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序
章

  

作
家
と
し
て
の
夏
目
漱
石
を
考
え
る
う
え
で
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
は
非
常
に
重
要
な
時
期
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
小
説

第
一
作
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
ま
さ
に
そ
の
時
に
発
表
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
の
小
説
の
創
作
開
始
時
期
に
お
け
る
問
題
意
識

を
分
析
す
る
際
に
は
、
常
に
こ
の
作
品
が
重
要
な
手
掛
か
り
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
執
筆
さ
れ
た
、
「
倫
敦

塔
」
か
ら
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
い
た
る
七
つ
の
作
品
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
の
ち
に
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
、
一

九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
五
月
に
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
同
時
に
創
作
さ
れ
て
い
る
た

め
、
『
漾
虚
集
』
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
影
に
見
過
ご
さ
れ
る
漱
石
の
小
説
家
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
起
点
と
も
言
え
よ
う
。
そ

し
て
、
一
人
の
作
家
の
、
全
て
の
作
品
に
通
底
す
る
も
の
が
第
一
作
に
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
も
漱
石
の
重
要
な

出
発
点
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
漾
虚
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
直
後
に
、
長
谷
川
天
渓
は
「
製
本
の
支
那
的
、
佛
典
的
ま
た
西
洋
ハ
イ
カ
ラ
的
の
混
合
な
る
に
は
誰
人

も
一
驚
を
喫
す
べ
し
。
想
像
の
、
い
か
に
も
沈
痛
な
る
は
人
を
引
く
。
書
き
方
は
全
く
個
性
的
に
独
立
と
稱
す
べ
く
、
或
る
點
は
、
無

理
に
も
新
奇
が
ら
む
と
す
る
痕
を
留
む
る
程
也
。
形
容
な
ど
も
、
斬
新
な
る
者
多
し
」1

と
評
価
し
、
小
島
鳥
水
も
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
は
漱
石
の
片
面
を
十
二
分
に
示
し
た
り
、
『
漾
虚
集
』
は
、
彼
の
全
体
を
瞬
間
的
に
瞥
見
せ
し
む
る
に
足
る
」2

と
、
そ
の
作
品
集

を
通
し
て
漱
石
の
全
体
を
瞥
見
で
き
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
羚
羊
子
は
「
著
者
の
才
は
世
に
認
め
ら
れ
た
、
其
才
を
認
め
さ
せ
た
作

品
を
蒐
め
た
の
が
こ
の
漾
虚
集
で
あ
る
」3

と
『
漾
虚
集
』
が
漱
石
の
才
能
を
集
め
る
作
品
集
と
し
て
認
め
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
支

持
や
共
感
を
得
る
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
比
べ
て
、
作
者
自
身
の
個
人
的
な
主
張
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
は
、
そ
の
題

名4

の
よ
う
に
内
容
、
表
現
と
も
に
極
め
て
難
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
『
漾
虚
集
』
は
現
代
の
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
文
語
で
書
か
れ

た
古
典
文
学
を
集
め
た
作
品
集
の
よ
う
な
感
さ
え
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
作
品
集
が
全
体
と
し
て
何
が
言
い
た
い
の
か
、
そ
の
真
意
さ

え
汲
み
取
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。 



 

2 
 

 
『
漾
虚
集
』
に
つ
い
て
の
評
価
を
み
る
と
、
小
宮
豊
隆5

が
比
較
的
早
期
に
「
内
に
『
夢
』
と
『
詩
』
と
を
抱
い
て
生
き
て
ゐ
た
」
漱

石
の
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
世
界
」
と
し
て
論
じ
、
『
漾
虚
集
』
の
創
作
が
醜
悪
な
現
実
へ
の
嫌
悪
と
軽
蔑
か
ら
、
漱
石
自
身
の
美

的
な
内
面
世
界
を
防
護
す
る
た
め
の
詩
的
世
界
を
創
造
す
る
営
為
で
あ
る
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
は
『
漾
虚
集
』
に
つ

い
て
は
甘
美
な
世
界
の
表
出
と
見
る
読
み
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る6

。
の
ち
に
、
江
藤
淳
が
「
漱
石
の
初
期
の
作
品
の
う

ち
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
「
漾
虚
集
」
の
諸
短
篇
の
間
に
は
あ
る
種
の
対
立
関
係
が
あ
り
」
、「
『
猫
』
の
冷
酷
な
風
刺
の
背
後
か
ら

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
孤
独
な
作
者
が
、
『
漾
虚
集
』
の
あ
る
作
品
の
中
で
は
そ
の
内
面
を
断
ち
割
っ
て
、
自
ら
の
内
部
に
暗
く
澱
ん

で
い
る
深
淵
を
さ
ら
け
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
」7

と
い
う
論
説
を
提
出
す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
『
漾
虚
集
』
に
対
す
る
評
価
は
次
第
に

一
元
的
で
は
な
く
、
「
夢
」
か
「
暗
部
」
か
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
田
道
雄8

は
江
藤
淳
の

『
猫
』
と
『
漾
虚
集
』
と
の
間
に
「
あ
る
種
の
対
立
関
係
」
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
猫
』
の
各
篇
と
『
漾
虚
集
』
の
諸

短
篇
と
の
成
立
関
係
を
詳
細
に
辿
っ
て
、
前
者
に
は
「
現
実
参
加
の
姿
勢
」
を
見
、
後
者
に
は
「
現
実
拒
否
の
姿
勢
か
ら
、
幻
想
や
夢

へ
の
回
避
と
い
う
性
格
」
を
見
て
、
「
漱
石
の
精
神
内
部
に
は
、
互
い
に
対
立
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
互
い
に
働
き
か
け
強
め
合
う
性

質
を
も
っ
た
二
つ
の
精
神
の
極
性
が
並
存
し
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
の
二
系
統
の
作
品
が
示
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

指
摘
し
た
。
そ
れ
が
『
漾
虚
集
』
の
研
究
史
に
お
け
る
一
つ
の
転
換
点
に
な
り
、
『
漾
虚
集
』
論
が
陥
っ
て
い
た
二
項
対
立
の
図
式
か

ら
の
脱
却
を
促
し
た
。
そ
の
後
に
は
、
『
漾
虚
集
』
に
収
録
さ
れ
た
各
作
品
を
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
関
連
さ
せ
つ
つ
論
じ
た
竹
盛

天
雄
の
一
連
の
論
考9

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
考
の
中
で
竹
盛
天
雄
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
『
漾
虚
集
』
の
各
作
品
の
自
立
性
を
認

め
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
「
差
異
と
一
致
の
展
開
」
を
追
い
、
「
漱
石
が
書
く
端
緒
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
時
節
の
状
況
」

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。 

 

先
行
研
究
で
は
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
諸
作
品
か
ら
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
照
射
し
つ
つ
、
作
者
漱
石
の
側
か
ら
『
漾
虚
集
』

成
立
の
背
景
を
概
観
し
て
き
た
論
考
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
各
収
録
作
品
に
対
す
る
作
品
論
が
手
薄
な
傾
向
に
あ
り
、
他
の
作
品
の
膨

大
な
研
究
史
と
比
べ
て
研
究
は
比
較
的
に
少
な
い
状
態
に
あ
る
。
ま
た
『
漾
虚
集
』
全
体
を
論
じ
て
き
た
論
文
集
、
竹
盛
天
雄
の
『
漱

石
文
学
の
端
緒
』
の
出
現
が
一
九
九
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
次
に
大
竹
雅
則
は
『
漱
石
初
期
作
品
論
の
展
開
』1

0

の
中
で
、
『
漾
虚
集
』

中
六
作
品
を
論
じ
た
が
、「
薤
露
行
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
塚
本
利
明1

1

は
比
較
文
学
の
角
度
か
ら
『
漾

虚
集
』
を
論
じ
て
い
る
が
、「
一
夜
」
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。『
漾
虚
集
』
の
全
作
品
を
論
じ
た
『
「
漾
虚
集
」
論
考 

：
「
小



 

3 
 

説
家
夏
目
漱
石
」
の
確
立
』1

2

と
『
漱
石
「
文
学
」
の
黎
明
』1

3

の
出
現
は
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
『
漾
虚
集
』
に
収
録
さ
れ
た
全
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
の
七
つ
の
作
品
を
対
象
に
分
析
・
考

察
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
各
作
の
細
部
に
わ
た
る
論
考
を
行
い
、
こ
れ

ま
で
閑
却
さ
れ
て
い
た
作
品
の
細
部
に
も
光
を
当
て
て
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
側
面
を
析
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
個
々
の
作
品
の

主
題
・
作
者
の
意
図
を
分
析
・
指
摘
し
、
『
漾
虚
集
』
の
総
体
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
漱
石
文
学
初
期
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
日
露
戦
争
と
い
う
情
況
の
下
に
創
作
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
の
、
漱
石
文
学
の
中
で
の
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
目
標
と
す

る
。
各
章
の
見
通
し
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
一
章
で
は
、
漱
石
自
身
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
体
験
を
素
材
に
し
た
二
篇
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
取
り
上
げ

て
論
じ
る
。
そ
の
二
作
品
の
執
筆
時
期
に
注
目
し
、
漱
石
が
帰
国
後
約
二
年
間
を
経
過
し
た
後
に
そ
れ
ら
の
作
品
を
創
作
し
た
思
惑
を

探
る
。
作
品
の
成
立
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
当
時
の
日
露
戦
争
状
況
下
の
作
者
の
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

第
二
章
で
は
、
中
世
の
西
洋
の
物
語
を
題
材
に
し
た
二
篇
「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
を
対
象
と
す
る
。
「
幻
影
の
盾
」
に
つ
い

て
、
ヰ
リ
ア
ム
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
ま
た
「
盾
」
の
機
能
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
じ
て
、
彼
が
い
る
「
現
実
の
世
界
」
と
理

想
と
す
る
「
盾
中
の
世
界
」
が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
の
か
を
解
明
し
た
い
。
そ
し
て
、
終
局
部
に
注
目
し
、
「
幻
影
の
盾
」
が
執
筆

さ
れ
た
時
代
背
景
を
考
え
な
が
ら
、
漱
石
が
こ
の
作
品
を
創
作
し
た
意
味
を
解
き
明
か
す
。
「
薤
露
行
」
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
示
さ

れ
た
典
拠
と
と
も
に
、
漱
石
が
、
「
此
篇
の
如
き
も
作
者
の
随
意
に
事
実
を
前
後
し
た
り
、
場
合
を
創
造
し
た
り
、
性
格
を
書
き
直
し

た
り
し
て
可
成
小
説
に
近
い
も
の
に
改
め
て
仕
舞
ふ
た
」
と
記
し
「
元
来
な
ら
記
憶
を
新
た
に
す
る
為
め
一
応
読
み
返
す
筈
で
あ
る
が
、

読
む
と
冥
々
の
う
ち
に
真
似
が
し
た
く
な
る
か
ら
や
め
た
」
と
明
確
に
西
洋
文
学
を
模
倣
や
翻
訳
す
る
で
は
な
い
と
提
示
し
て
い
る
点

に
注
目
し
、
漱
石
が
典
拠
か
ら
の
書
き
換
え
に
よ
り
こ
の
作
品
を
創
作
し
た
意
味
を
解
き
明
か
す
。 

 

第
三
章
で
は
、
近
代
日
本
を
舞
台
と
し
た
二
篇
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
取
り
上
げ
る
。「
琴
の
そ
ら
音
」
に
対
し
て

は
「
余
」
と
津
田
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
、
ま
た
「
余
」
の
一
晩
の
体
験
を
捉
え
直
し
た
う
え
で
、
そ
の
夜
に
発
生
し
た
こ
と
に
対

す
る
「
余
」
と
津
田
の
個
々
の
思
い
や
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
作
品
内
時
間
と
そ
の
作
品
が
創
作
さ
れ
た
社
会
状
況
か

ら
「
琴
の
そ
ら
音
」
に
お
い
て
間
接
的
表
現
に
隠
さ
れ
た
漱
石
の
意
図
を
窺
い
た
い
。
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
つ
い
て
は
、
「
余
」
が
自
ら

流
し
た
と
語
る
「
涙
」
に
焦
点
を
絞
り
、
考
察
を
行
う
。
物
語
前
半
に
お
い
て
「
余
」
が
新
橋
停
車
場
で
将
軍
と
軍
曹
を
見
た
あ
と
に
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「
愉
快
」
を
感
じ
て
流
し
た
「
涙
」
と
、
終
局
で
浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
た
時
に
「
広
く
人
類
一
般
の
精
神
」
を
代
表

す
る
将
軍
や
軍
曹
を
見
た
よ
り
も
「
清
き
涼
し
き
涙
」
を
流
し
た
と
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
の
「
涙
」
に
よ
っ
て
「
余
」
が
受

け
た
感
動
を
考
察
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
「
余
」
の
「
涙
」
が
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
意
図
を
探
り
た
い
。
そ
し
て
、
書
簡
の
中

で
、
執
筆
時
間
の
不
足
と
小
説
後
半
の
描
写
の
省
略
に
伴
う
小
説
前
後
の
不
均
衡
と
語
り
な
が
ら
、
後
に
も
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
漱
石
が
そ
の
作
品
を
通
じ
て
提
示
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

第
四
章
で
は
、
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の
推
移
の
中
で
創
作
さ
れ
た
作
品
「
一
夜
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
。
髯
あ
る
男
が
持
ち

上
げ
た
「
夢
」
と
い
う
話
に
着
目
し
、
八
畳
部
屋
に
い
る
三
人
の
位
置
や
仕
草
の
分
析
を
通
し
、
三
人
の
「
夢
」
に
対
す
る
姿
勢
を
浮

き
彫
り
に
し
た
い
。
そ
し
て
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
の
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
と
い
う
時
代
状
況
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
「
一

夜
」
の
主
題
を
検
討
し
、
そ
の
時
期
で
漱
石
の
視
点
を
炙
り
出
し
た
い
。 

 

最
後
の
結
章
に
お
い
て
は
、
『
漾
虚
集
』
の
特
徴
及
び
作
家
と
し
て
出
発
す
る
そ
の
時
期
漱
石
の
内
面
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。 

  

第
一
章 
「
倫
敦
塔
」
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」 

 

本
章
で
取
り
上
げ
る
短
篇
小
説
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
は
共
に
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
。
二
篇
は
い
ず
れ
も
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
て
、
約
二
年
間
を
経
過
し
た
後
に
自
身
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の

体
験
を
素
材
に
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
の
背
後
に
は
、
漱
石
自
身
の
実
際
の
倫
敦
で
の
見
物
が
あ
る
た
め
、
そ
の
二
篇

に
つ
い
て
の
研
究
は
、
早
い
時
期
か
ら
漱
石
自
身
の
体
験
と
関
連
し
て
論
じ
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
何
故
、
漱
石
が
二
年
の
歳
月

が
経
過
し
た
後
に
、
日
本
で
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
執
筆
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
解
明
さ

れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
本
章
で
は
漱
石
が
日
露
戦
争
の
最
中
に
こ
の
二
篇
を
創
作
す
る
思
惑
を
考
察
し
た
い
。 
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第
一
節
「
倫
敦
塔
」 

 

夏
目
漱
石
の
短
篇
小
説
「
倫
敦
塔
」
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
に
「
帝
国
文
学
」
に
掲
載
さ
れ
、
翌
年
五
月
に
大
倉
書
店
・

服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
二
月
一
九
日
付
の
野
間
真
綱
宛
書
簡
に
は
「
倫
敦
塔
は
未
だ
脱
稿
せ
ず
然
し
も
の
に
な
り
ま
す
御
一

覧
の
上
是
非
ほ
め
て
く
だ
さ
い
」1

4

と
あ
り
、
初
出
の
と
こ
ろ
で
作
品
の
末
尾
に
「
三
十
七
年
十
二
月
二
十
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
推
察
す
る
と
、
そ
の
脱
稿
日
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
二
月
二
〇
日
で
あ
る
。 

 

「
倫
敦
塔
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
に
は
、
い
く
つ
か
の
評
文
が
出
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
同
時
代
評
は
文
章
な
い
し
文
体
に
関
す
る
言

及
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
て
、
な
か
で
も
大
町
桂
月
は
「
夏
目
金
之
助
氏
の
倫
敦
塔
、
最
も
見
る
べ
し
。
従
来
、
帝
国
文
学
に
、
文

字
の
美
な
る
も
の
は
あ
り
し
か
ど
、
文
字
を
は
な
れ
て
、
詩
情
の
人
を
刺
す
。
こ
の
篇
の
如
き
は
、
幾
ん
ど
空
前
也
。
」1

5

と
、
そ
の
作

品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
五
月
の
「
天
鼓
」
に
も
「
「
倫
敦
塔
」
は
處
々
に
奇
警
な
る
筆
致
を
交
へ
て
而

し
て
最
も
其
歐
文
的
の
精
緻
周
密
を
以
て
優
り
、
「
幻
影
の
盾
」
は
固
よ
り
其
文
の
精
緻
を
具
ふ
れ
ど
も
、
寧
ろ
其
沈
痛
幽
渺
の
想
に

於
い
て
優
れ
る
も
の
た
り
、
今
の
小
説
家
其
写
実
の
精
細
を
以
て
誇
る
も
の
は
其
行
文
多
く
冗
漫
に
流
れ
、
其
神
韻
を
尚
ぶ
も
の
は
其

落
筆
大
く
粗
鬆
に
失
す
る
を
免
れ
ざ
る
に
、
氏
の
文
は
則
ち
精
緻
に
し
て
而
か
も
含
蓄
あ
り
、
幽
渺
に
し
て
而
か
も
周
匝
な
る
所
、
盖

し
氏
が
獨
擅
の
長
處
な
り
」1

6

と
、
こ
れ
ま
で
の
小
説
家
に
は
な
か
っ
た
、
非
常
に
精
彩
に
富
む
小
説
表
現
を
評
価
し
て
い
る
。 

 

作
品
の
研
究
は
、
早
い
時
期
か
ら
比
較
文
学
方
面
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
方
面
の
研
究
の
進
展
は
松
村
昌
家
・
塚
本
利

明
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
。
松
村
は
「
『
漾
虚
集
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
体
験
」
に
お
い
て
、
ド
ラ
ロ
シ
ュ
の
「
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の

二
王
子
」
と
「
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
ー
の
処
刑
」
と
の
関
係
を
考
察
し
、
「
漱
石
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
子
ど

も
の
純
真
さ
と
薄
命
に
対
す
る
礼
賛
と
同
情
に
根
ざ
し
た
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
芸
術
の
流
れ
と
一
脈
の
つ
な
が
り
を
も
つ
結
果
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
」1

7

と
述
べ
て
い
る
。
塚
本
は
「
倫
敦
塔
」1

8

と
い
う
論
文
の
中
で
、
『
ベ
デ
カ
』
に
酷

似
し
た
箇
所
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
越
智
治
雄
の
「
『
漾
虚
集
』
一
面
」1

9

で
の
「
最
も
確
実
な
死
を
見
す
え
な
が
ら
、
多
分
漱

石
も
ま
た
一
と
書
き
、
二
と
書
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
密
室
の
中
で
書
く
こ
と
の
意
味
を
確
認
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
そ
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の
後
の
「
倫
敦
塔
」
の
読
み
を
大
き
く
方
向
づ
け
、
現
在
で
は
多
様
な
読
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
男
の
子
を
連
れ
た
若
い
女
」

を
複
式
夢
幻
機
能
に
お
け
る
「
前
ジ
テ
」
と
し
た
加
納
孝
代2

0

の
論
が
あ
り
、
「
諷
語
表
現
」
に
注
目
す
る
村
田
好
哉2

1

の
論
も
あ
る
。 

 

周
知
の
通
り
、
こ
の
作
品
の
背
後
に
は
、
漱
石
自
身
の
実
際
の
倫
敦
塔
見
物
の
体
験
が
あ
る
。
漱
石
は
、
文
部
省
か
ら
イ
ギ
リ
ス
留

学
を
命
じ
ら
れ
て
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
九
月
八
日
に
横
浜
を
発
ち
、
同
年
一
〇
月
二
八
日
に
倫
敦
に
到
着
し
た
。
倫
敦
に
到
着

し
た
漱
石
は
、
一
〇
月
三
一
日
の
日
記
に
「T

o
w
e
r
 
 
B
r
i
d
g
e
,
 
L
o
n
d
o
n
 
B
r
i
d
g
e
,
 
T
o
w
e
r
,
 
M
o
n
u
m
e
n
t
 

ヲ
見
ル
。
夜
美
野
部
氏
ト 

H
a
y
m
a
r
k
e
t
 
T
h
e
a
t
r
e
 

ヲ
見
ル
。S

h
e
r
i
d
a
n
 

ノ 
S
c
h
o
o
l
 
f
o
r
 
S
c
a
n
d
a
l
 

ナ
リ
。
」
と
記
し
、
そ
こ
か
ら
漱
石
が
倫
敦
塔
を
見
学
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
記
の
中
で
は
、
倫
敦
塔
を
訪
れ
た
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
の
で
、
漱
石
が
作
品
「
倫
敦

塔
」
に
書
い
た
「
「
塔
」
の
見
物
は
一
度
に
限
る
と
思
ふ
」
と
符
合
す
る
が
、
越
智
治
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
こ
こ
か
ら
事
実
の
記

述
以
上
の
も
の
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」2

2

の
で
あ
り
、
倫
敦
塔
訪
問
か
ら
作
品
「
倫
敦
塔
」
を
書
く
ま
で
の
四
年
の
歳
月
を

み
る
と
き
「
実
際
の
見
物
と
創
作
時
の
漱
石
の
内
部
の
旅
と
の
距
離
は
お
そ
ら
く
極
め
て
大
き
い
」2

3

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。 

 

こ
れ
ま
で
の
先
行
論
は
様
々
な
角
度
か
ら
「
倫
敦
塔
」
を
分
析
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
漱
石
が
、
倫
敦
塔
訪
問
か
ら
四
年
の
歳
月

が
経
過
し
た
後
に
、
日
本
で
「
倫
敦
塔
」
を
執
筆
す
る
気
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
解
明
さ
れ
て
い
な
い
状

態
で
あ
る
。
本
節
で
は
、「
余
」
が
倫
敦
塔
め
ぐ
り
を
通
し
て
、
何
を
見
、
何
を
考
え
た
の
か
を
考
察
し
、
作
者
漱
石
が
「
倫
敦
塔
」
を

執
筆
し
た
動
機
と
「
倫
敦
塔
」
の
主
題
を
解
明
し
た
い
。 

 

第
一
項 

 

「
倫
敦
塔
」
の
語
り
手
「
余
」
は
イ
ギ
リ
ス
に
や
っ
て
き
た
一
人
の
日
本
人
留
学
生
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
「
余
」
と
い
う
人
物
が

「
二
十
世
紀
の
倫
敦
人
」
の
あ
り
よ
う
を
鮮
烈
に
照
ら
す
一
人
の
日
本
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
事
に
留
意
し
た
い
。 

 

小
説
の
冒
頭
部
分
に
、
倫
敦
に
着
い
た
と
き
の
「
余
」
の
状
況
と
倫
敦
に
対
す
る
印
象
が
描
か
れ
て
い
る
。
倫
敦
に
到
着
し
た
ば
か

