漱
石
の

そ
う
い
う
見
方
は
孤
独
地
獄
や
厭
世
哲
学
の
正
し
い
解
決
で
も
な

く
︑
む
し
ろ
解
決
の
放
棄
乃
至
問
題
の
放
棄
で
あ
り
︑
主
観
的
な

な
い
し

飛
翔
︑
感
覚
世
界
へ
の
逃
避
で
あ
る
︒
漱
石
が
須
永
一
人
の
主
観

的
な
救
い
で
満
足
し
て
い
る
の
は
︑﹁
個
人
主
義
と
い
う
も
の
を

正
し
く
周
到
に
は
理
解
せ
ず
︑
こ
れ
を
単
な
る
為
我
主
義
と
し
て

の
み
受
取
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑知
ら
れ
る
と
同
時
に
︑

そ
の
思
想
的
立
場
を
最
後
ま
で
放
棄
で
き
な
か
っ
た
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
︑
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
れ
が
で
き
た
ら
︑

漱
石
は
も
っ
と
俗
化
す
る
か
︵
俗
化
と
い
う
よ
り
も
社
会
化
と
言
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っ
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
︶︑
で
な
け
れ
ば
よ
り
清
澄
な
宗
教

的
超
脱
に
行
っ
た
は
ず
で
︑﹃
考
え
ず
に
眺
め
る
﹄

︱
言
換
え

れ
ば
︑
安
全
地
帯
に
い
て
︑
な
お
危
険
区
域
に
執
着
す
る
と
い
う

に
も
似
た
︑
そ
ん
な
不
徹
底
さ
に
止
ま
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の
だ

か
ら
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
漱
石
は
﹁
行
人
﹂
と
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
に
お
い
て

は
つ
い
に
安
全
地
帯
を
脱
し
て
危
険
区
域
に
入
り
︑
狂
か
ら
死
の

境
を
彷
徨
し
て
い
た
と
い
っ
て
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
行
人
﹂

や
﹁
こ
ゝ
ろ
﹂
の
主
人
公
は
す
で
に
孤
独
地
獄
を
イ
ン
テ
リ
の
特



15

権
と
し
て
優
越
感
と
結
び
付
け
る
よ
う
な
奢
っ
た
心
は
持
つ
に
も

お
ご

持
ち
得
ず
︑
か
え
っ
て
危
地
に
陥
い
っ
て
︑
新
た
な
る
安
全
地
帯

︱
則
天
去
私
の
境
地

︱
を
欣
求
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
僕
に

ご
ん
ぐ

は
︑
こ
の
種
の
孤
独
地
獄
と
則
天
去
私
と
の
間
に
は
︑
近
代
的
な

社
会
生
活
な
り
市
民
生
活
な
り
の
自
覚
が
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

わ
れ
る
の
だ
が
︑
漱
石
は

︱
鷗
外
も
ま
た

︱
そ
う
い
う
社
会

意
識
が
日
本
の
イ
ン
テ
リ
層
を
席
巻
す
る
以
前
に
死
ん
だ
の
で
あ

っ
た
︒
そ
れ
は
返
す
返
す
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
そ

れ
以
上
に
僕
等
が
物
足
ら
な
く
思
う
の
は
鷗
外
・
漱
石
以
後
︑
両

大
家
の
貴
い
遺
産
を
十
分
に
活
用
し
て
︑
見
事
な
社
会
小
説
を
描
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き
あ
げ
た
傑
物
は
ま
だ
一
人
も
出
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
う
い
う
方
面
の
佳
作
も
追
々
現
わ
れ
て
く
る
に
相
違
な
い
︒
口

や
筆
で
社
会
と
か
市
民
と
か
言
っ
て
も
︑
そ
れ
が
実
感
と
な
り
血

縁
と
な
っ
て
お
の
ず
か
ら
社
会
小
説
が
生
れ
る
に
は
な
お
十
数
年

あ
る
い
は
数
十
年
の
歳
月
を
要
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

そ
れ
は
と
に
か
く
︑﹁
彼
岸
過
迄
﹂
の
﹁
考
え
ず
に
眺
め
る
﹂

境
地
を
一
概
に
不
徹
底
と
断
ず
る
の
は
必
ず
し
も
当
る
ま
い
︒
も

し
ポ
オ
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
謂
う
ご
と
く
︑
無
限
の
欲
望
の
肯
定

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
レ
エ
ゾ
ン
・
デ
エ
ト
ル
を
求
む
る
な
ら
︑

僕
等
は
こ
れ
に
対
し
て
︑か
え
っ
て
無
限
の
欲
望
に
幸
福
を
観
じ
︑
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む
し
ろ
無
限
の
欲
望
を
純
粋
諦
観
の
域
ま
で
浄
化
す
る
自
我
陶
冶

の
道
を
修
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
こ
か
ら
社
会
的

ソ
リ
ダ
リ
テ
ヘ
の
新
た
な
る
歩
み
が
踏
み
出
さ
れ
得
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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