り
の
「
余
」
は
「
他
の
日
本
人
の
如
く
紹
介
状
を
持
つ
て
世
話
に
な
り
に
行
く
宛
も
な
く
又
在
留
の
旧
知
と
て
は
無
論
な
い
身
の
上
」

で
あ
り
、
「
丸
で
御
殿
場
の
兎
が
急
に
日
本
橋
の
真
中
へ
抛
り
出
さ
れ
た
様
な
心
持
ち
で
あ
つ
た
」
と
感
じ
る
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
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け
た
状
態
で
あ
る
。
当
時
の
倫
敦
は
、
第
二
次
産
業
革
命
に
よ
り
、
機
械
化
し
た
大
規
模
な
工
場
が
繁
栄
し
、
交
通
綱
が
発
達
し
て
い

た
。
「
汽
車
も
馬
車
も
電
気
鉄
道
も
鋼
条
鉄
道
」
な
ど
の
も
の
が
そ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
倫
敦
に
や
っ
て
き
た
「
余
」
の
目
に
映

る
。
し
か
し
、
そ
の
文
明
の
進
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
国
の
者
と
し
て
の
判
断
基
準
し
か
持
ち
得
ず
、
倫
敦
に
到

着
後
間
も
な
い
日
本
人
で
あ
る
「
余
」
に
と
っ
て
は
、
近
代
化
の
産
物
で
あ
る
「
汽
車
も
馬
車
も
電
気
鉄
道
も
鋼
条
鉄
道
」
に
は
「
何

等
の
便
宜
を
も
与
へ
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
余
」
は
そ
う
し
た
倫
敦
に
お
い
て
「
家
に
帰
れ
ば
汽
車
が
自

分
の
部
屋
に
衝
突
し
は
せ
ぬ
か
と
疑
ひ
、
朝
夕
安
き
心
は
な
か
つ
た
」
、「
ど
こ
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
か
分
ら
な
」
い
と
い
う
よ
う
な
不

安
を
覚
え
た
。 

 

ま
た
、
「
余
」
が
塔
橋
に
立
っ
て
倫
敦
塔
を
眺
め
た
時
に
そ
の
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
た
風
景
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
「
余
」
の
目
に
入
っ
た
の
は
、
「
灰
汁
桶
を
掻
き
交
ぜ
た
様
な
色
」
の
空
で
あ
り
、「
壁
土
を
溶
し
込
ん
だ
様
に
見
ゆ
る
」
テ
ム

ズ
川
の
流
れ
で
あ
る
と
い
う
。
「
セ
ピ
ヤ
色
の
水
分
を
以
て
飽
和
し
た
る
」
空
気
に
囲
ま
れ
た
「
余
」
は
、
近
代
化
と
工
業
化
を
急
ぐ

倫
敦
の
街
に
、
文
明
発
展
と
と
も
に
、
人
間
の
生
き
る
自
然
と
素
朴
な
環
境
を
破
壊
し
、
人
間
の
健
康
を
奪
う
苛
酷
な
街
と
化
し
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
倫
敦
ノ
町
ニ
テ
霧
ア
ル
日
太
陽
ヲ
見
ヨ
黒
赤
ク
シ
テ
血
ノ
如
シ
、
鳶
色
ノ
地
ニ
血
ヲ

以
テ
染
メ
抜
キ
タ
ル
太
陽
ハ
此
地
ニ
ア
ラ
ズ
バ
見
ル
能
ハ
ザ
ラ
ン
。
」2

4

、
「
倫
敦
ノ
町
ヲ
散
歩
シ
テ
試
ミ
ニ
啖マ

マ

ヲ
吐
キ
テ
見
ヨ
真
黒
ナ

ル
塊
リ
ノ
出
ル
ニ
驚
ク
ベ
シ
何
百
万
ノ
市
民
ハ
此
煤
烟
ト
此
塵
埃
ヲ
吸
収
シ
テ
毎
日
彼
等
ノ
肺
臓
ヲ
染
メ
ツ
ヽ
ア
ル
ナ
リ
我
ナ
ガ
ラ

鼻
ヲ
カ
ミ
啖マ

マ

ヲ
ス
ル
ト
キ
ハ
気
ノ
ヒ
ケ
ル
程
気
味
悪
キ
ナ
リ
」2

5

と
い
う
漱
石
の
日
記
か
ら
は
、
第
二
次
産
業
革
命
に
よ
る
文
明
の
発

展
と
共
に
、
近
代
化
さ
れ
た
倫
敦
に
住
む
人
間
が
、
そ
の
巨
大
な
工
業
都
市
の
吐
き
出
す
「
煤
煙
」
と
「
塵
埃
」
の
た
め
に
「
肺
臓
」

を
汚
染
さ
れ
、
健
康
を
侵
さ
れ
て
い
っ
た
状
況
も
窺
え
る
。
そ
の
時
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
は
文
明
を
発
展
す
る
た
め
、
個
人
の
命
へ
の
尊

重
は
二
の
次
と
さ
れ
、
個
人
の
意
識
と
生
は
「
近
代
文
明
」
に
埋
没
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
余
」
は
日
本
と
先
進
国
イ
ギ
リ
ス
と
の
文

明
の
進
歩
の
差
へ
の
恐
れ
を
抱
い
た
と
同
時
に
、
そ
の
文
明
発
展
の
た
め
に
人
間
が
機
械
に
支
配
さ
れ
、
人
間
性
が
埋
没
さ
れ
た
状
況

と
、
個
人
の
生
へ
の
尊
重
が
二
の
次
と
さ
れ
た
状
況
に
も
目
に
付
け
た
。
二
〇
世
紀
の
倫
敦
に
疎
外
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
よ
う

な
社
会
状
況
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
余
」
は
、
二
〇
世
紀
と
対
立
し
「
冷
然
と
二
十
世
紀
を
軽
蔑
す
る
様
に
立
つ
て
居
る
」
て
、
歴
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史
の
色
濃
い
倫
敦
塔
が
、
自
ら
を
受
け
入
れ
る
場
所
と
考
え
て
い
た
。 

 

第
二
項 

 

 

「
セ
ピ
ヤ
色
の
水
分
を
以
て
飽
和
し
た
る
空
気
の
中
に
ぼ
ん
や
り
立
つ
て
」
、
倫
敦
塔
を
眺
め
て
い
る
「
余
」
は
、
自
分
の
居
場
所

を
発
見
し
た
よ
う
な
安
心
感
を
覚
え
、
「
二
十
世
紀
の
倫
敦
が
わ
が
心
の
裏
か
ら
次
第
に
消
え
」
去
る
。
そ
し
て
「
向
ふ
岸
か
ら
長
い

手
を
出
し
て
」
引
か
れ
る
よ
う
に
塔
へ
行
く
。 

 

塔
橋
を
渡
り
、
「
余
」
は
塔
門
を
く
ぐ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
「
憂
の
国
に
行
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
潜
れ
」
と
い
う
ダ
ン
テ
の

「
神
曲
」
の
言
葉2

6

が
「
ど
こ
ぞ
に
刻
ん
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
た
。
こ
こ
で
倫
敦
塔
の
歴
史
を
知
っ
て
い
る
「
余
」
は
そ
の
塔
を
地

獄
に
喩
え
て
い
る
。
塔
門
を
入
っ
て
「
石
橋
を
渡
つ
て
行
く
と
」
、「
巨
人
の
門
柱
の
如
く
左
右
に
屹
立
し
て
」
い
る
中
塔
が
目
に
入
っ

た
。
そ
の
先
の
左
手
に
鐘
塔
が
聳
え
て
い
る
。
さ
ら
に
進
む
と
右
手
に
逆
賊
門
が
峙
っ
て
い
る
。
逆
賊
門
は
、
「
名
前
か
ら
が
既
に
恐

ろ
し
い
。
古
来
か
ら
塔
中
に
生
き
な
が
ら
葬
ら
れ
た
る
幾
千
の
罪
人
は
皆
舟
か
ら
此
門
迄
護
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
舟
を
捨

て
ゝ
一
度
び
此
門
を
通
過
す
る
や
否
や
娑
婆
の
太
陽
は
再
び
彼
等
を
照
ら
さ
な
か
つ
た
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
余
」
は

そ
の
、
一
度
此
門
を
く
ぐ
っ
た
も
の
は
二
度
と
生
き
て
外
へ
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
逆
賊
門
を
「
冥
府
に
通
ず
る
入
口
」
と
し

て
み
て
い
る
。
キ
ー
と
軋
る
音
と
共
に
「
厚
樫
の
扉
は
彼
等
と
浮
世
の
光
り
と
を
長
へ
に
隔
」
て
る
。
彼
ら
は
宿
命
の
鬼
の
餌
食
と
な

る
。「
明
日
食
は
れ
る
か
明
後
日
食
は
れ
る
か
或
は
又
十
年
の
後
に
食
は
れ
る
か
」
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、「
櫂
が
し
わ
る
時
、
雫
が
舟

縁
に
滴
た
る
時
、
漕
ぐ
人
の
手
の
動
く
時
毎
に
吾
が
命
を
刻
ま
る
ゝ
様
に
思
つ
た
」
と
い
う
。
そ
の
と
き
、
白
い
髯
を
胸
ま
で
垂
ら
し

た
大
僧
正
ク
ラ
ン
マ
ー
、
ワ
イ
ア
ッ
ト
、
ロ
ー
リ
ー
な
ど
の
避
け
ら
れ
な
い
「
死
」
へ
向
か
う
人
々
の
姿
が
幻
の
よ
う
に
「
余
」
の
目

の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
。
彼
は
一
日
と
し
て
生
き
た
心
地
の
し
な
い
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
ま
ま
、
じ
っ
と
自
分
の
暗
い
宿
命
に
堪
え
た

の
で
あ
る
。
倫
敦
塔
を
訪
ね
た
「
余
」
は
す
で
に
そ
こ
を
地
獄
、
死
の
世
界
、
宿
命
に
縛
ら
れ
た
人
々
の
世
界
と
し
て
見
て
い
る
。
そ

れ
で
は
そ
の
よ
う
な
世
界
で
「
余
」
は
何
を
発
見
し
た
の
か
。 

 

「
余
」
は
血
塔
の
門
に
は
い
る
。
こ
こ
は
薔
薇
戦
争
の
と
き
に
無
数
の
人
々
を
幽
閉
し
た
塔
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
草
の
如
く
人
を
薙

ぎ
、
鶏
の
如
く
人
を
潰
し
、
乾
鮭
の
如
く
屍
を
積
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
「
余
」
が
番
兵
の
傍
ら
で
高
窓
を
見
上
げ
て
い
る
と
、
や
が
て



 

9 
 

一
つ
の
情
景
が
明
瞭
に
見
え
て
く
る
。
ベ
ッ
ド
の
端
に
は
二
人
の
少
年
が
い
て
、
兄
が
弟
に
本
を
読
ん
で
や
っ
て
い
る
。
兄
が
読
む
本

に
は
「
わ
が
眼
の
前
に
、
わ
が
死
ぬ
べ
き
折
の
様
を
想
ひ
見
る
人
こ
そ
幸
あ
れ
。
日
毎
夜
毎
に
死
な
ん
と
願
へ
。
や
が
て
は
神
の
前
に

行
く
な
る
吾
の
何
を
恐
る
ゝ
…
…
」
と
「
朝
な
ら
ば
夜
の
前
に
死
ぬ
と
思
へ
。
夜
な
ら
ば
翌
日
あ
り
と
頼
む
な
。
覚
悟
を
こ
そ
尊
べ
。

見
苦
し
き
死
に
様
ぞ
恥
の
極
み
な
る
。
…
…
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
死
に
向
か
う
心
構
え
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
命

さ
へ
助
け
て
呉
る
ゝ
な
ら
伯
父
様
に
王
の
位
を
進
ぜ
る
も
の
を
」
と
い
う
人
間
と
し
て
の
個
人
の
「
誠
」
な
る
心
情
も
あ
る
。
兄
の
そ

の
気
持
ち
と
同
時
に
、「
余
」
の
耳
に
は
弟
の
「
母
様
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
う
願
望
も
聞
こ
え
た
。
し
か
し
権
力
を
手
に
入
れ
る
た
め
、

肉
親
間
で
の
血
で
血
を
洗
う
争
い
も
あ
り
、
二
王
子
が
結
局
「
死
」
と
い
う
憐
れ
な
宿
命
か
ら
逃
げ
出
せ
な
か
っ
た
。
「
命
さ
へ
助
け

て
呉
る
ゝ
な
ら
伯
父
様
に
王
の
位
を
進
ぜ
る
も
の
を
」「
母
様
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
う
兄
と
弟
の
願
望
、
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
が
、

無
慈
悲
に
も
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

突
然
に
舞
台
が
一
転
し
て
、
塔
門
の
前
に
黒
い
葬
服
の
女
が
立
っ
て
い
る
。
一
人
で
子
供
た
ち
に
会
う
た
め
に
、
塔
前
ま
で
訪
れ
た

二
人
の
王
子
の
母
親
で
あ
る
王
妃
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
姿
が
「
余
」
の
目
に
入
っ
た
。 

 
 

「
逢
ふ
事
を
許
さ
れ
て
か
」
と
女
が
問
ふ
。 

 

「
否
」
と
気
の
毒
さ
う
に
男
が
答
へ
る
。「
逢
は
せ
ま
つ
ら
ん
と
思
へ
ど
、
公
け
の
掟
な
れ
ば
是
非
な
し
と
諦
め
給
へ
。
私
の
情
売
る

は
安
き
間
の
事
に
て
あ
れ
ど
」
と
急
に
口
を
緘
み
て
あ
た
り
を
見
渡
す
。
濠
の
内
か
ら
か
い
つ
ぶ
り
が
ひ
よ
い
と
浮
き
上
る
。 

 

女
は
頸
に
懸
け
た
る
金
の
鎖
を
解
い
て
男
に
与
へ
て
「
只
束
の
間
を
垣
間
見
ん
と
の
願
な
り
。
女
人
の
頼
み
引
き
受
け
ぬ
君
は
つ
れ

な
し
」
と
云
ふ
。 

 

男
は
鎖
り
を
指
の
先
に
巻
き
つ
け
て
思
案
の
体
で
あ
る
。
か
い
つ
ぶ
り
は
ふ
い
と
沈
む
。
や
ゝ
あ
り
て
い
ふ
「
牢
守
り
は
牢
の
掟
を

破
り
が
た
し
。
御
子
等
は
変
る
事
な
く
、
す
こ
や
か
に
月
日
を
過
さ
せ
給
ふ
。
心
安
く
覚
し
て
帰
り
給
へ
」
と
金
の
鎖
り
を
押
戻
す
。

女
は
身
動
き
も
せ
ぬ
。
鎖
ば
か
り
は
敷
石
の
上
に
落
ち
て
鏘
然
と
鳴
る
。 

「
如
何
に
し
て
も
逢
ふ
事
は
叶
は
ず
や
」
と
女
が
尋
ね
る
。 

「
御
気
の
毒
な
れ
ど
」
と
牢
守
が
云
い
放
つ
。 

「
黒
き
塔
の
影
、
堅
き
塔
の
壁
、
寒
き
塔
の
人
」
と
云
ひ
な
が
ら
女
は
さ
め

ぐ
と
泣
く
。 
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こ
の
場
面
で
母
親
は
二
人
の
子
供
に
会
い
た
い
と
必
死
に
門
番
に
懇
願
す
る
。
門
番
も
人
間
と
し
て
愛
情
を
理
解
し
、
「
逢
は
せ
ま

つ
ら
ん
」
と
思
う
が
、
「
牢
守
り
は
牢
の
掟
を
破
り
が
た
し
。
御
子
等
は
変
る
事
な
く
、
す
こ
や
か
に
月
日
を
過
さ
せ
給
ふ
。
心
安
く

覚
し
て
帰
り
給
へ
」
と
言
っ
て
、
母
親
の
願
い
を
断
っ
た
。
人
間
が
生
存
し
て
い
く
た
め
に
は
「
公
け
の
掟
」
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
門
番
が
言
う
。「
公
け
の
掟
」
の
前
に
私
情
を
挟
む
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
ず
、
門
番
は
「
御
気
の
毒
な
れ
ど
」
と
し
か
言
え
な
い
。

ま
た
、
母
親
も
た
だ
「
黒
き
塔
の
影
、
堅
き
塔
の
壁
、
寒
き
塔
の
人
」
の
前
で
「
さ
め

ぐ 

と
泣
く
」
よ
り
他
に
な
い
。
そ
こ
か
ら
場

面
が
黒
装
束
の
二
人
の
会
話
へ
と
転
じ
た
。
二
人
は
少
年
た
ち
の
首
を
絞
め
る
時
、「
花
の
様
な
唇
が
ぴ
り

く 

と
顫
ふ
た
」
と
い
い
、

「
タ
ペ
ス
ト
リ
の
裏
で
二
人
の
話
し
を
立
ち
聞
き
し
た
時
は
、
い
つ
そ
の
事
止
め
て
帰
ら
う
か
と
思
ふ
た
」
、
「
人
殺
し
も
多
く
し
た

が
今
日
程
寐
覚
の
悪
い
事
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
二
人
の
本
心
は
何
の
罪
も
な
い
王
子
た
ち
の
命
を
奪
う
の
は
忍
び

な
か
っ
た
が
、「
公
け
の
掟
」
に
束
縛
さ
れ
て
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
「
余
」
が
発
見
し
た
の
は
、
人
間
の
「
誠
」

な
る
感
情
が
「
公
け
の
掟
」
に
縛
ら
れ
、
私
情
が
一
切
許
さ
れ
な
い
、
無
力
で
悲
し
い
人
間
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
自

分
の
感
情
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
人
間
性
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
公
け
の
掟
」
に
よ
っ
て
、
抑
圧
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。 

 

「
余
」
は
ま
た
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
に
入
り
、
こ
こ
で
壁
の
題
辞
が
「
余
」
の
目
に
と
ま
る
。
囚
人
が
壁
に
刻
ん
だ
文
字
を
見
て
、
「
余
」

の
最
初
の
感
想
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。 

 

凡
て
の
怨
、
凡
て
の
憤
、
凡
て
の
憂
と
悲
み
と
は
此
怨
、
此
憤
、
此
憂
と
悲
の
極
端
よ
り
生
ず
る
慰
藉
と
共
に
九
十
一
種
の
題
辞
と

な
つ
て
今
に
猶
観
る
者
の
心
を
寒
か
ら
し
め
て
居
る
。
冷
や
か
な
る
鉄
筆
に
無
情
の
壁
を
彫
つ
て
わ
が
不
運
と
定
業
と
を
天
地
の
間

に
刻
み
付
け
た
る
人
は
、
過
去
と
い
ふ
底
な
し
穴
に
葬
ら
れ
て
、
空
し
き
文
字
の
み
い
つ
迄
も
娑
婆
の
光
り
を
見
る
。
彼
等
は
強
ひ
て

自
ら
を
愚
弄
す
る
に
あ
ら
ず
や
と
怪
し
ま
れ
る
。 

  

「
冷
や
か
な
る
鉄
筆
に
無
情
の
壁
を
彫
つ
て
わ
が
不
運
と
定
業
と
を
天
地
の
間
に
刻
み
付
け
た
る
」
人
々
は
、
「
過
去
と
い
ふ
底
な

し
穴
に
葬
ら
」
れ
て
、「
余
」
は
そ
の
題
辞
が
た
だ
「
空
し
き
文
字
」
に
し
か
見
え
な
い
。
囚
人
た
ち
の
「
凡
て
の
怨
、
凡
て
の
憤
、
凡
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て
の
憂
と
悲
み
」
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
よ
う
な
文
字
は
、
魂
を
持
た
な
い
た
だ
の
記
号
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

 

 
世
に
反
語
と
い
ふ
が
あ
る
。
白
と
い
ふ
て
黒
を
意
味
し
、
小
と
唱
へ
て
大
を
思
は
し
む
。
凡
て
の
反
語
の
う
ち
自
ら
知
ら
ず
し
て
後

世
に
残
す
反
語
程
猛
烈
な
る
は
ま
た
と
有
ま
い
。
墓
碣
と
云
ひ
、
紀
念
碑
と
い
ひ
、
賞
牌
と
云
ひ
、
綬
賞
と
云
ひ
此
等
が
存
在
す
る
限

り
は
、
空
し
き
物
質
に
、
あ
り
し
世
を
忍
ば
し
む
る
の
具
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
は
去
る
、
わ
れ
を
伝
ふ
る
も
の
は
残
る
と
思
ふ

は
、
去
る
わ
れ
を
傷
ま
し
む
る
媒
介
物
の
残
る
意
に
て
、
わ
れ
其
物
の
残
る
意
に
あ
ら
ざ
る
を
忘
れ
た
る
人
の
言
葉
と
思
ふ
。
未
来
の

世
迄
反
語
を
伝
へ
て
泡
沫
の
身
を
嘲
る
人
の
な
す
事
と
思
ふ
。 

 

 

し
か
し
世
に
「
反
語
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、「
余
」
は
そ
う
い
う
「
空
し
き
文
字
」
、「
空
し
き
物
質
」
の
背
後
に
、
書
く
人
た
ち
の

「
反
語
」
的
な
営
み
を
考
え
る
。
こ
の
塔
で
処
刑
さ
れ
た
囚
人
達
の
中
に
こ
そ
、
本
来
の
人
間
の
生
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
囚
人
達

は
「
死
よ
り
も
辛
い
苦
痛
を
甞
め
」
な
が
ら
も
、
人
間
の
生
存
の
可
能
性
に
最
期
の
賭
を
試
み
て
い
る
。
助
か
ら
な
い
と
知
り
な
が
ら
、

彼
等
は
個
人
の
生
存
の
証
と
し
て
「
尖
が
れ
る
爪
の
先
」
で
堅
い
壁
の
上
に
一
と
書
き
、
二
と
書
い
て
生
き
る
こ
と
を
願
っ
た
。
「
壁

の
上
に
残
る
横
縦
の
疵
は
生
を
欲
す
る
執
着
の
魂
魄
」
と
し
て
囚
人
達
は
個
人
の
生
に
対
す
る
執
念
を
表
し
た
。
「
余
」
は
題
辞
の
背

後
に
隠
さ
れ
た
囚
人
た
ち
の
「
生
」
に
対
す
る
執
念
を
悟
っ
た
後
に
、
断
頭
吏
の
会
話
と
ジ
ェ
ン
グ
レ
ー
斬
首
の
光
景
を
脳
裏
に
映
し

出
し
た
。
そ
れ
ら
の
光
景
を
通
じ
て
、
生
死
の
極
端
に
立
っ
て
い
る
人
々
の
諸
相
を
見
、
人
の
「
心
の
中
」
を
窺
っ
た
。「
誠
」
な
る
感

情
が
な
け
れ
ば
、
壁
の
「
題
辞
」
は
、
た
だ
「
空
し
き
文
字
」
で
あ
り
、「
空
し
き
物
質
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
題
辞
」
が
最
も
重

要
な
の
は
、
文
字
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
書
く
人
々
の
「
心
の
中
」
の
声
、
隠
さ
れ
た
「
人
間
性
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
倫

敦
塔
」
の
中
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
囚
人
達
の
運
命
の
中
に
、
近
代
に
生
き
る
人
間
に
失
わ
れ
た
人
間
の
本
来
の
生
の
意
味
を
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
余
」
が
、
「
倫
敦
塔
」
で
得
た
の
は
、
「
公
け
の
掟
」
に
よ
り
隠
れ
さ
れ
た
人
々
の
「
心
の
中
」
で
あ
り
、
縛
ら

れ
た
「
人
間
性
」
で
あ
る
。 
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第
三
項 

 

 

本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
倫
敦
塔
」
の
執
筆
時
期
と
考
え
ら
れ
る
の
は
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
二
月
で
あ
り
、
漱

石
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
っ
て
き
た
二
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
帰
国
約
二
年
を
経
過
し
て
、
何
故
「
倫
敦
塔
」
を
執
筆
す
る
気

に
な
っ
た
の
か
。
漱
石
が
「
余
」
の
倫
敦
塔
訪
問
を
通
じ
て
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
も
の
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に

は
、
漱
石
が
留
学
中
に
倫
敦
で
体
験
し
た
こ
と
と
帰
国
後
二
年
の
東
京
で
の
体
験
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 

漱
石
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
倫
敦
の
状
況
を
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
二
月
二
六
日
鏡
子
宛
の
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。 

 
 

 
 

倫
敦
の
繁
昌
は
目
撃
せ
ね
ば
分
か
り
兼
候
位
馬
車
、
鉄
道
、
電
鉄
地
下
鉄
、
地
下
電
鉄
等
蛛
の
糸
を
は
り
た
る
如
く
に
て
な
れ
ぬ
も

の
は
屡
ば
迷
ひ
途
方
も
な
き
処
へ
つ
れ
て
行
れ
候
事
有
之
険
呑
に
候
小
生
下
宿
よ
り
繁
華
な
処
へ
行
く
に
は
馬
車
地
下
電
気
高
架
鉄
、

鉄
道
馬
車
、
の
便
有
之
候
へ
ど
も
処
々
方
々
へ
参
り
候
故
時
々
見
当
違
の
処
へ
参
る
事
有
之
候 

 
 

書
簡
の
中
で
漱
石
は
「
馬
車
、
鉄
道
、
電
鉄
地
下
鉄
、
地
下
電
鉄
」
に
代
表
さ
れ
る
倫
敦
の
繁
栄
に
驚
嘆
し
て
い
る
と
同
時
に
、
動

揺
と
不
安
も
表
明
し
て
い
る
。
「
倫
敦
塔
」
の
冒
頭
の
、
倫
敦
に
着
い
た
と
き
の
「
余
」
の
状
況
と
倫
敦
に
対
す
る
印
象
は
、
お
そ
ら

く
倫
敦
に
着
い
た
ば
か
り
の
漱
石
の
当
時
の
心
情
と
か
な
り
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
倫
敦
塔
」
の
中
に
し
て
も
、
書
簡
の
中
に
し
て

も
漱
石
は
「
馬
車
、
鉄
道
、
電
鉄
地
下
鉄
、
地
下
電
鉄
」
と
い
う
近
代
文
明
に
対
す
る
人
間
の
不
安
を
描
き
だ
し
た
。
そ
れ
ら
の
交
通

機
関
は
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
第
二
次
産
業
革
命
の
産
物
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
第
二
次
産
業
革
命
は
一
九
世
紀
後
半
で
急
速
に
重

化
学
工
業
が
工
業
の
主
力
と
な
っ
た
変
革
で
あ
る
。
第
一
次
産
業
革
命
が
木
綿
工
業
を
中
心
と
し
た
軽
工
業
か
ら
起
こ
っ
た
の
に
対
し

て
、
第
二
次
産
業
革
命
は
鉄
鋼
・
機
械
・
造
船
な
ど
の
重
工
業
、
そ
し
て
石
油
資
源
を
利
用
し
た
化
学
工
業
と
い
う
重
化
学
工
業
部
門

で
の
技
術
革
新
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
第
二
次
産
業
革
命
で
は
石
油
と
電
力
が
主
力
と
な
っ
た
。
重
化
学
工
業
と

石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量
に
利
用
さ
れ
た
た
め
に
経
済
が
発
展
し
た
が
、
同
時
に
い
く
つ
か
の
問
題
も
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
漱
石
の
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目
に
は
い
る
の
は
、
第
二
次
産
業
革
命
後
、
機
械
文
明
発
展
と
共
に
そ
の
近
代
都
市
倫
敦
に
住
む
人
間
が
そ
の
巨
大
な
工
業
都
市
の
吐

き
出
す
「
煤
煙
」
と
「
塵
埃
」
の
た
め
に
「
肺
臓
」
を
汚
染
さ
れ
、
人
間
と
し
て
「
生
」
が
侵
さ
れ
て
い
っ
た
光
景2

7

で
あ
る
。
倫
敦

の
町
に
住
む
漱
石
は
、
人
間
が
機
械
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
、
人
間
と
し
て
の
「
生
」
が
近
代
化
に
よ
り
奪
わ
れ
た
こ
と

を
痛
感
し
た
。 

ま
た
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
留
学
先
の
倫
敦
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
漱
石
は
南
ア
フ
リ
カ
の
（
第
二
次
）
ボ
ー
ア
戦
争
か
ら

帰
還
し
た
兵
隊
を
歓
迎
す
る
雑
踏2

8

に
遭
遇
し
た2

9

こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
フ
ェ
リ
ー
ニ
ヒ
ン
グ
条
約
が
締
結

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
ー
ア
戦
争
は
終
戦
を
迎
え
、
英
国
は
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
共
和
国
と
オ
レ
ン
ジ
自
由
国
を
併
合
し
た
が
、
英

国
軍
が
大
損
害
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
こ
と
や
非
人
道
的
と
も
い
え
る
収
容
所
戦
略
、
焦
土
作
戦
な
ど
に
よ
っ
て
国
際
的
な
批
判
を
あ
び

る
な
ど
、
払
っ
た
犠
牲
は
小
さ
く
な
か
っ
た3

0

。
ボ
ー
ア
戦
争
で
大
量
の
人
員
・
物
資
を
割
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
こ
と
が

影
響
し
、
満
州
に
影
響
力
を
強
め
る
ロ
シ
ア
帝
国
に
対
抗
す
る
為
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
月
に
日
英
同
盟
を
締
結
し
た
。
イ

ギ
リ
ス
に
留
学
中
の
漱
石
は
、
第
二
次
ボ
ー
ア
戦
争
に
か
な
り
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
「
倫
敦
消
息
」
や
「
永
日
小
品
」
な
ど

の
文
章
か
ら
わ
か
る
。
漱
石
は
「
倫
敦
消
息
」3

1

に
こ
の
戦
争
を
含
め
て
新
世
紀
の
世
界
が
「
回
転
し
つ
つ
波
瀾
を
生
じ
つ
つ
」
激
動

期
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
に
触
れ
て
い
た
し
、「
永
日
小
品
」3

2

の
「
下
宿
」
で
は
、
主
人
の
ず
ん
ぐ
り
と
は
れ
ぼ
っ
た
い

顔
を
い
う
の
に
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
大
統
領
ク
ル
ー
ゲ
ル
の
顔
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
い
た
。
「
倫
敦
消
息
」
の
「
英
国
は
ト
ラ
ン
ス

ヴ

ﾊ
ー
ル
の
金
剛
石
を
掘
り
出
し
て
軍
費
の
穴
を
填
め
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
い
う
描
写
か
ら
は
、
ボ
ー
ア
戦
争
は
英
国
の
帝
国
主
義

者
に
よ
る
資
源
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
金
鉱
）
収
奪
の
た
め
の
戦
争
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漱
石
は
こ
の
戦
争
を

「
自
ラ
戦
端
ヲ
啓
キ
自
ラ
幾
多
ノ
生
命
ヲ
殺
シ
．
自
ラ
鉅
万
ノ
財
ヲ
糜
シ
而
シ
テ
神
ニ
謝
ス
何
ヲ
謝
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
馬
鹿
々
々
シ
キ
コ

ト
ナ
リ
」3

3

と
帝
国
主
義
の
英
国
が
端
緒
を
開
い
た
戦
争
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
れ
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
水
川
隆

夫
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
「
漱
石
は
英
国
留
学
を
経
る
と
た
い
へ
ん
な
英
国
嫌
い
に
な
っ
て
戻
っ
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ

は
彼
が
留
学
中
熱
心
に
新
聞
報
道
な
ど
を
追
い
か
け
て
い
た
第
二
次
ボ
ー
ア
戦
争
（
南
ア
フ
リ
カ
戦
役
）
を
通
じ
て
英
国
の
帝
国
主
義

的
な
醜
い
側
面
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
」3

4

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
、「
倫
敦
塔
」
、「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
道
を
歩
き
始
め
た
の
は
一
九
〇
五

（
明
治
三
八
）
年
一
月
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
執
筆
時
期
は
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
倫
敦
か
ら
帰
国
の
二
年
後
に
人
間
が
近
代
文



 

14 
 

明
に
よ
り
生
を
奪
わ
れ
た
光
景
が
再
び
漱
石
の
目
に
映
っ
た
と
同
時
に
戦
争
の
醜
い
側
面
も
目
に
入
っ
た
。
「
倫
敦
塔
」
が
「
帝
国
文

学
」
に
発
表
さ
れ
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
に
、
半
年
に
渡
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
攻
防
の
末
、
旅
順
の
ロ
シ
ア
軍
が
降
伏
し
た

の
で
あ
る
。
最
新
式
の
近
代
要
塞
に
対
し
て
、
日
本
軍
は
肉
弾
に
よ
る
突
撃
を
繰
り
返
し
、
屍
の
山
を
築
い
た
。
旅
順
の
城
は
落
ち
た

け
れ
ど
、
実
に
そ
れ
は
悲
惨
な
戦
で
あ
っ
た
。
後
に
漱
石
は
そ
の
悲
惨
な
戦
場
を
作
品
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
冒
頭3

5

で
描
い
て
い
る
。

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
冒
頭
部
分
に
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
は
日
露
戦
争
を
、
両
国
が
「
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔

北
の
野
に
開
い
」
て
、
双
方
が
血
で
血
を
洗
い
、
残
酷
き
わ
ま
り
な
い
修
羅
場
を
築
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
み
て
い
る
。
日
露
戦
争
の
犠

牲
者
は
多
く
、
し
か
も
そ
の
兵
士
た
ち
は
近
代
兵
器
に
よ
り
、
家
畜
の
よ
う
に
殺
さ
れ
て
い
た
。
近
代
文
明
は
人
間
の
命
を
奪
う
と
同

時
に
、
個
人
の
生
の
意
味
や
感
情
、
幸
福
を
も
奪
い
と
っ
た
。
進
歩
や
文
明
化
の
名
の
も
と
に
、
自
然
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
と
し
て
の

「
生
」
の
尊
厳
は
二
の
次
と
さ
れ
た
状
況
に
な
っ
た
。 

 

ま
た
、
戦
争
状
態
の
中
で
、
私
情
を
挟
む
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
新
聞
等
の
報
道
の
、
国
民
を
煽
り
た
て
る
よ
う
な
景

気
の
い
い
、
人
間
の
実
感
を
疎
外
し
た
、
勇
ま
し
い
言
葉
は
、
戦
争
の
熱
狂
を
生
み
出
す
。
開
戦
と
と
も
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
征
露
の

歌
や
、
戦
争
を
美
化
し
、
悲
壮
感
を
煽
り
た
て
、
国
民
を
戦
争
に
駆
り
立
て
る
誇
大
な
言
辞3

6

の
氾
濫
を
、
漱
石
は
憎
ん
だ
。「
帝
国
文

学
」
五
月
号
に
「
従
軍
行
」
を
発
表
し
た
が
、
そ
こ
に
は
「
ロ
シ
ア
に
対
す
る
悪
罵
の
言
葉
や
、
戦
争
を
美
化
し
、
国
民
を
煽
り
た
て

る
よ
う
な
景
気
の
い
い
、
勇
ま
し
い
言
葉
は
な
い
」3

7

と
伊
豆
利
彦
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
意
思
は
漱
石
の
他
の
作
品
の
中

で
も
窺
え
る
。
「
幻
影
の
盾
」
の
中
で
戦
争
を
「
君
の
為
め
国
の
為
め
な
る
美
し
き
名
を
藉
か
り
て
、
毫
釐
の
争
に
千
里
の
恨
を
報
ぜ

ん
と
す
る
」
も
の
と
言
い
、
「
正
義
と
云
ひ
人
道
と
云
ふ
は
朝
嵐
に
翻
が
へ
す
旗
に
の
み
染
め
出
す
べ
き
文
字
で
、
繰
り
出
す
槍
の
穂

先
に
は
嗔
恚
の
焔
が
焼
け
付
い
て
居
る
」
と
記
し
た
。
戦
争
に
よ
り
、
国
家
と
言
う
権
力
が
強
調
さ
れ
、
人
間
と
し
て
の
生
、
個
人
の

自
由
と
真
実
な
感
情
が
抑
圧
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
の
新
聞
報
道
や
文
学
は
、
国
家
の
勝
利
と
美
談
に
多
大
の
紙

面
を
割
い
て
も
、
そ
の
陰
に
隠
れ
た
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
惨
憺
た
る
個
人
の
犠
牲
や
「
誠
」
な
る
感
情
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

兎
角
控
え
め
に
描
い
て
い
る
。
戦
争
を
美
化
し
、
国
民
を
戦
争
に
駆
り
立
て
る
誇
大
な
言
辞
に
対
し
て
漱
石
は
反
発
し
て
い
る
が
、
日

露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
新
聞
雑
誌
は
戦
争
一
色
に
塗
り
潰
さ
れ
、
国
民
的
狂
気
を
推
進
し
、
鼓
舞
激
励
す
る
。
そ
の
時
人
間
感
情
の

真
実
に
迫
り
、
個
人
の
真
情
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
非
国
民
扱
い
、
国
賊
扱
い
さ
れ
、
孤
立
し
、
圧
殺
さ
れ
る
た
め
、
漱
石
は
、
遠
い

「
倫
敦
塔
」
の
場
を
借
り
て
、
人
々
の
人
間
性
を
読
み
戻
し
、
「
公
け
の
掟
」
よ
り
隠
れ
さ
れ
た
人
々
の
「
誠
」
な
る
感
情
、
「
心
の
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中
」
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
四
項 

 

 

漱
石
が
「
倫
敦
塔
」
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
は
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
に
お
い
て
、
人
間
は
近
代
兵
器
に
よ
っ
て

家
畜
同
様
に
殺
さ
れ
て
、
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
が
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
漱
石
は
こ
の
時
点
で
、
も
う
一
度
根
底
か
ら
個
人
の
生

の
意
味
を
問
い
直
す
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
人
間
性
喪
失
の
現
状
は
日
露
戦
争
当
時
に
顕
著
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
英
国
留
学
当
時
の
倫
敦
の
実
情
と
微
妙
に
響
き
あ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
の
国
内
で
は
こ
れ
ら
の
悲
惨
な
現
実
を

直
視
し
よ
う
と
せ
ず
。
新
聞
報
道
や
文
学
に
は
、
国
の
た
め
の
犠
牲
を
美
化
し
、
個
人
の
犠
牲
や
個
人
「
誠
」
な
る
感
情
が
控
え
め
に

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
人
間
感
情
の
真
実
に
迫
り
、
個
人
の
真
情
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
非
国
民
扱
い
、
国
賊
扱
い
さ
れ
、
孤
立

さ
れ
、
圧
殺
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
漱
石
は
そ
う
い
う
よ
う
な
世
相
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
生
の
意
味
、
人
間
性
、

個
人
感
情
の
真
実
の
埋
没
現
象
を
嫌
悪
し
た
漱
石
は
、
英
国
の
歴
史
を
一
身
に
担
っ
て
い
る
「
倫
敦
塔
」
の
中
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
を

解
き
明
か
す
鍵
を
探
し
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

倫
敦
塔
の
内
部
に
、
漱
石
が
語
り
手
の
「
余
」
に
見
せ
た
の
は
、
「
命
さ
へ
助
け
て
呉
る
ゝ
な
ら
伯
父
様
に
王
の
位
を
進
ぜ
る
も
の

を
」
、
「
母
様
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
う
二
人
王
子
の
願
望
、
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
が
、
無
慈
悲
に
も
権
力
で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
風

景
で
あ
り
、
「
公
け
の
掟
」
の
前
に
、
私
情
を
挟
む
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
ず
、
心
苦
し
く
も
二
人
の
子
供
に
会
い
た
い
と
訴
え
る
母
親

の
願
い
を
断
っ
た
門
番
の
姿
で
あ
り
、
「
さ
め

ぐ
と
泣
く
」
以
外
に
他
の
方
法
を
一
切
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
無
力
で
悲
し
い
母
親
の

姿
で
あ
り
、
ま
た
「
公
け
の
掟
」
に
束
縛
さ
れ
て
、
何
の
罪
も
な
い
二
人
の
王
子
を
殺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
首
切
り
の
姿
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
漱
石
が
「
余
」
に
発
見
さ
せ
た
の
は
、
「
公
け
の
掟
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ
た
「
人
間
性
」
と
権
力
に
縛
ら
れ
、

「
誠
」
な
る
感
情
が
一
切
許
さ
れ
ぬ
、
無
力
で
悲
し
い
人
間
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
漱
石
は
日
本
の
社
会
に
人
間
性
へ
の
尊
重
を
呼
び
戻

し
た
か
っ
た
た
め
、
「
倫
敦
塔
」
に
権
力
に
縛
ら
れ
た
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
、
題
辞
の
背
後
の
隠
さ
れ
た
「
生
」
に
対
す
る
人
間

と
し
て
の
執
念
、
「
空
し
き
文
字
」
、
「
空
し
き
物
質
」
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
「
反
語
」
的
な
営
み
と
生
死
の
極
端
に
お
け
る
人
々
の
諸

相
と
人
の
「
心
の
中
」
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
生
の
意
味
、
個
人
の
感
情
の
真
実
を
埋
没
し
、
個
人
の
真
情
を
表
現
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す
る
言
葉
を
、
非
国
民
扱
い
、
圧
殺
さ
れ
る
日
露
戦
争
期
に
、
漱
石
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
倫
敦
の
舞
台
を
借
り
て
「
倫
敦
塔
」
を
構
築

し
た
の
は
、
日
本
に
真
の
「
人
間
性
」
の
回
復
を
願
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

  

第
二
節
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」 

 

短
篇
小
説
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
に
「
学
燈
」
に
掲
載
さ
れ
、
翌
年
五
月
に
大
倉
書
店
・
服

部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
に
、
漱
石
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
旧
居
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ラ
イ
ル
遺
書
目
録
を
寄

稿
し
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
遺
書
目
次
」
と
し
て
「
学
燈
」
の
中
で
紹
介
し
た
。
「
学
燈
」3

8

と
い
う
発
表
媒
体
を
考
え
る
と
、
そ
れ
が
学
術

的
な
文
章
の
一
つ
と
し
て
同
時
代
の
知
識
人
の
間
で
も
非
常
に
関
心
の
高
か
っ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
と
い
う
人
物
を
紹
介
す
る
た
め
に
書

か
れ
た
物
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
実
際
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
読
ん
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
学
術
的
紹
介

と
感
じ
た
同
時
代
読
者
は
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
う
。 

 

従
来
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
対
す
る
研
究
は
、
『
漾
虚
集
』
論
の
中
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
独
立
し
た
一
作

品
と
し
て
の
論
考
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
早
い
時
期
か
ら
漱
石
の
実
体
験
と
関
連
し
て
、
作
中
の
「
余
」
と
漱
石
自
身
が
同
一
視
さ
れ
、

創
作
と
い
う
よ
り
も
事
実
に
基
づ
く
紀
行
文
や
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
傾
向
が
強
い3

9

。
ま
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を

単
独
に
扱
う
研
究
史
の
中
で
、
こ
の
作
品
は
主
に
事
実
関
係
や
典
拠
や
受
容
な
ど
を
中
心
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
比
較
的
早
い
時
期
に
、

岡
三
郎4

0

は
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
典
拠
に
つ
い
て
論
じ
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
漱
石
文
庫
に
存
在
す
る
「
１
９
０
０

年

T
h
e
 
C
a
r
l
y
l
e

’s
 
H
o
u
s
e
 
M
e
m
o
r
i
a
l
 
T
r
u
s
t

が
発
行
者
に
な
っ
て
い
る

C
a
r
l
y
l
e

’s
 
H
o
u
s
e

：I
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
 

C
a
t
a
l
o
g
u
e
 o
f
 B
o
o
k
 M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
 P

i
c
t
u
r
e
s
 a
n
d
 F
u
n
i
t
u
r
e
 
 
E
x
h
i
b
i
t
e
d
 T
h
e
r
e
i
n
 

と
題
さ
れ
た
１
１
８
頁
ほ
ど
の
小
冊
子
」

を
、
「
も
っ
と
も
重
要
な
材
源
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と
し
て
推
定
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
他
の
先
行
研
究
に
は
、
日
本
に
お
け
る

カ
ー
ラ
イ
ル
の
受
容
と
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
松
村
昌
家4

1

の
論
が
あ
り
、
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
の

V
i
s
i
t
o
r

’s
 
B
o
o
k

の
漱

石
と
池
田
菊
苗
の
署
名
の
筆
跡
を
め
ぐ
る
出
口
保
夫4

2

の
論
考
が
あ
る
。
作
品
内
容
自
体
に
関
し
て
、
熊
坂
敦
子4

3

が
「
『
倫
敦
塔
』
が
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幻
想
的
、
残
忍
的
で
、
一
種
凄
愴
感
を
伴
う
緊
張
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
に
較
べ
て
、『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
は
、
日
常
的
、
散
文
的
、

諧
謔
味
を
交
え
た
想
念
の
世
界
を
、
展
開
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
は
「
日
常
的
、
散
文
的
」
な
傾
向
、
す
な

わ
ち
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
カ
ー
ラ
ル
像
は
偉
大
な
文
学
者
・
思
想
家
と
し
て
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
一
人
の
普
通
の
人
間
と
し
て
の
面

を
向
け
よ
う
と
す
る
漱
石
の
意
識
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
他
に
は
近
代
文
明
社
会
へ
の
批
判
的
な
態
度
や
人
柄
の
「
四
角
四
面

さ
」4

4

や
持
病
の
胃
弱
も
含
め4

5

、
漱
石
が
カ
ー
ラ
イ
ル
に
抱
い
た
共
感
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
論
考
も
あ
る
。 

 

「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
は
漱
石
の
留
学
時
の
見
聞
を
元
に
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
た
め
、
そ
の
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
体
験
と
関

連
し
て
論
じ
た
も
の
が
多
い
が
、
漱
石
は
何
故
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
訪
問
か
ら
歳
月
が
経
っ
て
、
帰
国
し
た
日
本
で
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博

物
館
」
を
執
筆
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
日
露
戦
争
と
い
う
時
局
の
中
で
、
漱
石
が
こ
の
作
品
を
創
作
し
た
意
図
が
ま
だ
解
明
さ

れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
本
節
で
は
、「
余
」
が
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
巡
り
に
何
を
見
、
何
を
考
え
た
の
か
に
焦
点
を
あ
て
考
察
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
漱
石
が
日
露
戦
争
の
最
中
に
そ
の
作
品
を
通
じ
て
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
解
明
し
、
漱
石
の
姿

勢
を
見
出
し
た
い
。 

 

第
一
項 

 

公
園
の
片
隅
に
通
り
掛
の
人
を
相
手
に
演
説
を
し
て
居
る
者
が
あ
る
。
向
ふ
か
ら
来
た
釜
形
の
尖
つ
た
帽
子
を
被
づ
い
て
古
ぼ
け

た
外
套
を
猫
背
に
着
た
爺
さ
ん
が
そ
こ
へ
歩
み
を
佇
め
て
演
説
者
を
見
る
。
演
説
者
は
ぴ
た
り
と
演
説
を
や
め
て
つ
か

く
と
此
村
夫

子
の
た
ゞ
ず
め
る
前
に
出
て
来
る
。
二
人
の
視
線
が
ひ
た
と
行
き
当
る
。
演
説
者
は
濁
り
た
る
田
舎
調
子
に
て
御
前
は
カ
ー
ラ
イ
ル
ぢ

や
な
い
か
と
問
ふ
。
如
何
に
も
わ
し
は
カ
ー
ラ
イ
ル
ぢ
や
と
村
夫
子
が
答
へ
る
。
チ
エ
ル
シ
ー
の
哲
人
と
人
が
言
囃
す
の
は
御
前
の
事

か
と
問
ふ
。
成
程
世
間
で
は
わ
し
の
事
を
チ
エ
ル
シ
ー
の
哲
人
と
云
ふ
様
ぢ
や
。
セ
ー
ジ
と
云
ふ
は
鳥
の
名
だ
に
、
人
間
の
セ
ー
ジ
と

は
珍
ら
し
い
な
と
演
説
者
は
か
ら

く 

と
笑
ふ
。
村
夫
子
は
成
程
猫
も
杓
子
も
同
じ
人
間
ぢ
や
の
に
殊
更
に
哲
人
抔
と
異
名
を
つ
け

る
の
は
、
あ
れ
は
鳥
ぢ
や
と
渾
名
す
る
と
同
じ
様
な
も
の
だ
の
う
。
人
間
は
矢
張
り
当
り
前
の
人
間
で
善
か
り
さ
う
な
も
の
だ
の
に
。

と
答
へ
て
是
も
か
ら

く
と
笑
ふ
。 
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語
り
手
で
あ
る
「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
と
い
う
人
物
に
特
別
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
公
園
を
散
歩
す
る
度
に
必
ず
川
縁
の
椅
子
に

腰
を
下
ろ
し
、
向
側
の
カ
ー
ラ
イ
ル
の
旧
盧
を
眺
め
る
。
川
の
向
こ
う
側
に
あ
る
カ
ー
ラ
イ
ル
の
家
は
「
倫
敦
に
固
有
な
る
濃
霧
」
に

遮
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
余
」
が
い
く
ら
眺
め
て
も
、
そ
の
家
の
明
確
な
姿
を
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
冒
頭
で
の
カ
ー
ラ
イ

ル
と
演
説
者
の
話
は
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
訪
問
す
る
前
の
「
余
」
の
カ
ー
ラ
イ
ル
に
対
す
る
認
識
の
反
映
で
あ
る
。
冒
頭
で

「
余
」
が
思
う
カ
ー
ラ
イ
ル
は
一
人
の
「
哲
人
」
で
あ
り
、
ま
た
「
か
ら

く
と
笑
」
い
、
滑
稽
な
格
好
を
し
て
い
る
普
通
の
「
お
爺

さ
ん
」
で
あ
る
。 

「
余
」
は
イ
ギ
リ
ス
に
や
っ
て
来
た
「
日
本
人
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
だ
カ
ー
ラ
イ
ル
の
博
物
館
を
訪
問
し
て
い
な
い
時
点
で

思
い
描
い
た
カ
ー
ラ
イ
ル
の
姿
は
日
本
で
受
け
取
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は

中
村
正
直
『
西
国
立
志
編
』
（
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
）
に
よ
っ
て
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
草
稿
の
焼
失
事
件
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
中
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
。
そ
こ
に
採
ら
れ
て
い
る
カ
ー
ラ
イ
ル
の
逸
話
は
、
彼
が
書
い
て
い
た
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
草
稿
を

友
人
の
ミ
ル
に
貸
し
て
い
る
間
に
、
ミ
ル
家
の
女
中
に
誤
っ
て
燃
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ
の
話
の
中
で
の
カ
ー

ラ
イ
ル
は
草
稿
が
誤
っ
て
燃
や
さ
れ
た
こ
と
に
挫
け
ず
、
の
ち
に
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
を
再
完
成
し
た
。
そ
の
逸
話
か
ら
見
ら
れ
る

カ
ー
ラ
イ
ル
像
は
「
哲
人
」
で
あ
り
、「
堅
定
ノ
志
」
を
持
っ
た
「
偉
人
」
で
あ
る
。
日
本
で
『
西
国
立
志
編
』
の
中
で
作
ら
れ
た
「
不

屈
の
人
」
「
偉
人
」
と
し
て
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
後
も
根
強
く
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
日
本
で
本
格
的
に
カ
ー
ラ
イ
ル
が
紹

介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
竹
超
与
三
郎
の
評
論
「
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
」
（
明
治

二
二
（
一
八
八
九
年
）
）
を
は
じ
め
、
植
村
正
久
の
「
ト
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
」
（
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
）
や
、
一
八
九
三
（
明

治
二
六
）
年
に
出
た
平
田
久
の
『
カ
ー
ラ
イ
ル
』
が
現
れ
た4

6

。
そ
れ
ら
の
も
の
は
主
に
業
績
や
研
究
内
容
か
ら
カ
ー
ラ
イ
ル
を
紹
介

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
明
治
期
に
お
け
る
カ
ー
ラ
イ
ル
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
「
詩
家
」
、
「
預
言
者
」
、
「
英
国
の
偉
士
」
、
「
文
学
者
」

「
文
士
」
、「
政
治
論
者
」
、「
文
豪
」
な
ど
が
あ
る4

7

。「
余
」
は
冒
頭
で
ま
だ
博
物
館
を
訪
問
し
て
い
な
い
う
ち
に
、
ま
ず
日
本
で
受
け

取
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
「
チ
エ
ル
シ
ー
の
哲
人
」
と
し
て
カ
ー
ラ
イ
ル
を
取
り
上
げ
た
。 

 

し
か
し
、
冒
頭
で
「
余
」
が
カ
ー
ラ
イ
ル
と
演
説
者
と
の
対
話
中
に
登
場
さ
せ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
は
堅
い
「
哲
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
冒
頭
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
「
釜
形
の
尖
つ
た
帽
子
を
被
づ
い
て
古
ぼ
け
た
外
套
を
猫
背
に
着
」
て
、
極
め
て
滑
稽
的

な
格
好
を
し
て
い
る
「
村
夫
子
」
と
し
て
現
れ
た
。
し
か
も
「
演
説
者
」
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
、
自
分
が
「
哲
人
」
で
あ
る
こ
と
に
対



 

19 
 

し
て
平
然
と
反
応
し
て
い
る
。
彼
は
「
セ
ー
ジ
と
云
ふ
は
鳥
の
名
だ
に
、
人
間
の
セ
ー
ジ
と
は
珍
ら
し
い
な
」
と
言
っ
て
、
そ
し
て
「
か

ら

く
」
と
笑
い
出
し
、
後
に
「
演
説
者
」
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
話
に
、「
成
程
猫
も
杓
子
も
同
じ
人
間
ぢ
や
の
に
殊
更
に
哲
人
抔
と

異
名
を
つ
け
る
の
は
、
あ
れ
は
鳥
ぢ
や
と
渾
名
す
る
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
の
う
。
人
間
は
矢
張
り
当
り
前
の
人
間
で
善
か
り
さ
う
な

も
の
だ
の
に
。
」
と
い
い
、
そ
し
て
「
か
ら

く
」
と
笑
っ
て
い
た
。
冒
頭
で
滑
稽
的
な
格
好
を
し
て
、
「
か
ら

く
」
と
笑
う
カ

ー
ラ
イ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
哲
人
」
と
い
う
よ
り
、
一
人
の
普
通
の
「
お
爺
さ
ん
」
で
あ
り
、
一
人
の
「
村
夫
子
」
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
。
「
余
」
が
冒
頭
で
あ
げ
た
会
話
の
最
後
に
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
「
人
間
は
矢
張
り
当
り
前
の
人
間
で
善
か
り
さ
う
な
も
の
だ
」

と
言
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
「
余
」
が
思
う
カ
ー
ラ
イ
ル
は
尊
称
や
肩
書
よ
り
「
真
正
」
の
「
当
り
前
の
人
間
」
を
重
視
し
て
い
る
人

物
だ
と
窺
え
る
。 

 

第
二
項 

 

 

「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
そ
の
人
の
本
当
の
姿
を
探
求
す
る
た
め
、
「
あ
る
朝
遂
に
橋
を
渡
」
っ
て
、
「
チ
エ
ル
シ
ー
」
に
あ
る
カ
ー
ラ

イ
ル
の
旧
盧
を
訪
問
し
た
。「
チ
エ
ル
シ
ー
」
と
い
う
場
所
は
、
古
来
英
国
文
人
の
住
ん
だ
町
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る4

8

と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
余
」
も
こ
こ
で
、「
ト
マ
ス
、
モ
ア
」
、
「
ス
モ
レ
ツ
ト
」
、
「
リ
、
ハ
ン
ト
」
な
ど
著
名
人
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
の
有
名
人
の
家
は
「
皆
既
に
代
が
か
は
つ
て
現
に
人
が
這
入
つ
て
居
る
か
ら
見
物
は
出
来
」
な
く
な
っ
た
。
そ
の
中
で
今
は
カ
ー
ラ

イ
ル
の
旧
盧
だ
け
六
ベ
ン
ス
を
払
え
ば
誰
で
も
観
覧
で
き
る
状
態
で
あ
る
た
め
、
「
余
」
は
こ
こ
で
尊
称
や
肩
書
を
離
れ
、
一
人
の
人

間
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
の
姿
を
窺
う
機
会
を
得
た
。
カ
ー
ラ
イ
ル
の
家
は
「
往
来
か
ら
直
ち
に
戸
が
敲
け
る
程
の
道
傍
に
建
て
ら
れ

た
四
階
作
の
真
四
角
な
家
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
北
の
田
舎
」
か
ら
「
倫
敦
」
へ
出
て
き
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
」
が
「
探
し
に
探
し
抜
い

て
漸
々
の
事
で
探
し
宛
て
」
た
結
果
で
あ
る
。
「
偉
大
」
な
る
カ
ー
ラ
イ
ル
は
、「
四
千
万
の
愚
物
と
天
下
を
罵
つ
た
」
と
い
う
が
、
自

分
の
「
住
家
」
を
決
め
る
と
い
う
些
細
な
事
に
は
、
妻
君
の
助
け
を
求
め
る
。
「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
に
入
る
前
に
、
す
で
に

カ
ー
ラ
イ
ル
の
住
家
を
探
す
こ
と
に
よ
り
、
思
索
家
と
さ
れ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
の
新
た
な
一
面
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
。 

 

「
余
」
の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
内
部
の
探
求
は
、「
カ
ー
ラ
イ
ル
夫
婦
の
肖
像
」
を
飾
っ
て
い
る
一
階
か
ら
始
ま
る
。
一
階
の
部

屋
で
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
「
意
匠
に
成
つ
た
と
い
ふ
書
棚
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
並
べ
て
い
る
の
は
、
「
む
ず
か
し
い
本
」
、
「
下
ら
ぬ
本
」
、
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「
古
び
た
本
」
、
ま
た
「
読
め
さ
う
も
な
い
本
」
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
の
八
十
の
誕
生
日
の
記
念
の
た
め
に
鋳
た
と

い
ふ
銀
牌
と
銅
牌
」
も
飾
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
見
て
、
普
通
の
人
間
に
寄
り
添
っ
て
い
な
い
「
偉
人
」
、
「
哲
学
者
」
で
あ

る
カ
ー
ラ
イ
ル
像
が
想
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
余
」
は
そ
の
一
階
に
残
さ
れ
て
い
る
事
物
と
消
え
去
る
カ
ー
ラ
イ
ル
と
の
対
照
を
感

じ
、
カ
ー
ラ
イ
ル
と
い
う
人
間
自
体
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
そ
れ
ら
の
名
誉
を
象
徴
す
る
も
の
が
た
だ
の
抜
け
殻
に
過
ぎ
な
い

と
思
っ
て
い
る
。
「
余
」
の
そ
の
よ
う
な
思
い
は
、
訪
問
に
よ
り
ま
す
ま
す
深
く
な
り
、
そ
し
て
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
二
階
へ
上

が
っ
て
、
そ
こ
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
物
を
見
て
、「
余
」
は
矢
張
り
「
読
め
さ
う
も
な
い
」
本
、「
聞
い
た
事
の
な
さ
さ
う
な
」
本
、「
入

り
さ
う
も
な
い
」
本
が
多
い
と
語
り
出
し
た
。
こ
こ
で
一
見
に
し
て
一
階
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
二
階
の
様
子
が
伝
わ
れ
て
い
る
が
、
崔

明
淑4

9

が
指
摘
し
た
通
り
、
一
階
で
「
余
」
が
ひ
た
す
ら
に
語
り
出
し
た
「
あ
る
」
と
い
う
言
葉
と
比
べ
て
、
二
階
で
言
い
出
し
た
「
そ

う
」
と
い
う
様
態
辞
が
彼
の
意
識
の
微
妙
な
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

そ
の
後
、
意
識
が
微
妙
に
変
化
し
続
け
て
い
る
「
余
」
は
、
三
階
へ
上
が
り
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
寝
室
を
訪
ね
た
。
そ
こ
に
陳
列
さ
れ

て
い
る
も
の
を
見
て
、
「
余
」
は
一
階
と
二
階
と
違
っ
て
、
「
冷
や
か
」
、
「
物
静
か
」
、
「
寂
然
」
な
ど
感
情
が
含
ま
れ
て
い
る
言
葉
を
口

に
出
し
た
。「
余
」
が
そ
う
言
い
出
せ
る
の
は
、
そ
れ
ら
生
活
感
が
溢
れ
る
も
の
を
通
し
て
、「
余
」
の
中
に
よ
り
生
活
感
が
あ
る
普
通

の
人
間
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
像
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
見
て
人
間
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
に

ま
つ
わ
る
感
情
が
よ
り
喚
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
階
に
上
が
っ
た
「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
に
人
間
的
な
共
感
を
覚
え
、「
縹

渺
と
し
て
何
事
と
も
知
ら
ず
嬉
し
」
く
、
「
妙
な
気
持
ち
」
が
し
た
。
四
階
の
部
屋
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
書
斎
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ー
ラ

イ
ル
は
「
人
間
」
社
会
に
つ
い
て
考
え
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
、
『
英
雄
と
英
雄
崇
拝
』
、
『
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
伝
』
な
ど
の
代
表
作

を
書
き
あ
げ
、
世
間
で
名
を
知
ら
れ
た
「
哲
人
」
「
偉
大
人
」
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
余
」
は
こ
の
書
斎
で
、
偉
人
と
し
て
の
カ
ー
ラ

イ
ル
を
想
起
し
て
い
た
で
は
な
く
、
彼
の
人
間
と
し
て
の
不
足
を
見
出
し
た
。
そ
の
四
階
の
書
斎
は
も
と
も
と
様
々
な
「
下
界
」
の
声

と
隔
絶
さ
れ
る
た
め
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が
自
ら
得
意
の
計
画
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
夏
は
暑
く
て
居
り
に
く
ゝ
、
冬
は
寒
く
て
居

り
に
く
い
」
と
い
う
カ
ー
ラ
イ
ル
の
計
算
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が
予
想
し
た
ピ
ア
ノ
や
犬
の
声
、
鶏
の

声
な
ど
は
「
案
の
如
く
」
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
が
、
「
下
層
に
居
る
と
き
は
考
だ
に
及
ば
な
か
つ
た
寺
の
鐘
、
汽
車
の
笛
偖
は
何
と
も

知
れ
ず
遠
き
よ
り
来
る
下
界
の
声
」
が
呪
の
よ
う
に
追
い
か
け
て
「
旧
の
如
く
に
彼
の
神
経
を
苦
し
め
」
て
い
る
。
「
余
」
は
カ
ー
ラ

イ
ル
博
物
館
訪
問
を
通
じ
て
、
高
遇
な
思
想
を
持
つ
カ
ー
ラ
イ
ル
を
見
出
し
た
の
で
は
な
く
、
自
然
の
前
で
の
人
間
の
考
え
不
足
、
及
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ば
な
さ
を
持
つ
人
物
、
普
通
の
一
人
の
人
間
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
を
見
出
し
た
。 

 
そ
し
て
、
結
末
で
「
余
」
は
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が
庭
園
に
「
麦
藁
帽
を
阿
弥
陀
に
被
つ
て
寝
巻
姿
の
儘
啣
へ
烟
管
で
逍
遥
し
た
」
姿
や
、

「
夏
の
最
中
に
は
蔭
深
き
敷
石
の
上
に
さ
ゝ
や
か
な
る
天
幕
を
張
り
其
下
に
机
を
さ
へ
出
し
て
余
念
も
な
く
述
作
に
従
事
」
し
た
姿
や
、

「
星
明
か
な
る
夜
最
後
の
一
ぷ
く
を
の
み
終
り
た
る
後
」
に
「
空
を
仰
い
で
」
い
る
姿
を
見
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
嗚
呼
余
が
最
後

に
汝
を
見
る
の
時
は
瞬
刻
の
後
な
ら
ん
。
全
能
の
神
が
造
れ
る
無
辺
大
の
劇
場
、
眼
に
入
る
無
限
、
手
に
触
る
ゝ
無
限
、
是
も
亦
我
が

眉
目
を
掠
め
て
去
ら
ん
。
而
し
て
余
は
遂
に
そ
を
見
る
を
得
ざ
ら
ん
。
わ
が
力
を
致
せ
る
や
虚
な
ら
ず
、
知
ら
ん
と
欲
す
る
や
切
な
り
。

而
も
わ
が
知
識
は
只
此
の
如
く
微
な
り
」
と
叫
ん
で
、「
無
限
」
の
宇
宙
の
神
秘
に
つ
い
て
語
り
出
し
、
人
間
が
自
然
の
前
に
「
微
小
」

で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
を
人
々
に
伝
え
て
い
る
カ
ー
ラ
イ
ル
の
姿
を
見
た
。
そ
こ
で
「
余
」
が
見
た
カ
ー
ラ
イ
ル
に
つ
い
て
岡
三
郎

は
「
平
凡
で
日
常
的
な
カ
ー
ラ
イ
ル
」
、
「
苦
悶
す
る
カ
ー
ラ
イ
ル
」
、
「
瞑
想
的
な
カ
ー
ラ
イ
ル
」
と
し
て
解
釈
し
、
「
こ
の
作
品
の
冒

頭
で
は
哲
人
な
ど
と
あ
が
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
人
間
は
や
は
り
当
た
り
前
の
人
間
が
よ
い
の
に
と
言
っ
て
相
手
と
か
ら
か
ら

と
笑
っ
た
と
い
う
人
間
味
の
あ
る
カ
ー
ラ
イ
ル
が
提
示
さ
れ
、
次
い
で
書
物
の
う
え
で
は
自
分
独
り
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
言

い
、
〈
四
千
万
の
愚
物
と
天
下
を
罵
つ
た
〉
英
雄
的
な
カ
ー
ラ
イ
ル
も
、
借
家
探
し
と
な
る
と
細
君
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
い
ら
れ

な
い
。
平
凡
な
庶
民
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
生
活
者
カ
ー
ラ
イ
ル
の
一
面
が
述
べ
ら
れ
た
。
次
に
著
述
に
専
念
し
、
年
給
も
し
り
ぞ
け

て
清
廉
潔
白
な
〈
四
角
四
面
〉
な
生
活
を
す
る
カ
ー
ラ
イ
ル
、
無
器
用
で
素
朴
な
人
柄
の
カ
ー
ラ
イ
ル
、
そ
し
て
最
後
に
〈
懊
悩
〉
す

る
〈
鋭
敏
な
る
神
経
〉
の
持
ち
主
と
し
て
の
カ
ー
ラ
イ
ル
が
回
想
さ
れ
た
。
し
て
み
る
と
こ
の
庭
園
で
の
三
様
の
カ
ー
ラ
イ
ル
は
、
こ

の
作
中
に
冒
頭
か
ら
提
示
さ
れ
て
き
た
折
り
折
り
の
カ
ー
ラ
イ
ル
像
を
集
約
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
」5

0

と
分

析
し
た
。
岡
三
郎
の
分
析
し
た
通
り
、
こ
の
結
末
の
庭
園
に
「
余
」
は
訪
問
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
像
を
集
約
し
、
人
間
的
、

立
体
的
な
カ
ー
ラ
イ
ル
像
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
「
余
」
の
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
の
訪
問
も
そ
れ
を
以
っ
て
終
っ
た
。 

 

第
三
項 

 

 

夏
目
漱
石
が
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
知
識
人
に
カ
ー
ラ
イ
ル
を
紹
介
す
る
と
き
、
高
遇
な
思
想
を
持
つ
カ

ー
ラ
イ
ル
で
は
な
く
、
自
然
の
前
に
不
足
、
及
ば
な
さ
を
持
つ
人
物
と
し
て
提
示
し
た
意
味
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
こ
の
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作
品
を
執
筆
当
時
に
発
表
さ
れ
た
英
雄
や
偉
人
を
紹
介
す
る
文
章
と
と
も
に
論
じ
て
い
き
た
い
。
周
知
の
通
り
こ
の
作
品
が
創
作
さ
れ

た
の
は
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
し
て
二
年
後
、
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
開
戦
の
時
期
か
ら
そ
の
戦
争
を
美
化
し
、

士
気
を
鼓
舞
す
る
言
説
は
氾
濫
し
て
い
た
。
戦
争
中
に
も
、
国
民
を
鼓
舞
激
励
す
る
た
め
、
時
に
は
新
聞
や
報
道
が
、
失
敗
し
た
軍
事

行
動
を
隠
蔽
し
つ
つ
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
一
部
分
を
取
り
出
し
て
英
雄
的
な
行
動
だ
け
描
き
出
し
、
戦
死
者
を
「
英
雄
」
と
崇
め
、

国
民
全
体
の
士
気
を
煽
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
「
軍
神
」
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
広
瀬
中
佐
と
関
連
す
る
新
聞
報
道
を
取
り
上
げ
、
論
考

を
展
開
し
た
い
。 

 

広
瀬
中
佐
は
、
日
露
戦
争
中
の
旅
順
港
閉
塞
作
戦
に
お
い
て
、
閉
塞
船
福
井
丸
を
指
揮
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
彼
は
、
敵
弾
が
飛
び

来
る
中
で
行
方
不
明
と
な
っ
た
部
下
の
海
軍
一
等
兵
曹
（
戦
死
後
に
海
軍
兵
曹
長
）
杉
野
孫
七
を
探
し
に
出
た
た
め
退
避
が
遅
れ
、
ロ

シ
ア
海
軍
の
砲
弾
の
直
撃
を
受
け
て
戦
死
し
た
。
死
後
間
も
な
く
、
彼
の
戦
死
は
決
死
的
任
務
を
敢
行
し
、
ま
た
自
ら
の
危
険
を
顧
み

ず
部
下
の
生
命
を
案
じ
て
の
英
雄
的
な
行
為
と
し
て
報
道
さ
れ
た
。
広
瀬
中
佐
は
歿
後
す
ぐ
に
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」（
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
三
月
三
〇
日
）
に
よ
っ
て
「
軍
神
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
他
の
新
聞
報
道
や
雑
誌
に
も
広
瀬
中
佐
を
「
軍
神
」
と
す
る
記

事
が
多
く
見
ら
れ
る
。
雑
誌
「
征
露
戦
報
」
第
六
号
で
も
「
〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
」
と
い
う
特
集5

1

を
組
ん
で
彼
を
称
賛

し
た
。
し
か
し
、
広
瀬
中
佐
が
指
揮
し
た
そ
の
旅
順
港
閉
塞
の
作
業
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
小
森
陽
一
は
広
瀬
中
佐
を
「
軍
神
」

と
し
た
「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
同
じ
紙
面
に
、
「
旅
順
閉
塞
敵
の
公
報
」
の
中
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
港
口
は
依
然
と
し
て
通
行
全
く

自
在
な
り
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
船
を
沈
め
て
旅
順
港
口
を
塞
ぐ
と
い
う
作
戦
が
失
敗
し
た
こ
と
だ
と
指
摘
し
た5

2

。
「
日

露
戦
争
の
記
憶
、
記
憶
の
中
の
日
露
戦
争
」5

3

と
い
う
文
章
の
中
で
小
森
陽
一
が
分
析
し
た
通
り
、
作
戦
の
失
敗
、
戦
士
の
戦
死
は
広

瀬
中
佐
の
失
敗
し
た
指
揮
と
は
関
係
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
広
瀬
中
佐
を
「
軍
神
」
と
す
る
報
道
が
紙
面

を
占
め
て
い
た
た
め
、
「
軍
神
広
瀬
中
佐
」
の
神
話
に
対
し
て
、
疑
問
を
持
つ
人
が
少
な
い
。
そ
の
「
軍
神
」
神
話
に
対
す
る
、
疑
い

姿
を
表
明
し
た
数
少
な
い
人
の
中
に
漱
石
が
い
た
。
そ
れ
は
の
ち
に
書
か
れ
た
「
艇
長
の
遺
書
と
中
佐
の
詩
」
（
明
治
四
三
年
七
月
二

〇
日
）
と
い
う
文
章
か
ら
窺
え
る
。 

 

中
佐
は
詩
を
残
す
必
要
の
な
い
軍
人
で
あ
る
。
し
か
も
其
そ
の
詩
は
誰
に
で
も
作
れ
る
個
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
彼

あ
の
様
な
詩
を
作
る
も
の
に
限
つ
て
決
し
て
壮
烈
の
挙
動
を
敢
へ
て
し
得
な
い
、
即
ち
単
な
る
自
己
広
告
の
た
め
に
作
る
人
が
多
さ
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う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
其
そ
の
内
容
が
如
何
い
か
に
も
偉
さ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

 

漱
石
は
こ
こ
で
中
佐
が
作
っ
た
詩
を
「
自
己
広
告
」
と
い
い
、
自
分
を
偉
く
見
せ
よ
う
と
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
詩
を
書
く
者
に
限
っ
て
、
「
壮
烈
の
挙
動
を
敢
へ
て
し
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
発
言
に
つ
い
て
小
森
陽
一
は
漱
石
が
「
「
軍

神
広
瀬
中
佐
」
に
よ
る
、
旅
順
港
口
閉
塞
作
戦
そ
れ
自
体
、
さ
ら
に
そ
の
報
道
に
対
し
て
虚
偽
の
疑
い
を
抱
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
さ

え
あ
る
」
と
指
摘
し
、
漱
石
が
書
い
た
「
余
は
中
佐
の
敢
て
せ
る
旅
順
閉
塞
の
行
為
に
一
点
虚
偽
の
疑
ひ
を
挟
む
を
好
ま
ぬ
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
好
ん
で
罪
を
中
佐
の
詩
に
嫁
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
「
意
味
深
長
な
表
現
」5

4

と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
新

聞
報
道
や
文
章
が
国
民
の
士
気
を
煽
り
、
人
間
本
来
の
人
間
性
を
無
視
し
、
普
通
の
人
間
を
神
格
化
す
る
こ
と
に
、
疑
問
を
持
っ
て
い

る
漱
石
は
、
同
時
代
の
知
識
人
に
カ
ー
ラ
イ
ル
を
紹
介
す
る
と
き
、
カ
ー
ラ
イ
ル
を
偉
人
と
し
て
見
、
彼
の
業
績
や
学
術
を
紹
介
す
る

よ
り
、
彼
を
普
通
の
人
間
と
し
て
見
、
不
完
全
さ
を
持
つ
一
人
の
普
通
の
人
間
と
し
て
強
調
し
、
普
通
の
人
間
性
へ
の
尊
重
を
呼
び
戻

し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
四
項 

 

漱
石
が
「
余
」
の
中
に
立
ち
上
げ
た
カ
ー
ラ
イ
ル
像
は
「
偉
人
」
、
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
認
識
だ
け
で
は
な
く
、
不
完
全
さ
も
備
え

て
い
た
、
立
体
的
な
一
人
の
人
間
で
あ
る
。
漱
石
が
カ
ー
ラ
イ
ル
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
の
は
明
治
二
二
年
に
書
い
た
英
語
作
文

「M
y
 
F
r
i
e
n
d
s
 
i
n
 
t
h
e
 
S
c
h
o
o
l

」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
漱
石
は
夢
の
中
で
カ
ー
ラ
イ
ル
と
出
会
っ
た
と
い
い
、

「g
r
e
a
t
 e
s
s
a
y
i
s
t

」5
5

と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
漱
石
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
人
柄
に
も
共
感
を
抱
い
て
い
る
。
作
文
「M

y
 F
r
i
e
n
d
s
 

i
n
 t
h
e
 S
c
h
o
o
l

」
に
は
カ
ー
ラ
イ
ル
を
模
倣
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
、
「
友
」
、
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
し
て
の
認
識
が
垣
間
見
え
る
。
そ
の

作
文
の
中
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
た
だ
の
日
本
で
受
容
さ
れ
た
「
偉
人
」
、「
哲
学
者
」
だ
け
で
は
な
く
、
夢
の
中
に
現
れ
、
親
し
く
声
を

か
け
て
く
れ
る
と
い
う
親
近
感
を
感
じ
さ
せ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
す
る
前
に
は
す
で
に
親
近
感
を
持
ち
、
そ
の
人
柄

に
共
感
を
抱
い
て
い
た
漱
石
は
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
通
じ
て
読
者
に
紹
介
す
る
と
き
に
、
「
哲
学
人
」
「
堅
定
ノ
志
」
を
持
っ

た
「
偉
人
」
と
し
て
紹
介
す
る
よ
り
、「
真
正
」
の
「
当
り
前
の
人
間
」
像
を
取
り
上
げ
て
、
読
者
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 
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以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
中
に
漱
石
が
提
示
し
た
カ
ー
ラ
イ
ル
像
の
背
後
に
、
日
本
で
受
容

し
た
カ
ー
ラ
イ
ル
像
の
影
響
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
実
際
博
物
館
の
訪
問5
6

し
た
あ
と
で
再
認
識
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
ま
た
「
カ

ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
書
い
た
時
期
の
思
考
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
争
の
中
で
、
国
民
を
戦
争
に
駆
り
立
て
る
た
め
、
国
が
戦

争
を
美
化
し
、
個
人
の
犠
牲
と
感
情
を
控
え
め
に
描
き
、
普
通
の
人
間
を
「
軍
神
」
と
崇
め
、
「
軍
神
」
や
「
英
雄
」
と
い
う
言
葉
を

利
用
し
て
国
民
的
狂
気
を
推
進
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
漱
石
が
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
中
で
カ
ー
ラ
イ
ル
が
不
完
全
さ

を
持
つ
一
人
の
普
通
の
人
間
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
社
会
に
「
人
間
性
」
へ
の
尊
重
を
呼
び
戻
し
た
い
と
願
っ

て
い
た
漱
石
の
姿
が
窺
え
る
。 

 

第
二
章
「
幻
影
の
盾
」
、
「
薤
露
行
」 

 

本
章
で
は
中
世
西
洋
の
伝
説
的
な
世
界
を
舞
台
に
騎
士
達
の
恋
愛
を
描
く
「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
二

篇
は
共
に
、
中
世
の
西
洋
の
物
語
を
題
材
に
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
西
洋
の
伝
説
と
い
う
虚
構
的
な
枠
組
に
強
く
依

拠
し
て
い
る
一
方
、
漱
石
が
た
だ
西
洋
文
学
を
模
倣
や
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
個
性
的
な
新
し
い
も
の
物
語
を
構
築
し
た
。
漱
石
は
、

何
故
西
洋
伝
説
と
い
う
幻
想
的
な
物
語
世
界
を
借
り
な
が
ら
、
日
本
で
新
し
い
物
語
を
創
作
す
る
か
。
本
章
で
は
二
篇
の
執
筆
時
期
に

注
目
し
な
が
ら
、
論
じ
て
い
き
た
い
。 

 

第
一
節
「
幻
影
の
盾
」 

 

短
篇
小
説
「
幻
影
の
盾
」
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
四
月
に
「
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
」（
第
八
巻
第
七
号
）
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
一
九
〇

六
（
明
治
三
九
）
年
五
月
に
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。 
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「
幻
影
の
盾
」
の
起
稿
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
二
月
八
日
付
の
野
間
真
綱
宛
書
簡5

7

か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
二
月
の
初

め
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
脱
稿
は
「
蓬
莱
町
で
ビ
ー
ル
三
本
買
つ
て
夏
目
へ
行
く
」
、「
虚
子
漱
石
の
「
幻
の
盾
」
を
読
む
十
一
時
散
会
」

5
8

と
い
う
寺
田
寅
彦
二
月
二
五
日
の
日
記
の
記
述
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
二
五
日
以
前
と
推
定
出
来
る
。
同
時
代
評
は
作
品
の
冒
頭
が

よ
く
推
敲
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
も
の
を
始
め5

9

、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
冒
頭
の
表
現
や
英
文
学
と
の
比
較
・
影

響
関
係
の
解
明
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
て
き
た
も
の
が
多
く
、
特
に
外
国
文
学
か
ら
の
影
響
に
関
し
て
は
多
く
の
指
摘
が
あ
る6

0

。 

 

「
幻
影
の
盾
」
の
序
文
に
「
一
心
不
乱
と
云
ふ
事
を
、
目
に
見
え
ぬ
怪
力
を
か
り
、
縹
緲
た
る
背
景
の
前
に
写
し
出
さ
う
と
考
へ
て
、

此
趣
向
を
得
た
」
と
い
う
一
言
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
物
語
を
創
作
す
る
趣
意
が
、
超
自
然
的
な
現
象
に
よ
る
「
一

心
不
乱
」
の
顕
現
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
漱
石
の
意
図
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
「
幻
影
の
盾
」
の
最
後
に
、
花
が
咲
き
、

春
が
続
く
「
盾
中
の
世
界
」
を
描
き
出
し
、
そ
の
春
が
続
く
「
盾
中
の
世
界
」
は
ヰ
リ
ア
ム
を
「
現
実
の
世
界
」
か
ら
救
い
出
し
た
と

同
時
に
、
最
後
の
一
節
で
「
古
往
今
来
」
、
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
」
は
「
幻
影
の
盾
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
「
ヰ
リ
ア

ム
一
人
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
漱
石
は
現
実
で
そ
の
よ
う
な
至
福
は
普
通
の
人
間
が
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

先
行
論
「
「
幻
影
の
盾
」
の
〈
幻
影
〉
」6

1

に
お
い
て
一
柳
広
孝
は
、
前
書
に
作
者
自
身
の
言
説
ま
で
取
り
出
し
た
こ
と
で
「
「
幻
影

の
盾
」
を
徹
底
的
に
現
実
か
ら
引
き
離
す
一
方
で
、
虚
構
内
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
」
と
指
摘
し
、
「
幻
影
の
盾
」
は
『
漾
虚
集
』

の
中
で
、
「
他
テ
ク
ス
ト
と
の
相
違
を
主
張
す
る
防
波
堤
で
も
あ
る
。
『
漾
虚
集
』
内
で
同
一
テ
ー
マ
を
扱
い
、
し
か
も
そ
れ
が
、
「
日

本
」
の
現
実
中
で
語
ら
れ
る
「
趣
味
の
遺
伝
」
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
、
徹
底
的
な
虚
構
処
理
に
基
づ
く
「
幻
影
の
盾
」
「
薤
露
行
」
と

い
う
対
比
の
構
図
」6

2

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
「
幻
影
の
盾
」
の
内
容
と
関
連
さ
せ
て
の
、
漱
石
初
期
文
学
に
お
け
る
意
味
は
あ

ま
り
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

 

本
節
で
は
、
ヰ
リ
ア
ム
の
人
物
像
の
分
析
か
ら
始
ま
り
、
ヰ
リ
ア
ム
が
い
る
「
現
実
の
世
界
」
と
漱
石
の
理
想
と
す
る
「
盾
中
の
世

界
」
が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
ヰ
リ
ア
ム
の
願
い
を
実
現
す
る
「
盾
」
の
神
秘
的

な
機
能
を
分
析
し
、
そ
の
盾
の
神
秘
的
な
力
を
通
し
て
、
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
考
察
し
た
い
。
そ
し
て
「
幻
影
の
盾
」
の

最
後
の
一
節
で
「
古
往
今
来
」
、
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
は
」
盾
の
持
ち
主
「
ヰ
リ
ア
ム
一
人
」
で
あ
る
と
い
う
一
文
に

着
目
し
、
漱
石
の
思
惑
を
捉
え
た
い
。 
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第
一
項 

 
一
心
不
乱
と
云
ふ
事
を
、
目
に
見
え
ぬ
怪
力
を
か
り
、
縹
緲
た
る
背
景
の
前
に
写
し
出
さ
う
と
考
へ
て
、
此
趣
向
を
得
た
。
是
を
日

本
の
物
語
に
書
き
下
さ
な
か
つ
た
の
は
此
趣
向
と
わ
が
国
の
風
俗
が
調
和
す
ま
い
と
思
ふ
た
か
ら
で
あ
る
。
浅
学
に
て
古
代
騎
士
の
状

況
に
通
ぜ
ず
、
従
つ
て
叙
事
妥
当
を
欠
き
、
描
景
真
相
を
失
す
る
所
が
多
か
ら
う
、
読
者
の
誨
を
待
つ
。 

 

作
品
の
序
文
に
、「
幻
影
の
盾
」
の
「
趣
向
」
が
日
本
の
風
俗
と
「
調
和
す
ま
い
」
と
い
う
作
者
の
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
作
品
の
語
り
手
が
登
場
し
、
「
遠
き
世
」
、
「
只
ア
ー
サ
ー
大
王
の
御
代
と
の
み
言
ひ
伝
へ
た
る
世
」
の
「
ブ
レ
ト
ン
」
に
場
面
を

設
定
し
、
物
語
の
基
本
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
冒
頭
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
幻
影
の
盾
」
は
ア
ー
サ
ー
王
と
円
卓
の
騎
士
の
世
界

を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
松
村
昌
家
は
「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
漱
石
の
「
盾
の
話
し
」
の
時
代
的
背
景
の
設
定
と
し
て
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
そ
の
話
の
筋
の
展
開
は
、
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
と
は
無
関
係
」
で
あ
り
、
「
「
幻
影
の
盾
」
は
、
「
遠
き

世
の
」
騎
士
の
ロ
マ
ン
ス
を
描
く
た
め
に
、
ア
ー
サ
ー
王
の
時
代
を
借
り
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
そ
の
も
の
と
時

代
の
間
に
は
、
何
の
必
然
的
関
係
も
な
い
」6

3
と
指
摘
し
た
。「
幻
影
の
盾
」
は
「
遠
き
世
の
物
語
」
で
あ
る
。「
今
代
の
話
し
で
は
な
」

く
、
「
何
時
の
頃
と
も
知
ら
ぬ
」
と
強
調
し
た
。
一
方
、「
只
ア
ー
サ
ー
大
王
の
御
代
と
の
み
言
ひ
伝
へ
た
る
世
に
、
ブ
レ
ト
ン
の
一
士

人
が
ブ
レ
ト
ン
の
一
女
子
に
懸
想
し
た
事
が
あ
る
。
」
と
「
楯
の
話
し
は
此
憲
法
の
盛
に
行
は
れ
た
時
代
に
起
つ
た
事
」
と
そ
の
物
語

は
ア
ー
サ
ー
王
と
円
卓
の
騎
士
の
世
界
を
描
い
た
作
品
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
松
村
昌
家
が
指
摘
し
て
い
る
「
筋
の
展
開
は
、
ア

ー
サ
ー
王
伝
説
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
に
は
賛
成
す
る
が
、
「
ス
ト
ー
リ
そ
の
も
の
と
時
代
の
間
に
は
、
何
の
必
然
的
関
係
も
な
い
。
」

と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
で
ま
ず
「
幻
影
の
盾
」
の
時
代
背
景
か
ら
主
人
公
ヰ
リ
ア
ム
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
「
幻
影
の
盾
」
は
「
主

君
へ
の
忠
誠
と
恋
と
の
相
克
に
苦
悩
す
る
騎
士
ヰ
リ
ア
ム
」6

4

を
描
い
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
硲
香
文
は
指
摘
し
た
。
ヰ
リ
ア
ム
の
内

心
の
相
克
が
時
代
背
景
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。 

 

ヰ
リ
ア
ム
は
白
城
の
青
年
騎
士
で
あ
る
。
「
身
の
丈
六
尺
一
寸
、
痩
せ
て
は
居
る
が
満
身
の
筋
肉
を
骨
格
の
上
へ
た
ゝ
き
付
け
て
出

来
上
つ
た
様
」
な
男
で
あ
り
、
「
馬
に
乗
つ
て
終
日
終
夜
野
を
行
く
に
疲
れ
た
事
の
な
い
」
男
で
あ
り
、
「
一
片
の
麺
麭
も
食
は
ず
一

滴
の
水
さ
へ
飲
ま
ず
、
未
明
よ
り
薄
暮
迄
働
き
得
る
」
と
い
う
。
「
四
年
前
の
戦
に
甲
も
棄
て
、
鎧
も
脱
い
で
丸
裸
に
な
つ
て
城
壁
の
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裏
に
仕
掛
け
た
る
、
カ
タ
パ
ル
ト
を
彎
い
た
事
」
が
あ
り
、
そ
の
有
様
を
見
て
い
た
者
が
「
ヰ
リ
ア
ム
の
腕
に
は
鉄
の
瘤
が
出
る
」
と

い
っ
た
。
周
り
の
人
々
か
ら
は
立
派
な
騎
士
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ヰ
リ
ア
ム
自
身
も
「
戦
が
出
来
ぬ
位
な
ら
武
士
の
家
に
生
れ

て
来
ぬ
が
よ
い
」
と
自
分
の
騎
士
な
り
の
身
体
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
白
城
の
城
主
狼
の
ル
ー
フ
ァ
ス
に
仕
え
て
い
て
、
子
供
の
と

き
か
ら
「
小
山
を
三
つ
越
え
て
大
河
を
一
つ
渉
り
」
、
離
れ
た
夜
叉
の
城
主
の
愛
女
ク
ラ
ヽ
と
懇
意
で
あ
っ
た
。
成
人
し
て
か
ら
は
、

終
日
「
語
り
暮
し
」
、
お
互
い
に
愛
し
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ヰ
リ
ア
ム
が
ク
ラ
ヽ
と
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
「
十
二
三
の
小
供
」

の
頃
で
あ
り
、
そ
の
時
ヰ
リ
ア
ム
は
「
槍
を
持
た
な
い
」
、
つ
ま
り
「
ナ
イ
ト
で
な
い
」
時
期
で
あ
っ
た
。
『
図
説
世
界
文
化
史
大
系 

第
七
巻 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』
に
よ
る
と
、
騎
士
の
子
弟
は
「
七
歳
か
八
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
父
母
の
手
を
離
れ
て
封
主
や
親
戚
の

家
に
送
ら
れ
、
こ
こ
で
騎
士
と
し
て
の
専
門
的
訓
練
を
受
け
」
、
「
二
十
歳
の
こ
ろ
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
騎
士
と
し
て
の
資
格
が

備
わ
っ
て
く
る
と
、
騎
士
叙
任
式
が
行
わ
れ
る
。
ウ
マ
、
武
器
、
甲
胄
な
ど
が
与
え
ら
れ
、
一
人
前
の
騎
士
と
し
て
認
め
ら
れ
た
」6

5

と
い
う
。
二
六
歳
の
ヰ
リ
ア
ム
は
も
う
「
槍
も
あ
る
、
ナ
イ
ト
で
も
あ
る
」
。
そ
の
た
め
、
騎
士
と
し
て
の
責
任
も
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

中
世
騎
士
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
名
声
や
勢
威
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
服
従
・
忠
誠
・
奉
仕6

6

に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
服
従
・
忠
誠
・
奉
仕
の
な
か
で
最
も
「
重
要
な
徳
目
は
〈
誠
実
〉
」
で
あ
る
。
「
主
君
に
対
し
て
誠
実
宣
誓
を
行
な
う
者
は
常
に
次
の

六
つ
の
言
葉
を
心
に
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
無
傷
、
安
全
、
名
誉
、
有
用
、
容
易
、
可
能
の
六
つ
の
言
葉
を
」
、
「
無

傷
、
そ
れ
は
主
君
の
身
体
に
傷
を
負
わ
せ
る
原
因
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
安
全
、
そ
れ
は
主
君
の

秘
密
、
あ
る
い
は
主
君
の
安
全
を
保
証
す
る
要
塞
の
機
密
を
洩
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
君
に
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
名
誉
、
そ
れ
は
主
君
の
裁
判
権
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
、
主
君
に
合
法
的
帰
属
し
主
君
の
名
誉
と
す
る

諸
権
利
を
侵
害
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
容
易
に
し
て
可
能
、
そ
れ
は
容
易
に
善
を
為
し
う
る

よ
う
場
合
に
こ
れ
を
行
な
お
う
と
す
る
主
君
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
そ
し
て
主
君
に
と
っ
て
可
能
な
こ
と
を
不
可
能
に
し
た

り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
」6

7

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
騎
士
の
「
誠
実
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
主
君
に
有
害
な
行

為
を
行
わ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
幻
影
の
盾
」
で
登
場
す
る
人
物
な
い
し
展
開
す
る
事
件
が
、
全
て
中
世
的
相
貌
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
主
君
へ
の
「
誠
実
」
が

要
求
さ
れ
た
騎
士
で
あ
る
ヰ
リ
ア
ム
は
、
騎
士
と
言
う
社
会
的
身
分
を
持
っ
て
、
主
君
へ
奉
仕
と
忠
誠
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
手
創
負
ひ
て
斃
れ
ん
と
す
る
父
と
た
よ
り
な
き
吾
と
を
、
敵
の
中
よ
り
救
ひ
た
る
ル
ー
フ
ァ
ス
の
一
家
に
事
あ
り
」
と
い
う
時
に
、

ヰ
リ
ア
ム
は
恩
を
う
け
た
主
君
に
そ
む
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
愛
す
る
ク
ラ
ヽ
の
一
門
に
弓
を
ひ
く
の
は
、
ヰ
リ

ア
ム
個
人
の
「
誠
実
」
な
願
い
で
は
な
い
。「
負
け
れ
ば
打
死
を
す
る
。
ク
ラ
ヽ
に
は
逢
え
ぬ
。
勝
て
ば
ク
ラ
ヽ
が
死
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
」
、

つ
ま
り
い
ず
れ
に
し
て
も
ク
ラ
ヽ
に
は
逢
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
戦
争
に
突
入
し
た
と
き
、
「
現
実
の
世
界
」
で
騎
士
で
あ
る
ヰ
リ

ア
ム
の
心
は
、
先
祖
か
ら
仕
え
て
き
た
主
君
に
対
す
る
「
誠
実
」
と
、
ヰ
リ
ア
ム
個
人
へ
の
「
誠
実
」
に
分
裂
す
る
。
そ
の
窮
地
の
中
、

「
現
実
の
世
界
」
で
息
苦
し
い
状
態
に
落
ち
た
ヰ
リ
ア
ム
は
切
り
札
と
し
て
「
過
去
、
現
在
、
未
来
に
渉
つ
て
吾
願
を
叶
え
る
事
の
あ

る
」
幻
影
の
盾
を
取
り
出
す
。 
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「
巨
人
」
の
話
に
よ
る
と
、
幻
影
の
盾
は
「
ワ
ル
ハ
ラ
の
国
オ
ジ
ン
の
座
に
近
く
、
火
に
溶
け
ぬ
黒
鉄
を
、
氷
の
如
き
白
炎
に
鋳
た

る
」
も
の
で
あ
る
。
盾
の
縁
を
め
ぐ
る
鋲
の
内
側
に
は
、
「
四
寸
許
り
の
円
を
画
し
て
匠
人
の
巧
を
尽
し
た
る
唐
草
が
彫
り
付
け
」
て

あ
り
、
内
側
に
入
る
と
「
延
板
の
平
ら
な
地
」
に
な
っ
て
、
「
そ
こ
は
今
も
猶
鏡
の
如
く
輝
や
い
て
面
に
あ
た
る
も
の
は
必
ず
写
す
」
。

時
に
は
こ
の
盾
を
壁
か
ら
下
ろ
し
て
磨
く
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
盾
の
持
ち
主
で
あ
る
ヰ
リ
ア
ム
は
「
否
」
と
い
う
。
こ
の
盾
は
「
霊

の
盾
」
で
あ
る
か
ら
、
「
磨
か
ね
ど
も
光
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
盾
の
真
中
が
「
五
寸
許
り
の
円
」
を
描
い
て
浮
き
上
る
。
こ
れ
に
は

「
怖
ろ
し
き
夜
叉
の
顔
」
が
隙
間
も
な
く
鋳
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
顔
は
、
「
長
し
へ
に
天
と
地
と
中
間
に
あ
る
人
と
を
呪
」
い
、
頭

の
毛
は
「
春
夏
秋
冬
の
風
に
一
度
に
吹
か
れ
た
様
に
残
り
な
く
逆
立
つ
て
」
い
る
。
し
か
も
「
其
一
本

く
の
末
は
丸
く
平
た
い
蛇
の

頭
と
な
つ
て
其
裂
け
目
か
ら
消
え
ん
と
し
て
は
燃
ゆ
る
如
き
舌
を
出
」
し
て
い
る
。
「
毛
と
云
ふ
毛
は
悉
く
蛇
で
、
其
蛇
は
悉
く
首
を

擡
げ
て
舌
を
吐
い
て
縺
る
ヽ
の
も
、
捻
ぢ
合
ふ
の
も
、
攀
ぢ
あ
が
る
の
も
、
に
じ
り
出
る
の
も
見
ら
」
れ
る
。
こ
の
怪
物
は
「
遠
き
昔

し
の
ゴ
ー
ゴ
ン
」
を
想
起
さ
せ
、「
ゴ
ー
ゴ
ン
を
見
る
者
は
石
に
化
す
と
は
当
時
の
諺
」
で
あ
る
が
、「
此
盾
を
熟
視
す
る
者
は
何
人
も

其
諺
の
あ
な
が
ち
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
る
。
盾
の
一
面
の
夜
叉
の
顔
の
周
り
に
は
「
蛇
」
が
取
り
巻
い
て
い
た
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
「
怖
ろ
し
き
夜
叉
」
は
「
ゴ
ー
ゴ
ン
・
メ
ヂ
ュ
ー
サ
」
に
似
て
い
て
、
「
こ
の
固
有
名
詞
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ギ
リ
シ
ァ
神

話
に
よ
っ
て
い
る
」6

8

も
の
で
あ
る
。
作
中
に
出
て
く
る
「
ゴ
ー
ゴ
ン
・
メ
ヂ
ュ
ー
サ
」
を
思
わ
せ
る
夜
叉
は
、「
現
実
の
世
界
」
で
ヰ
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リ
ア
ム
の
敵
を
呪
い
、
ヰ
リ
ア
ム
を
助
け
た
。 

 
ま
た
「
幻
影
の
盾
」
が
「
鏡
」
の
よ
う
な
一
面
も
持
っ
て
、
「
今
も
猶
鏡
の
如
く
輝
や
い
て
面
に
あ
た
る
も
の
は
必
ず
写
す
」
と
い

う
「
鏡
」
の
機
能
を
持
っ
て
い
る6

9

。
そ
の
点
に
つ
い
て
越
智
治
雄
は
鏡
が
自
己
研
究
す
る
た
め
の
も
の
で
、
ヰ
リ
ア
ム
の
持
つ
自
己

本
体
と
の
出
会
い
の
希
求
と
、
盾
に
写
る
世
界
は
ヰ
リ
ア
ム
の
想
念
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る7

0

。
確
か
に
、
鏡
は
「
他

の
世
界
、
非
現
実
の
虚
構
の
世
界
へ
の
入
口
」
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
鏡
の
中
で
は
「
夢
の
世
界
で
も

あ
り
、
ま
た
冥
界
で
も
あ
る
」7

1

と
い
う
。
こ
こ
で
越
智
治
雄
の
指
摘
し
た
通
り
、
ヰ
リ
ア
ム
は
盾
の
鏡
の
機
能
を
通
し
て
自
分
想
念

と
す
る
夢
の
世
界
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
。
巨
人
の
話
に
よ
る
と
、「
幻
影
の
盾
」
に
は
、「
盾
に
願
え
、
願
う
て
聴
か
れ
ざ
る
な
し
只
そ

の
身
を
亡
ぼ
す
事
あ
り
」
と
「
汝
盾
を
執
つ
て
戦
に
臨
め
ば
四
囲
の
鬼
神
汝
を
呪
う
こ
と
あ
り
。
呪
わ
れ
て
後
蓋
天
蓋
地
の
大
歓
喜
に

逢
う
べ
し
」
と
い
う
霊
力
を
持
ち
、
願
え
ば
必
ず
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
盾
に
は
主
君
に
対
す
る
「
誠
実
」
を

尽
く
し
て
騎
士
と
し
て
の
名
誉
を
守
る
ヰ
リ
ア
ム
の
、
騎
士
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
と
、
敵
の
姫
ク
ラ
ヽ
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
た
い

と
い
う
個
人
の
「
誠
実
」
な
願
い
を
同
時
に
叶
え
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ヰ
リ
ア
ム
は
盾
を
「
最
後
の
望
」
だ
と
思
っ

て
い
る
。
し
か
し
巨
人
が
語
る
通
り
、
願
い
が
叶
え
ら
れ
る
前
に
必
ず
「
四
囲
の
鬼
神
」
に
呪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
願

い
を
叶
う
と
同
時
に
、
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
も
し
盾
に
巨
人
が
語
る
霊
力
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
ヰ
リ
ア
ム
は
「
生
き
て
い
る
」

状
態
で
「
盾
中
の
世
界
」
で
「
大
歓
喜
」
を
迎
え
、
本
来
の
自
分
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
ヰ
リ
ア
ム
が
持
つ
幻
影
の

盾
に
は
鏡
と
い
う
機
能
も
あ
っ
た
。
鏡
が
、
越
智
治
雄
の
指
摘
し
た
物
事
の
本
体
を
投
影
で
き
る
機
能
だ
け
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ヰ
リ

ア
ム
は
「
生
き
て
い
る
」
状
態
で
二
つ
の
「
誠
実
」
を
手
に
入
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
盾
の
、
「
鏡
」
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
機
能
―
―
物
を
反
転
し
て
写
し
出
す
機
能
―
―
に
注
目
し
た
い
。「
幻
影
の
盾
」

の
中
で
は
「
赤
」
と
い
う
独
特
な
色
を
通
じ
て
、
盾
の
反
転
機
能
を
読
み
取
れ
る
。
白
城
と
夜
鴉
城
の
両
家
は
、
二
〇
年
来
の
仲
間
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
家
の
仲
は
あ
る
原
因
で
険
悪
に
な
り
、
戦
争
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
戦
争
へ
導
く

口
実
と
い
う
の
は
作
品
の
中
で
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
只
時
な
ら
ぬ
血
潮
と
迄
見
え
て
迸
ば
し
り
た
る
酒
の
雫
の
、
胸

を
染
め
た
る
恨
を
晴
さ
で
や
と
ル
ー
フ
ァ
ス
が
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
誓
へ
る
は
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
「
血
潮
と
ま
で
見
え
て
迸
ば
し
り
た
る
酒
の
雫
」
の
「
赤
」
は
そ
の
戦
争
を
導
く
色
と
な
っ
て
い
る
。
白
城
の
大
衆
の
ヰ
リ
ア
ム

た
ち
の
、
「
血
の
如
き
酒
を
啜
」
る
行
為
か
ら
、
敵
の
血
を
啜
る
よ
う
に
赤
い
酒
を
飲
む
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
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で
、
そ
の
「
血
の
如
き
」
の
酒
の
「
赤
」
は
「
死
」
や
「
殺
戮
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
「
幻
影
の
盾
」
中
の
「
現
実
の
世
界
」
で
、

「
赤
」
と
い
う
色
は
「
戦
争
」
、
「
死
」
、
「
殺
戮
」
、
「
炎
」
な
ど
を
代
表
し
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
現
実
の

世
界
」
で
「
赤
」
が
唯
一
「
生
」
を
代
表
し
て
い
る
場
面
が
ヰ
リ
ア
ム
の
親
友
で
あ
る
シ
ワ
ル
ド
が
、
ク
ラ
ヽ
を
敵
城
か
ら
脱
出
さ
せ

る
計
画
を
ヰ
リ
ア
ム
に
話
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
港
の
船
は
、
普
段
「
白
い
小
旗
」
を
揚
げ
て
い
る
が
、
ク
ラ
ヽ
を
無
事
に
つ
れ
だ
す
こ

と
が
で
き
た
ら
、
「
赤
」
の
旗
を
あ
げ
て
脱
出
成
功
の
合
図
に
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
の
「
赤
」
は
「
幻
影
の
盾
」
の
現
実
世

界
の
中
で
現
れ
た
唯
一
の
「
生
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
場
面
で
あ
る
が
、
結
局
「
現
実
の
世
界
」
の
中
で
そ
の
「
生
」
を
代
表
す
る
「
赤
」

旗
は
最
後
ま
で
掲
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
盾
の
外
の
世
界
で
は
、
「
赤
」
と
い
う
色
が
た
だ
「
戦
争
」
、
「
死
」
、
「
殺
戮
」
、

「
炎
」
な
ど
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
。 

「
盾
中
の
世
界
」
で
は
「
現
実
の
世
界
」
と
逆
に
、
ヰ
リ
ア
ム
は
「
紅
な
る
衣
を
着
る
女
」
の
言
う
通
り
盾
の
中
を
見
る
と
、
「
赤
」

い
帆
を
あ
げ
た
舟
が
進
ん
で
、
舳
に
ク
ラ
ヽ
が
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
「
盾
中
の
世
界
」
で
は
「
現
実
の
世
界
」
と
は
逆
に
、
帆

柱
に
「
赤
」
い
帆
が
揚
げ
ら
れ
て
、
ク
ラ
ヽ
の
「
生
」
が
成
就
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
赤
」
は
「
現
実
の
世
界
」
で
の
「
戦
争
」
、
「
死
」
、

「
殺
戮
」
を
代
表
す
る
暗
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
て
、
「
生
」
の
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
其
の
「
盾
中
の
世
界
」
に
「
紅
な
る

衣
」
を
着
る
女
は
ヰ
リ
ア
ム
に
希
望
を
与
え
る
。
「
現
実
の
世
界
」
と
逆
に
、
「
盾
中
の
世
界
」
で
は
「
赤
」
は
人
間
に
「
生
」
「
希

望
」
や
「
機
会
」
を
与
え
た
。
盾
の
鏡
の
機
能
を
通
じ
て
、
ヰ
リ
ア
ム
の
持
つ
自
己
本
体
と
の
出
会
い
の
希
求
が
成
就
で
き
た
だ
け
で

は
な
く
、
「
盾
中
の
世
界
」
で
死
ん
だ
人
が
復
活
で
き
、
「
生
き
て
い
る
」
状
態
で
個
人
の
感
情
を
成
就
さ
せ
、
「
大
歓
迎
」
を
結
末
に

迎
え
た
。「
幻
影
の
盾
」
そ
の
も
の
は
、「
蛇
」
の
一
面
と
「
鏡
」
の
一
面
を
同
時
に
持
ち
、「
生
き
て
い
る
」
状
態
で
ヰ
リ
ア
ム
の
二
つ

の
「
誠
実
」
を
成
就
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。 
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ヰ
リ
ア
ム
と
ク
ラ
ヽ
が
「
永
遠
の
春
」
、
「
大
歓
迎
」
を
迎
え
た
の
は
「
暖
か
い
南
国
」
の
風
景
が
満
ち
た
「
盾
中
の
世
界
」
で
の

「
森
」
の
池
の
側
で
あ
る
。
漱
石
文
学
の
中
で
「
森
」
と
「
暖
か
い
南
国
」
と
い
う
風
景
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
た
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。 
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「
森
」
と
い
え
ば
、
漱
石
の
作
品
『
三
四
郎
』
の
中
で
の
、
あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
東
大
の
「
森
」
の
情
景
が
想
起
さ
れ
る
。
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
、
漱
石
は
「
森
」
を
男
女
の
出
会
い
の
場
と
し
て
よ
く
描
い
て
い
る7

2

。
そ
れ
は
た
だ
の
出
会
い
の
場
で
は

な
く
、
個
人
の
誠
実
な
感
情
を
成
就
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
現
実
社
会
で
は
、
広
田
先
生
は
森
有
礼
の
葬

儀
以
来
全
く
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
ど
こ
の
誰
で
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
女
性
に
心
奪
わ
れ
つ
つ
も
そ
の
愛
は
成
就
で
き
ず
、
ま
た
、

主
人
公
の
三
四
郎
と
美
禰
子
も
社
会
的
制
約
の
問
題
で
結
ば
れ
な
か
っ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
達
が
「
森
」
の
中
に
い
る
間

だ
け
逢
瀬
が
ゆ
る
さ
れ
、
「
森
」
の
中
と
い
う
境
域
の
中
に
し
か
個
人
の
誠
実
な
感
情
が
成
就
で
き
な
い
。 

 

「
南
方
の
日
の
露
に
沈
ま
ぬ
う
ち
に
」
と
ヰ
リ
ア
ム
は
熱
き
唇
を
ク
ラ
ヽ
の
唇
に
つ
け
る
。
二
人
の
唇
の
間
に
林
檎
の
花
の
一
片
が

は
さ
ま
っ
て
濡
れ
た
ま
ゝ
つ
い
て
居
る
。 

「
此
国
の
春
は
長
へ
ぞ
」
と
ク
ラ
ヽ
窘
め
る
如
く
に
云
ふ
。
ヰ
リ
ア
ム
は
嬉
し
き
声
に 

D
r
u
e
r
i
e
 
!
 

と
呼
ぶ
。
ク
ラ
ヽ
も
同
じ
様

に 
D
r
u
e
r
i
e
 
!
 

と
云
ふ
。
籠
の
中
な
る
鸚
鵡
が 

D
r
u
e
r
i
e
 
!
 

と
鋭
ど
き
声
を
立
て
る
。
遙
か
下
な
る
春
の
海
も
ド
ル
エ
リ
と
答
へ

る
。
海
の
向
ふ
の
遠
山
も
ド
ル
エ
リ
と
答
へ
る
。
丘
を
蔽
ふ
凡
て
の
橄
欖
と
、
庭
に
咲
く
黄
な
花
、
赤
い
花
、
紫
の
花
、
紅
の
花
―
―

凡
て
の
春
の
花
と
、
凡
て
の
春
の
物
が
皆
一
斉
に
ド
ル
エ
リ
と
答
へ
る
。
ー
ー
是
は
盾
の
中
の
世
界
で
あ
る
。
而
し
て
ヰ
リ
ア
ム
は
盾

で
あ
る
。 

  

ヰ
リ
ア
ム
は
「
盾
中
の
世
界
」
「
暖
か
い
南
国
」
の
「
森
」
の
中
で
、
ク
ラ
ヽ
と
再
会
で
き
た
。
「
現
実
の
世
界
」
で
結
ば
れ
な
か
っ

た
二
人
は
、「
盾
中
の
世
界
」
の
「
森
」
の
中
で
常
に
「
二
人
共
」
で
あ
っ
て
、
す
れ
違
っ
て
い
な
い
。
ヰ
リ
ア
ム
が
熱
き
唇
を
ク
ラ
ヽ

の
唇
に
つ
け
る
と
盾
の
世
界
で
初
め
て
二
人
は
一
体
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
二
人
の
唇
の
間
に
林
檎
の
花
の
一
片
が
は
さ
ま

っ
て
濡
れ
た
ま
ゝ
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
「
化
石
」7

3

の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
二
人
は
「
永
遠
」
に
森
の
中
に
い
て
、

結
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

ま
た
、
「
暖
か
い
南
国
」
と
い
う
風
景
は
、
漱
石
文
学
の
中
で
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
幻
影
の
盾
」
の
中
で
ヰ
リ
ア

ム
が
眼
を
開
い
て
あ
た
り
を
見
廻
す
と
、
「
目
の
届
く
限
り
は
一
面
の
林
」
で
あ
る
。
そ
の
林
は
「
寂
然
と
し
て
太
古
の
昔
」
の
よ
う

に
「
人
の
踏
ん
だ
痕
が
」
な
い
。
そ
こ
は
人
間
が
生
ま
れ
る
以
前
の
純
粋
の
世
界
で
あ
り
、
「
業
障
の
風
」
が
渡
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
。
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現
実
の
世
の
中
に
は
「
業
障
の
風
」
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
が
故
に
、
本
来
の
自
分
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
ヰ
リ
ア
ム
の
想
念
の
世
界
で

は
、
本
来
の
自
分
を
取
り
戻
せ
る
世
界
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
世
界
の
「
秋
の
日
は
極
め
て
明
か
な
日
」
で
あ
る
。
「
真
上
か
ら
林
を
照

ら
す
光
線
が
、
か
の
丸
い
黄
な
無
数
の
葉
を
一
度
に
洗
つ
て
、
林
の
中
は
存
外
明
る
い
。
葉
の
向
き
は
固
よ
り
一
様
で
な
い
か
ら
、
日

を
射
返
す
具
合
も
悉
く
違
ふ
。
同
じ
黄
で
は
あ
る
が
透
明
、
半
透
明
、
濃
き
、
薄
き
、
様
々
の
趣
向
を
夫
々
に
凝
し
て
居
る
。
其
れ
が

乱
れ
、
雑
り
、
重
な
つ
て
苔
の
上
を
照
ら
す
か
ら
、
林
の
中
に
居
る
も
の
は
琥
珀
の
屏
を
繞
ら
し
て
間
接
に
太
陽
の
光
り
を
浴
び
る
心

地
」
と
い
う
。
そ
こ
に
「
太
古
の
池
」
が
あ
り
、
ヰ
リ
ア
ム
は
「
池
の
汀
迄
進
み
寄
る
」
と
、
そ
こ
の
「
岩
の
上
に
一
人
の
女
が
、
眩

ゆ
し
と
見
ゆ
る
迄
に
紅
な
る
衣
を
着
て
、
知
ら
ぬ
世
の
楽
器
を
弾
く
と
も
な
し
に
弾
い
」
て
い
る
。
ヰ
リ
ア
ム
は
ク
ラ
ヽ
と
そ
の
「
南

の
国
」
風
景
の
中
で
再
会
し
た
。
こ
こ
の
「
空
に
は
濃
き
藍
」
を
流
し
、「
海
に
も
濃
き
藍
」
を
流
し
て
、
そ
の
中
に
横
わ
る
「
遠
山
も

ま
た
濃
き
藍
」
を
含
ん
で
い
る
。
「
只
春
の
波
の
ち
ょ
ろ

く
と
磯
を
洗
ふ
端
丈
が
際
限
な
く
長
い
一
条
の
白
布
と
見
え
る
。
丘
に
は

橄
欖
が
深
緑
り
の
葉
を
暖
か
き
日
に
洗
は
れ
て
、
其
葉
裏
に
は
百
千
鳥
を
か
く
す
。
庭
に
は
黄
な
花
、
赤
い
花
、
紫
の
花
、
紅
の
花
ー

ー
凡
て
の
春
の
花
が
、
凡
て
の
色
を
尽
く
し
て
、
咲
き
て
は
乱
れ
、
乱
れ
て
は
散
り
、
散
り
て
は
咲
い
て
、
冬
知
ら
ぬ
空
を
誰
に
向
つ

て
」
咲
き
誇
る
。
暖
か
い
草
の
上
に
坐
っ
て
、
ヰ
リ
ア
ム
と
ク
ラ
ヽ
は
「
二
人
共
に
青
絹
を
敷
い
た
様
な
海
の
面
を
遙
か
の
下
に
眺
め

て
居
る
。
二
人
共
に
斑
入
り
の
大
理
石
の
欄
干
に
身
を
靠
せ
て
、
二
人
共
に
足
を
前
に
投
げ
出
し
て
居
る
。
二
人
の
頭
の
上
か
ら
欄
干

を
斜
め
に
林
檎
の
枝
が
花
の
蓋
を
さ
し
か
け
る
。
花
が
散
る
と
、
あ
る
と
き
は
ク
ラ
ヽ
の
髪
の
毛
に
と
ま
り
、
あ
る
時
は
ヰ
リ
ア
ム
の

髪
の
毛
に
か
か
る
。
又
あ
る
時
は
二
人
の
頭
と
二
人
の
袖
に
は
ら

く
と
一
度
に
か
か
る
」
。
そ
の
よ
う
な
風
景
は
漱
石
の
『
永
品
小

品
』
の
「
暖
か
い
夢
」
中
で
の
情
景
を
想
起
さ
せ
る
。
「
暖
か
い
夢
」
（
『
永
品
小
品
』
）
で
「
明
か
な
日
光
の
暖
か
に
照
り
輝
く
海
を
控

へ
て
、
黄
な
上
衣
を
着
た
美
し
い
男
と
、
紫
の
袖
を
長
く
牽
い
た
美
し
い
女
が
青
草
の
上
に
」
佇
ん
で
い
て
、
そ
の
時
「
閑
和
な
楽
の

音
が
、
細
く
長
く
、
遠
く
の
波
の
上
を
渡
つ
て
」
く
る
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
語
り
手
は
人
々
が
寒
く
暗
い
街
を
逃
れ
、
観

客
に
な
っ
て
「
闇
の
中
で
暖
か
な
希
臘
を
夢
み
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
「
暖
か
な
希
腊
」
の
牧
歌
的
な
風
景
の
な
か
佇
ん
で
い
る
「
黄

な
上
衣
を
着
た
美
し
い
男
と
、
紫
の
袖
を
長
く
牽
い
た
美
し
い
女
」
の
姿
と
「
閑
和
な
楽
の
音
」
が
彼
を
「
寒
」
く
「
黒
」
い
「
現
実

世
界
」
か
ら
救
い
出
し
た
。
漱
石
は
「
幻
影
の
盾
」
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
暖
か
い
南
国
風
景
が
満
ち
る
「
盾
中
の
世
界
」
も
同
様
に
、

ヰ
リ
ア
ム
を
呪
い
が
満
ち
る
「
現
実
の
世
界
」
か
ら
救
い
だ
し
た
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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第
四
項 

 
幻
影
の
盾
は
夜
叉
の
「
呪
い
」
の
機
能
と
「
鏡
」
の
機
能
を
同
時
に
持
ち
、
騎
士
で
あ
る
ヰ
リ
ア
ム
の
願
い
と
、
敵
の
姫
ク
ラ
ヽ
と

の
愛
を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
彼
個
人
の
願
い
を
同
時
に
叶
え
た
。
ま
た
、
盾
の
「
鏡
」
の
反
転
機
能
を
通
じ
て
、
暖
か
い
南
国
風
景
が

満
ち
る
「
盾
中
の
世
界
」
は
ヰ
リ
ア
ム
を
呪
い
が
満
ち
る
「
現
実
の
世
界
」
か
ら
救
い
出
し
、
「
生
き
て
い
る
」
状
態
で
「
長
へ
」
の

「
春
」
を
味
わ
え
た
。
「
幻
影
の
盾
」
は
竹
盛
天
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
「
俗
な
る
現
世
的
次
元
で
は
不
可
能
な
サ
ム
シ
ン
グ
に
聖
な
る

来
世
的
次
元
に
お
い
て
の
み
初
め
て
出
会
い
享
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
通
行
証
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
『
死
』
は
再
生
に
『
呪
』

は
恩
寵
に
マ
イ
ナ
ス
は
プ
ラ
ス
に
問
い
う
変
換
を
し
か
け
る
」7

4

威
力
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
現
実
の
世
界
」
で
先
祖
か
ら
仕

え
て
き
た
自
国
の
主
君
に
対
す
る
「
誠
実
」
と
、
個
人
へ
の
「
誠
実
」
と
に
分
裂
さ
れ
た
ヰ
リ
ア
ム
は
、「
幻
影
の
盾
」
を
通
じ
て
「
生

き
て
い
る
」
状
態
で
二
つ
の
願
い
を
実
現
で
き
た
。 

 

し
か
し
、
「
幻
影
の
盾
」
は
そ
の
様
な
喜
ば
し
い
結
末
を
上
げ
る
だ
け
で
、
終
わ
ら
な
い
。 

 

百
年
を
十
で
割
り
、
十
年
を
百
で
割
つ
て
、
贏
す
所
の
半
時
に
百
年
の
苦
楽
を
乗
じ
た
ら
矢
張
り
百
年
の
生
を
享
け
た
と
同
じ
事
ぢ

や
。
泰
山
も
カ
メ
ラ
の
裏
に
収
ま
り
、
水
素
も
冷
ゆ
れ
ば
液
と
な
る
。
終
生
の
情
け
を
、
分
と
縮
め
、
懸
命
の
甘
き
を
点
と
凝
ら
し
得

る
な
ら
ー
ー
然
し
そ
れ
が
普
通
の
人
に
出
来
る
事
だ
ら
う
か
？ 

ー
ー
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
は
古
往
今
来
ヰ
リ
ア
ム
一

人
で
あ
る
。 

  

「
幻
影
の
盾
」
の
最
後
の
一
節
で
「
古
往
今
来
」
、
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
は
」
盾
の
持
ち
主
で
あ
る
「
ヰ
リ
ア
ム
一

人
」
で
あ
る
と
、
語
り
手
は
結
論
づ
け
る
。
こ
の
語
り
手
は
漱
石
の
代
弁
者
で
あ
り
、
漱
石
は
現
実
で
は
そ
の
よ
う
な
至
福
は
普
通
の

人
間
が
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
苦
し
い
現
実
を
明
ら
か
す
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
最
後
の
一
節
か
ら
漱
石
の
「
幻
影
の
盾
」
を
創
作
し
た
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
幻
影
の
盾
」
は
創
作
さ
れ
た
時
期
が

「
泰
山
も
カ
メ
ラ
の
裏
に
収
ま
り
、
水
素
も
冷
ゆ
れ
ば
液
と
な
る
」
、
科
学
的
に
物
事
を
解
釈
す
る
傾
向
が
強
い
二
〇
世
紀7

5

で
あ
る
。

日
本
の
文
壇
に
し
て
も
超
自
然
的
な
も
の
や
、
不
思
議
的
な
も
の
を
否
定
す
る
傾
向
が
強
い
。
「
幻
影
の
盾
」
を
創
作
し
た
漱
石
は
決
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し
て
自
然
主
義
文
学
の
よ
う
に
、
文
学
と
リ
ア
ル
な
人
生
を
無
条
件
に
混
同
し
て
済
ま
せ
る
よ
う
な
単
純
な
思
考
を
良
し
と
し
て
い
る

の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
抜
き
に
は
じ
ま
っ
た
日
本
の
自
然
主
義
文
学
の
限
界
を
知
っ
て
、
不
思
議
な
「
幻
影
の

盾
」
を
創
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
作
品
の
最
後
の
一
節
で
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
は
古
往
今
来
ヰ
リ
ア
ム
一
人
で
あ

る
」
と
書
い
た
通
り
「
終
生
の
情
け
を
、
分
と
縮
め
、
懸
命
の
甘
き
を
点
と
凝
ら
し
」
た
神
秘
的
な
体
験
を
享
受
し
え
る
の
は
不
思
議

な
条
件
の
下
に
あ
る
特
殊
な
人
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
漱
石
の
複
眼
思
考
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
は
、

決
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
人
生
だ
け
を
無
条
件
に
信
奉
し
て
済
ま
せ
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
現
実
世
界
を
抜
き
に
し
て
、
浪
漫
的
な
も

の
だ
け
を
描
き
出
し
た
も
の
で
も
な
い
。
最
後
の
一
節
を
書
く
こ
と
で
、
ヰ
リ
ア
ム
と
一
体
化
し
て
作
品
の
内
部
世
界
を
生
き
て
き
た

漱
石
は
、
ヰ
リ
ア
ム
と
離
れ
、
作
品
世
界
の
外
に
出
た
。
作
品
世
界
の
外
に
立
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
を
目
に
し
な
が
ら
、
漱
石
は
「
幻

影
の
盾
」
の
神
秘
的
な
力
を
借
り
て
「
終
生
の
情
け
を
、
分
と
縮
め
、
懸
命
の
甘
き
を
点
と
凝
ら
し
得
る
」
、
「
至
福
」
を
普
通
の
人
々

に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 
第
二
節
「
薤
露
行
」 

 

短
篇
小
説
「
薤
露
行
」
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
一
月
に
「
中
央
公
論
」（
第
二
〇
〇
号
）
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
一
九
〇
六

（
明
治
三
九
）
年
五
月
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
録
さ
れ
た
。 

「
薤
露
行
」
が
掲
載
さ
れ
た
翌
月
に
は
、
い
く
つ
か
の
評
論
が
あ
り7

6

、
い
ず
れ
も
そ
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
作
品
の
冒

頭
に
典
拠
が
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、
比
較
文
学
の
方
面
か
ら
、
典
拠
と
の
異
同
を
問
題
点
と
す
る
研
究
が
早
い
時
期
か
ら
な
さ
れ
て

き
た
。
森
田
草
平
は
『
文
章
道
と
漱
石
先
生
』
に
お
い
て
、
「
「
薤
露
行
」
は
明
ら
か
に
マ
ロ
リ
イ
の
『
ア
ー
サ
ア
物
語
』
を
土
台
と
し

て
、
そ
れ
を
作
者
の
豊
か
な
空
想
の
赴
く
が
ま
ゝ
に
潤
飾
し
た
も
の
で
、
同
じ
材
料
を
取
り
扱
つ
た
も
の
に
は
、
前
に
ア
ル
フ
レ
ツ
ド
・

テ
ニ
ソ
ン
の
『
ア
イ
ヂ
ル
ス
・
オ
ブ
・
ゼ
・
キ
ン
グ
』
（
特
に
そ
の
中
の
『
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
エ
レ
ー
ン
』
）
と
『
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
妖

姫
』
と
の
二
つ
が
あ
る
」7

7

と
述
べ
、
テ
ニ
ソ
ン
の
も
の
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
「
薤
露
行
」
一
篇
に
の
み
焦
点
を
あ
て
た
江
藤
淳
は

『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
』
に
お
い
て
、
文
献
史
料
の
み
な
ら
ず
、
絵
画
・
挿
絵
な
ど
「
視
覚
芸
術
」
に
ま
で
広
げ
て
、
考
察
を
し
、

結
論
に
お
い
て
「
薤
露
行
」
が
「
罪
」
と
「
死
」
を
主
題
と
し
て
、
嫂
・
登
世
へ
の
思
い
の
「
隠
喩
と
暗
号
」
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
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述
べ
た7

8

。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
岡
昇
平
は
「
江
藤
淳
『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
』
批
判
」
を
書
き
、「
『
薤
露
行
』
と
い
う
『
も
の
』

に
つ
い
て
、
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
て
い
る
」7

9

と
言
っ
て
論
争
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
小
倉
脩
三8

0

は
一
連
の
論
考
の
中
で

江
藤
淳
の
資
料
の
処
理
に
疑
義
を
呈
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
今
ま
で
の
論
考
の
多
く
は
「
薤
露
行
」
の
冒
頭
で
典
拠
が
示
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
材
源
や
典
拠
と
の
比
較
か
ら
論
じ
て
き
た
。 

 

「
薤
露
行
」
の
冒
頭
で
は
典
拠
と
同
時
に
「
此
篇
の
如
き
も
作
者
の
随
意
に
事
実
を
前
後
し
た
り
、
場
合
を
創
造
し
た
り
、
性
格
を

書
き
直
し
た
り
し
て
可
成
小
説
に
近
い
も
の
に
改
め
て
仕
舞
ふ
た
」
と
記
さ
れ
、
「
元
来
な
ら
記
憶
を
新
た
に
す
る
為
め
一
応
読
み
返

す
筈
で
あ
る
が
、
読
む
と
冥
々
の
う
ち
に
真
似
が
し
た
く
な
る
か
ら
や
め
た
」
と
西
洋
文
学
を
模
倣
や
翻
訳
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

も
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
薤
露
行
」
を
創
作
し
た
「
主
意
は
、
こ
ん
な
事
が
面
白
い
か
ら
書
い
て
見
様
」
、
「
マ
ロ
リ
ー

が
面
白
い
か
ら
マ
ロ
リ
ー
を
紹
介
し
や
う
と
云
ふ
の
で
は
な
い
」
と
、
読
者
に
「
其
積
り
で
読
ま
れ
ん
事
を
希
望
」
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
作
品
の
冒
頭
に
こ
れ
が
西
洋
文
学
の
模
倣
や
翻
訳
で
は
な
い
と
書
い
た
意
味
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

漱
石
は
典
拠
を
示
す
な
か
で
「
書
き
直
す
必
要
は
充
分
あ
る
」
と
記
し
て
お
り
、
書
き
換
え
ら
れ
た
部
分
に
「
薤
露
行
」
を
読
み
解

く
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
切
り
口
と
し
て
作
品
分
析
を
行
い
た
い
。
小
倉
脩
三
は
、
「
「
薤
露
行
」(

下)
 
:
 

そ
の
材
源
を

め
ぐ
っ
て
」8

1

の
中
で
、
「
薤
露
行
」
に
登
場
す
る
三
人
の
女
性
に
関
す
る
漱
石
の
テ
キ
ス
ト
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
見
て
い
る
。 

 

エ
レ
ー
ン
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
は
原
作
と
も
っ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
一
途
に
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
愛
す
る
可
憐
な
少
女
で

あ
る
。
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
っ
た
一
夜
の
出
合
い
が
死
に
至
る
よ
う
な
恋
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
そ
の

一
瞬
の
出
合
い
の
運
命
性
で
あ
る
。 

ギ
ニ
ヰ
ア
は
、
原
作
が
、
並
は
ず
れ
た
嫉
妬
に
よ
っ
て
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
困
惑
さ
せ
る
女
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

漱
石
で
は
、
愛
に
悩
む
一
人
の
女
と
い
う
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
の
改
変
と
し
て
、
ギ
ニ
ヰ
ア
に
が
、

エ
レ
ー
ン
の
遺
書
に
よ
っ
て
、
不
倫
の
疑
惑
か
ら
脱
す
る
と
い
う
結
末
部
の
設
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
王
妃
の
不
倫
は
死
罪
だ
か
ら
、

死
の
窮
地
か
ら
か
ろ
う
じ
て
逃
れ
る
と
い
う
結
末
で
あ
る
。 

シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
、
一
つ
に
は
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
の
出
合
い
の
一
瞬
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

目
と
目
が
合
う
だ
け
で
死
に

至
る
の
だ
か
ら
、
エ
レ
ー
ン
の
場
合
の
一
夜
よ
り
さ
ら
に
極
端
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
点
は
、
原
作
で
は
、
単
に
呪
い
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を
か
け
ら
れ
て
い
る
女
で
あ
る
の
に
対
し
、
呪
い
を
か
け
る
女
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女

の
関
係
は
、
一
瞬
の
出
合
い
が
互
い
に
死
に
導
く
、
「
運
命
の
女
」
と
の
出
合
い
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。 

  

本
節
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
「
薤
露
行
」
に
登
場
し
た
四
人
の
人
物
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
典
拠
と
の

相
違
部
を
考
察
し
、
典
拠
か
ら
の
書
き
換
え
に
よ
り
漱
石
の
思
惑
を
明
白
に
す
る
。
そ
し
て
「
薤
露
行
」
が
新
し
く
構
築
さ
れ
た
こ
と

に
着
目
し
、
漱
石
が
こ
の
作
品
を
創
作
し
た
意
味
を
解
き
明
か
す
。 

  

第
一
項 

 

「
薤
露
行
」
は
、
一
人
居
残
っ
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
居
室
を
、
ギ
ニ
ヰ
ア
が
訪
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
ま
ず
ギ
ニ
ヰ
ア

の
人
物
形
象
か
ら
作
品
の
分
析
を
行
い
た
い
。
王
妃
で
あ
る
ギ
ニ
ヰ
ア
は
、
王
冠
を
被
り
、
薄
紅
の
衣
だ
け
を
身
に
着
け
た
姿
で
登
場

す
る
。
登
場
時
か
ら
す
で
に
社
会
的
な
身
分
を
象
徴
す
る
王
冠8

2

を
被
っ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
簡
素
な
衣

服
を
「
む
ざ
と
許
り
に
肩
よ
り
投
げ
懸
け
」
、
白
い
二
の
腕
が
露
わ
に
見
え
る
よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
ギ
ニ
ヰ
ア
は
、
ま
た
大
き
な

花
を
織
り
模
様
に
し
た
幕
の
前
に
、「
耳
押
し
付
け
て
一
重
向
ふ
に
何
事
を
か
聴
」
き
、「
聴
き
了
り
た
る
横
顔
を
又
真
向
に
反
へ
し
て

石
段
の
下
を
鋭
ど
き
眼
に
て
窺
」
っ
て
い
る
。
そ
の
容
貌
や
表
情
が
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
「
天
を
憚
か
り
、
地
を
憚

か
る
」
よ
う
に
人
目
を
警
戒
し
て
い
て
、
ま
た
そ
の
「
一
人
の
人
の
子
」
と
し
て
の
「
欲
望
と
、
そ
の
性
的
誘
惑
」8

3

を
表
す
「
薄
紅

の
一
枚
」
に
ま
と
っ
た
う
え
に
、「
王
冠
」
と
い
う
社
会
的
身
分
を
表
象8

4

す
る
も
の
を
同
時
に
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
悩
ん

で
葛
藤
し
て
い
た
心
理
状
態
が
窺
え
る
。
ギ
ニ
ヰ
ア
の
葛
藤
し
て
い
た
心
情
は
彼
女
の
言
葉
の
表
現
か
ら
も
窺
え
る
。「
天
を
憚
か
り
、

地
を
憚
か
る
」
中
に
、
「
ラ
ン
ス
ロ
ツ
ト
」
と
い
う
ギ
ニ
ヰ
ア
の
「
身
も
世
も
入
ら
ぬ
迄
力
の
籠
り
た
る
」
声
が
あ
る
。
そ
の
声
は
、

「
恋
に
敵
な
け
れ
ば
、
わ
が
戴
け
る
冠
を
畏
れ
ず
」
と
、
彼
女
の
内
面
的
な
情
熱
か
ら
発
声
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
言
葉
が
あ
る
一
方
、
「
君
一
人
館
に
残
る
今
日
を
忍
び
て
、
今
日
の
み
の
縁
と
な
ら
ば
う
か
ら
ま
し
」
、
「
薔
薇
の
香
に
酔
へ
る
病

を
、
病
と
許
せ
る
は
我
等
二
人
の
み
。
こ
の
カ
メ
ロ
ツ
ト
に
集
ま
る
騎
士
は
、
五
本
の
指
を
五
十
度
繰
り
返
へ
す
と
も
数
へ
難
き
に
、
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一
人
と
し
て
北
に
行
か
ぬ
ラ
ン
ス
ロ
ツ
ト
の
病
を
疑
は
ぬ
は
な
し
。
束
の
間
に
危
う
き
を
貪
り
て
、
長
き
逢
ふ
瀬
の
淵
と
変
ら
ば
…
…
」

と
、
そ
の
理
性
的
な
判
断
を
表
す
言
葉
も
あ
る
。 

内
心
で
葛
藤
し
な
が
ら
も
、
ギ
ニ
ヰ
ア
は
現
実
の
世
界
に
生
き
続
け
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
の
恋
を
続
け
る
た
め
に
、
世
間
と
ア
ー
サ

ー
王
の
前
で
、
自
分
の
心
情
を
隠
し
続
け
、
他
人
に
は
決
し
て
自
分
の
心
情
を
漏
ら
さ
ず
に
い
た
。
し
か
し
、
エ
レ
ー
ン
の
こ
と
を
知

っ
た
こ
と
で
重
大
な
転
機
が
訪
れ
た
。
エ
レ
ー
ン
の
こ
と
を
知
る
前
に
、
試
合
が
終
わ
っ
て
も
戻
ら
な
い
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
待
ち
わ
び

て
い
て
も
、
ギ
ニ
ヰ
ア
は
た
だ
、
ア
ー
サ
ー
王
に
「
後
れ
て
行
く
も
の
は
後
れ
て
帰
る
掟
か
」
と
言
っ
て
遠
回
し
に
状
況
を
聞
い
て
い

る
が
、
ア
ー
サ
ー
王
か
ら
「
後
れ
た
る
は
掟
な
ら
ぬ
恋
の
掟
な
る
べ
し
」
と
答
え
ら
れ
る
と
「
恋
」
と
い
う
字
に
ギ
ニ
ヰ
ア
の
胸
は
、

「
錐
に
刺
さ
れ
し
痛
を
受
け
て
、
す
は
や
と
躍
り
上
る
。
耳
の
裏
に
は
颯
と
音
し
て
熱
き
血
を
注
す
」
と
い
う
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
、

ま
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
美
し
き
小
女
に
「
繋
が
れ
て
」
い
る
と
聞
い
た
途
端
に
自
分
の
感
情
が
お
さ
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
「
美
し
き
小

女
！
美
し
き
小
女
！
」
と
続
け
様
に
叫
ん
で
、
「
薄
き
履
に
三
た
び
石
の
床
を
踏
み
な
ら
す
」
の
で
あ
る
。
ギ
ニ
ヰ
ア
の
そ
の
よ
う
な

心
情
と
身
振
り
の
変
化
に
対
し
て
、
ア
ー
サ
ー
王
は
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
も
な
く
、
赤
き
袖
の
贈
り
主
の
存
在
を
気
軽
に
ほ
の
め
か

し
た
。
ア
ー
サ
ー
王
か
ら
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
「
美
し
き
小
女
」
に
「
繋
が
れ
て
」
い
る
と
聞
き
、
自
分
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
永
遠

の
恋
が
あ
く
ま
で
主
観
的
な
希
望
で
あ
り
、
理
想
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
わ
か
る
と
同
時
に
、
自
分
を
深
く
信
じ
て
い
る
ア
ー
サ
ー

王
を
見
て
罪
を
意
識
し
た
。
彼
女
の
心
の
中
で
そ
の
「
罪
」
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
を
深
く
愛
し
信
じ
て
い
る
ア
ー
サ
ー
王
に
対
し
、

ま
た
自
分
が
持
つ
王
妃
と
い
う
社
会
的
な
身
分
に
対
し
て
の
「
不
信
」
と
い
う
罪
だ
け
で
あ
る
。
ギ
ニ
ヰ
ア
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
裏
切

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
自
分
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
愛
は
「
花
自
ら
開
く
」
も
の
、
「
自
然
に
引
き
付
け
ら
れ
た
」
自
然
的
に

生
じ
た
も
の
と
考
え
、「
天
の
道
」
の
教
え
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
今
ま
で
そ
う
思
っ
て
い
た
ギ
ニ
ヰ
ア
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
「
愛
」

と
ア
ー
サ
ー
王
へ
の
「
不
信
」
の
間
に
葛
藤
し
、
生
き
て
き
た
が
、
エ
レ
ー
ン
の
こ
と
を
知
り
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
理
想
的
な
愛
が

失
わ
れ
た
以
上
、
自
分
を
待
っ
て
い
る
の
は
た
だ
「
罪
」
だ
ら
け
の
生
き
難
い
現
実
社
会
で
あ
る
と
悟
る
。 

 

第
二
項 

 

ギ
ニ
ヰ
ア
と
同
じ
よ
う
に
現
実
世
界
で
生
き
て
い
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
や
さ
し
い
声
の
持
主
と
し
て
登
場
し
た
。
声
に
「
豊
か
性
の
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引
力
」8

5

が
感
じ
ら
れ
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
、
ギ
ニ
ヰ
ア
と
同
じ
よ
う
に
内
心
で
葛
藤
し
て
い
る
。「
北
の
方
な
る
試
合
に
も
参
り
合
せ

ず
。
乱
れ
た
る
は
額
に
か
ゝ
る
髪
の
み
な
ら
じ
」
と
ギ
ニ
ヰ
ア
に
心
あ
り
げ
に
問
わ
れ
た
と
き
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
「
贈
り
ま
つ
れ
る

薔
薇
の
香
に
酔
ひ
て
」
と
言
い
逃
れ
を
し
な
が
ら
、
「
高
き
窓
よ
り
表
の
方
」
を
向
い
た
。
ギ
ニ
ヰ
ア
の
質
問
に
対
し
て
、
彼
は
本
来

負
う
べ
き
責
任
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
直
接
的
に
は
答
え
な
か
っ
た
が
、
後
に
ギ
ニ
ヰ
ア
が
「
う
れ
し
き
も
の
に
罪
を
思
へ
ば
、
罪
長
か

れ
と
祈
る
憂
き
身
ぞ
。
君
一
人
館
に
残
る
今
日
を
忍
び
て
、
今
日
の
み
の
縁
と
な
ら
ば
う
か
ら
ま
し
」
と
「
珊
瑚
の
唇
を
ぴ
り

く
と

動
か
」
し
な
が
ら
発
し
た
情
熱
な
言
葉
に
は
「
墓
に
堰
か
ゝ
る
あ
の
世
迄
も
渝
ら
じ
」
と
言
い
、
黒
い
瞳
で
ギ
ニ
ヰ
ア
の
「
顔
を
眤
」

と
直
視
し
て
い
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
場
面
で
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
言
葉
や
態
度
は
一
見
し
て
矛
盾
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
が
、

そ
れ
こ
そ
「
自
然
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
」
愛
と
社
会
的
な
規
範
に
縛
ら
れ
た
騎
士
で
あ
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
苦
悩
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
騎
士
は
名
声
や
勢
威
の
た
め
で
は
な
く
、
服
従
・
忠
誠
・
奉
仕
の
た
め
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
奉
仕
」

と
は
、
主
君
に
対
す
る
奉
仕
、
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
奉
仕
、
そ
し
て
婦
人
に
対
す
る
奉
仕
で
あ
っ
た8

6

。
主
君
へ
の
奉
仕
と

ギ
ニ
ヰ
ア
へ
の
奉
仕
の
ど
ち
ら
に
も
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
心
中
で
葛
藤
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
北
の
試
合
に
向
か
う
道
中
に
シ
ャ
ロ
ッ
ト
を
通
り
過
ぎ
た
と
き
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
の
呪
い
を
受
け
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の

心
情
に
あ
る
変
化
が
起
き
た
。
ア
ス
ト
ラ
ッ
ト
の
古
城
に
一
夜
の
宿
を
求
め
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
凛
々
し
い
姿
を
見
て
、
美
し
い
少
女

エ
レ
ー
ン
は
彼
を
愛
し
て
し
ま
う
。
エ
レ
ー
ン
は
夜
に
な
っ
て
、
一
人
で
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
訪
ね
自
分
の
赤
い
袖
を
試
合
時
に
つ
け
て

く
れ
る
よ
う
に
頼
む
。
ギ
ニ
ヰ
ア
を
想
う
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
こ
れ
ま
で
に
貴
婦
人
か
ら
の
贈
り
物
を
身
に
つ
け
て
試
合
に
出
た
こ
と
は

な
い
と
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
も
し
こ
の
衣
を
兜
に
つ
け
て
試
合
に
出
れ
ば
、
自
分
が
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
一
つ
の

便
宜
に
な
る
と
思
い
直
し
て
エ
レ
ー
ン
の
袖
を
受
け
取
っ
た
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
エ
レ
ー
ン
が
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
部
屋
を
訪

れ
た
と
き
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
「
夢
は
成
ら
ず
」
と
眠
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
原
因
が
ギ
ニ
ヰ
ア
と
の
関
係
が
露

呈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
心
配
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
ギ
ニ
ヰ
ア
と
の
関
係
が
公
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が

葛
藤
し
な
が
ら
作
り
上
げ
た
生
活
の
均
衡
が
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
エ
レ
ー
ン
の
出
現
が
彼
の
心
配
を
和
ら
げ
た
の
で
あ
る
。
エ

レ
ー
ン
の
袖
を
利
用
し
て
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
自
分
の
中
で
騎
士
精
神
を
務
め
ら
れ
る
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
実
際

に
自
分
が
意
中
の
女
性
で
も
な
い
エ
レ
ー
ン
の
も
の
を
身
に
帯
び
て
、
出
場
し
た
こ
と
は
、
南
谷
覺
正
が
指
摘
し
た
通
り
、
「
１
」
エ

レ
ー
ン
の
誤
解
を
招
く
不
実
２
」
ギ
ニ
ヰ
ア
に
対
す
る
不
実
、
３
」
ア
ー
サ
ー
王
や
円
卓
の
騎
士
た
ち
の
目
を
、
ギ
ニ
ヰ
ア
と
の
不
倫
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か
ら
逸
ら
そ
う
と
す
る
不
実
に
な
っ
て
」
お
り
、
結
果
と
し
て
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
「
騎
士
道
精
神
に
悖
る
も
の
」
と
な
っ
た8

7

。
そ
の

こ
と
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
意
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
。 

 

ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
や
っ
と
そ
れ
を
自
覚
し
え
た
の
は
、
試
合
の
あ
と
深
い
傷
を
負
い
、
死
に
襲
わ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
試
合
の
後
、

ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
重
傷
を
負
い
な
が
ら
、
「
何
の
思
案
に
沈
め
る
か
」
と
考
え
る
。
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
、
お
そ
ら
く
北
の
試
合
に
「
わ

ざ
と
後
れ
」
、
「
病
と
臥
せ
る
我
の
作
略
を
面
白
し
と
感
ず
る
者
さ
へ
あ
ろ
う
」
と
し
た
当
初
の
目
的
が
、
い
か
に
浅
慮
な
「
作
略
」
で

あ
っ
た
か
を
自
覚
し
た
。
そ
の
よ
う
な
偽
装
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
心
の
中
の
理
想
で
、
周
囲
の
者
の
「
疑
の
雲
を
晴
ら
し
」
さ
え
し

な
か
っ
た
と
認
識
し
得
た
の
で
あ
る
。
自
分
が
構
築
し
た
理
想
的
な
世
界
に
、
ギ
ニ
ヰ
ア
と
の
恋
愛
と
ア
ー
サ
ー
王
へ
の
忠
誠
の
天
秤

が
な
し
て
い
て
、
両
者
は
決
し
て
両
立
し
て
い
な
い
が
、
現
実
の
世
界
で
は
そ
の
二
つ
の
こ
と
が
結
局
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う

自
覚
し
得
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
、
自
分
の
社
会
的
な
「
罪
」
を
覚
え
、
「
罪
」
に
追
わ
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
し
て
、
「
シ
ャ
ロ
ツ

ト
の
入
り
口
に
渡
し
た
る
石
橋
」
で
倒
れ
た
。
の
ち
に
運
ば
れ
た
庵
室
で
看
病
を
受
け
て
再
び
目
が
覚
め
た
後
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
「
古

壁
に
刻
み
残
せ
る
句
に
は
罪
は
吾
を
追
ひ
、
吾
は
罪
を
追
ふ
」
と
い
う
句
を
残
し
て
「
病
怠
ら
」
な
い
う
ち
に
、
「
狂
い
て
」
、
「
カ

メ
ロ
ツ
ト
」
に
走
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
山
崎
甲
一
が
古
壁
に
刻
み
残
さ
れ
た
句
に
つ
い
て
、
「
「
罪
は
吾
を
追
ひ
」
と
い
う
、
い
わ

ば
受
動
的
な
運
命
観
か
ら
、
「
吾
は
罪
を
追
ふ
」
と
い
う
能
動
的
、
主
体
的
な
運
命
観
へ
」
の
変
化
が
見
ら
れ
る8

8

と
指
摘
し
た
通
り
、

再
び
目
が
覚
め
た
後
「
罪
は
吾
を
追
ひ
」
か
ら
「
吾
は
罪
を
追
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
主
動
的
行
動
と
な
っ
て
、
誠
実
に
自
分
の
罪
を
受

け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
そ
の
よ
う
な
姿
は
主
観
的
に
構
築
し
た
理
想
的
な
世
界
に
生
き
て
い
た
過
去
の
自
分
を

捨
て
、
現
実
の
世
界
に
向
け
よ
う
と
し
た
姿
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
想
的
な
世
界
を
全
て
捨
て
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
待
っ
て
い
る
の

は
、「
罪
」
だ
ら
け
の
、
生
き
難
い
現
実
世
界
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
に
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
ま
だ
生
き
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
女
の
呪
い
の
通
り
そ
の
先
に
待
つ
の
は
死
し
か
な
い
。 

 

第
三
項 

 

シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
、
「
高
き
台
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
「
只
一
人
」
で
住
み
続
け
て
い
る
。
彼
女
は
、
「
鏡
」
を
通
し
て
の
み
「
浮

世
」
と
相
渉
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
の
世
界
を
直
接
に
見
た
い
と
い
う
欲
求
に
駆
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
「
窓
よ
り
眼
を
放
つ
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と
き
」
が
「
呪
ひ
の
か
ゝ
る
時
」
で
あ
る
故
、
今
ま
で
「
鏡
」
を
通
し
て
し
か
「
浮
世
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 
漱
石
が
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
を
「
薤
露
行
」
に
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
「
主
な
ス
ト
ー
リ
の
改
変
が
二
ヶ
所
ほ
ど
あ
る
」
と
小
倉
脩
三

が
指
摘
し
た
。
「
一
つ
は
、
テ
ニ
ス
ン
で
第
一
部
、
第
二
部
に
か
け
て
描
か
れ
る
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が
自
分
の
生
活
に
何
の
不
自
由

も
不
満
も
感
じ
て
い
な
い
状
態
か
ら
、
次
第
に
不
満
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
、
そ
の
過
程
部
分
の
省
略
で
あ
る
」
と
「
も
う
一
つ

は
、
テ
ニ
ス
ン
で
は
第
四
部
に
あ
た
る
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が
憑
か
れ
た
よ
う
に
館
を
出
、
小
舟
を
見
つ
け
て
カ
メ
ロ
ッ
ト
へ
向
う
が
、

途
中
で
息
た
え
て
、
そ
の
遺
体
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
迎
え
る
、
と
い
う
部
分
が
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
で
は
窓

の
外
を
見
た
女
は
ど
う
と
仆
れ
て
終
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
漱
石
は
ど
う
し
て
書
き
換
え
に
よ
り
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が

現
実
の
世
界
と
接
触
し
た
途
端
に
彼
女
を
死
な
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
薤
露
行
」
で
は
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が
「
高
き
台
」
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
状
態
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。 

 

去
れ
ど
有
の
儘
な
る
世
は
罪
に
濁
る
と
聞
く
。
住
み
倦
め
ば
山
に
遯
る
ゝ
心
安
さ
も
あ
る
べ
し
。
鏡
の
裏
な
る
狭
き
宇
宙
の
小
さ
け

れ
ば
と
て
、
憂
き
事
の
降
り
か
ゝ
る
十
字
の
街
に
立
ち
て
、
行
き
交
ふ
人
に
気
を
配
る
辛
ら
さ
は
あ
ら
ず
。
何
者
か
因
果
の
波
を
一
た

び
起
し
て
よ
り
、
万
頃
の
乱
れ
は
永
劫
を
極
め
て
尽
き
ざ
る
を
、
渦
捲
く
中
に
頭
を
も
、
手
を
も
、
足
を
も
攫
は
れ
て
、
行
く
吾
の
果

は
知
ら
ず
。
か
ゝ
る
人
を
賢
し
と
云
は
ゞ
、
高
き
台
に
一
人
を
住
み
古
り
て
、
し
ろ
か
ね
の
白
き
光
り
の
、
表
と
も
裏
と
も
分
ち
難
い

あ
た
り
に
、
幻
の
世
を
尺
に
縮
め
て
、
あ
ら
ん
命
を
土
さ
へ
踏
ま
で
過
す
は
阿
呆
の
極
み
で
あ
ら
う
。
わ
が
見
る
は
動
く
世
な
ら
ず
、

動
く
世
を
動
か
ぬ
物
の
助
に
て
、
余
所
な
が
ら
窺
ふ
世
な
り
。
活
殺
生
死
の
乾
坤
を
定
裏
に
拈
出
し
て
、
五
彩
の
色
相
を
静
中
に
描
く

世
な
り
。
か
く
観
ず
れ
ば
こ
の
女
の
運
命
も
あ
な
が
ち
に
嘆
く
べ
き
に
あ
ら
ぬ
を
、
シ
ャ
ロ
ツ
ト
の
女
は
何
に
心
を
躁
が
し
て
窓
の
外

な
る
下
界
を
見
ん
と
す
る
。 

 

 

「
高
き
台
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、「
鏡
」
を
通
し
て
し
か
「
浮
世
」
を
見
な
い
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
、
今
ま
で
「
罪
に
濁
る
」「
浮
世
」

か
ら
逃
れ
、
ひ
た
す
ら
主
観
の
内
部
へ
と
沈
潜
で
き
た
。「
鏡
」
と
い
う
も
の
が
「
他
の
世
界
、
非
現
実
の
虚
構
の
世
界
へ
の
入
口
」8

9

を
意
味
し
て
い
る
。
由
水
常
雄
は
「
鏡
」
が
「
現
実
を
映
し
だ
し
て
い
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
虚
構
性
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
二
つ
の
世

界
の
し
き
い
の
上
で
微
妙
に
ゆ
れ
動
き
な
が
ら
幻
想
性
を
か
き
た
て
る
」9

0

存
在
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
「
高
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き
台
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
状
態
で
鏡
を
通
じ
浮
世
を
見
て
、
そ
し
て
「
繪
を
織
」
っ
て
い
る
。
「
浮
世
」
か
ら
離
れ
た
彼
女
か
ら
織

っ
た
「
繪
」
が
、
鏡
に
映
る
情
景
を
元
に
想
像
し
得
た
も
の
だ
け
で
、「
物
語
的
な
虚
構
性
が
付
加
さ
れ
た
も
の
」9

1

で
あ
る
。
シ
ャ
ロ

ッ
ト
の
女
が
見
え
た
も
の
も
、
織
り
だ
し
た
も
の
も
、
彼
女
の
内
部
で
構
築
さ
れ
、
美
化
さ
れ
た
物
で
あ
り
、
「
理
想
」
的
な
も
の
の

凝
縮
で
あ
る
。
彼
女
は
「
鏡
」
だ
け
通
し
て
「
浮
世
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
世
の
無
常
か
ら
免
れ
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
た
も
の
は
あ
く
ま
で
「
影
」
や
「
主
観
的
」
な
「
理
想
」
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
漱
石
は
書
き
か
え

に
よ
り
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
を
現
実
世
界
と
接
触
す
る
瞬
間
に
死
な
せ
た
。
そ
し
て
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が
現
実
世
界
に
向
か
う
瞬
間
に
、

彼
女
の
理
想
的
に
構
築
し
た
「
鏡
」
の
世
界
が
割
れ
、
崩
壊
し
た
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
崩
壊
に
よ
り
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は
理
想
的
な

世
界
へ
の
通
路
を
失
い
、
理
想
的
な
世
界
を
再
び
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。 

 

第
四
項 

 

エ
レ
ー
ン
は
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
と
同
じ
よ
う
に
、
今
ま
で
浮
世
と
離
れ
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
あ
る
日
、
外
部
世
界
か
ら
入
っ
て

き
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
父
の
後
ろ
か
ら
見
た
瞬
間
に
愛
の
呪
縛
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
夜
に
眠
れ
な
く
な
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
ラ

ン
ス
ロ
ッ
ト
と
会
っ
た
あ
と
、
エ
レ
ー
ン
は
常
の
心
を
失
い
、
「
い
つ
の
間
に
我
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
変
」
っ
て
し
ま
い
、
「
エ
レ
ー

ン
と
呼
ぶ
に
エ
レ
ー
ン
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
ぢ
や
と
答
へ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
状
態
か
ら
、
彼
女
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
恋
を
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
「
我
と
云
ふ
個
霊
」
を
失
い
、
心
の
中
に
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
一
体
化
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
ま
で
「
現
実
」
世
界
と
離
れ
て
生
き
て
き
た
エ
レ
ー
ン
は
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
実
際
に
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト

の
内
面
に
は
ほ
と
ん
ど
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
が
思
っ
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
あ
く
ま
で
彼
女
の
理
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
二
人

の
関
係
も
、
自
ら
思
い
が
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
レ
ー
ン
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
訪
ね
、
自
ら
の
袖
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
渡
し
、
ラ
ン

ス
ロ
ッ
ト
は
代
り
に
自
ら
の
盾
を
預
け
る
。
そ
の
盾
に
は
「
一
人
の
騎
士
が
跪
づ
い
て
、
愛
と
信
と
を
誓
へ
る
模
様
」
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
見
て
、
赤
衣
の
袖
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
託
し
た
エ
レ
ー
ン
は
、
自
ら
そ
の
女
が
自
分
の
姿
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
ラ
ン
ス

ロ
ッ
ト
が
自
分
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
エ
レ
ー
ン
は
一
目
見
て
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
自
分
の
永
遠
の
恋
人
だ
と
思
っ
た
。

「
盾
の
表
」
に
は
エ
レ
ー
ン
の
「
心
の
裏
」
に
潜
ん
だ
願
望
が
表
れ
て
い
る
。 
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「
盾
」
と
言
え
ば
、
漱
石
の
作
品
「
幻
影
の
盾
」
の
中
で
あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
ヰ
リ
ア
ム
の
持
っ
て
い
る
「
幻
影
の
盾
」
が
想
起
さ

せ
る
。
そ
の
「
幻
影
の
盾
」
が
「
今
も
猶
鏡
の
如
く
輝
や
い
て
面
に
あ
た
る
も
の
は
必
ず
写
す
」
と
い
う
「
鏡
」
の
機
能
を
持
っ
て
い

る
。9

2
そ
の
点
に
つ
い
て
越
智
治
雄
は
鏡
が
自
己
研
究
す
る
た
め
の
も
の
で
、
ヰ
リ
ア
ム
の
持
つ
自
己
本
体
と
の
出
会
い
の
希
求
と
、

盾
に
写
る
世
界
は
ヰ
リ
ア
ム
の
想
念
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る9

3

。「
薤
露
行
」
の
中
で
、
エ
レ
ー
ン
の
「
心
の
裏
」
の

願
望
を
引
き
出
し
て
露
に
す
る
「
盾
」
に
も
、
「
幻
影
の
盾
」
と
同
じ
よ
う
に
「
鏡
」
の
機
能
を
持
っ
て
、
エ
レ
ー
ン
の
主
観
的
に
構

築
し
た
「
理
想
」
的
な
世
界
を
映
し
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

物
語
の
中
で
エ
レ
ー
ン
に
関
す
る
主
な
改
変
部
分
に
関
し
て
は
小
倉
脩
三
が
「
原
作
の
、
エ
レ
ー
ン
が
、
試
合
で
傷
着
い
た
ラ
ン
ス

ロ
ッ
ト
が
身
を
よ
せ
る
隠
者
の
家
を
さ
が
し
出
し
て
献
身
的
に
看
護
す
る
と
い
う
部
分
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
作
で
は
、

エ
レ
ー
ン
の
看
護
の
献
身
ぶ
り
が
、
ひ
た
む
き
な
愛
の
姿
と
し
て
、
エ
レ
ー
ン
の
可
憐
さ
を
ひ
き
た
て
て
い
る
の
に
対
し
、
漱
石
の
場

合
、
た
っ
た
一
夜
の
出
合
い
が
エ
レ
ー
ン
の
運
命
を
決
め
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
一
度
の
出
合
い
の
運
命
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
薤
露
行
」
の
中
で
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
重
傷
を
負
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
あ
と
も
、
エ
レ
ー
ン
は
現
実
世
界

に
出
て
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
安
否
を
確
認
せ
ず
に
「
室
に
入
」
っ
て
「
盾
を
眺
め
」
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
「
あ
ら
ぬ
礎
を
一
度
び
築

け
る
上
に
は
、
そ
ら
事
を
重
ね
て
、
其
そ
ら
事
の
未
来
さ
へ
も
想
像
せ
ね
ば
已
ま
ぬ
」
と
虚
構
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
の
愛
の
世
界
を
さ

ら
に
構
築
し
続
け
、
そ
し
て
「
一
人
誓
へ
る
吾
の
渝
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
二
人
の
中
に
成
り
立
つ
を
の
み
誓
と
は
云
は
じ
」
と
、
二
人

の
「
愛
」
を
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
理
想
の
世
界
で
達
成
し
え
た
「
愛
」
を
そ
の
ま
ま
保
持
す
る
た
め
に
、
エ
レ
ー
ン

は
自
ら
食
を
断
つ
。
漱
石
は
、
エ
レ
ー
ン
が
、
試
合
で
傷
つ
い
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
身
を
よ
せ
る
隠
者
の
家
を
さ
が
し
出
し
て
看
護
す

る
と
い
う
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
レ
ー
ン
の
「
現
実
」
の
世
界
へ
の
進
出
を
断
絶
さ
せ
た
。
も
し
典
拠
の
よ
う
に
エ
レ
ー

ン
が
現
実
の
世
界
に
入
っ
た
ら
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
ギ
ニ
ヰ
ア
の
関
係
を
知
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
自
分
の
中
で
構

築
し
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
の
愛
、
「
盾
の
表
」
の
よ
う
な
理
想
的
な
世
界
が
崩
壊
す
る
可
能
性
も
高
く
に
な
っ
て
い
る
。
エ
レ
ー
ン
を

現
実
世
界
と
接
触
さ
せ
な
い
こ
と
こ
そ
、
彼
女
が
自
分
の
理
想
の
世
界
で
達
成
し
え
た
「
愛
」
を
そ
の
ま
ま
保
持
で
き
る
唯
一
の
道
で

あ
る
。
ま
た
漱
石
は
、
エ
レ
ー
ン
に
自
ら
死
を
選
ば
せ
、
時
間
を
静
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
理
想
」
的
な
状
態
を
永
遠
に
凝
結
さ

せ
た
。
漱
石
の
書
き
換
え
に
よ
り
、
エ
レ
ー
ン
が
永
遠
に
「
死
ぬ
よ
り
外
の
浮
世
に
用
な
き
人
」
の
ま
ま
で
、
主
観
的
に
作
り
あ
げ
た

「
理
想
」
的
な
世
界
に
だ
け
生
き
て
い
ら
れ
た
。 
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第
五
項 

 

 

こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
漱
石
は
、
書
き
換
え
に
よ
り
典
拠
と
違
う
新
し
い
物
語
を
創
作
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
構
築
さ

れ
た
「
薤
露
行
」
の
中
で
、
現
実
世
界
の
理
想
を
全
て
捨
て
て
「
罪
」
だ
け
を
追
お
う
と
す
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
、
理
想
世
界
へ
の
通

路
を
失
っ
て
現
実
に
だ
け
立
ち
向
か
う
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
、
そ
の
二
人
を
待
っ
て
い
る
の
は
「
呪
い
」
や
「
死
」
と
い
う
結
末
だ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
現
実
世
界
の
侵
犯
か
ら
逃
れ
、
理
想
の
世
界
に
だ
け
生
き
て
き
た
エ
レ
ー
ン
も
、
結
局
「
死
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
ま
た
エ
レ
ー
ン
の
こ
と
を
知
り
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
理
想
的
な
愛
を
失
っ
た
と
思
っ
た
ギ
ニ
ヰ
ア
を
待
っ
て
い
る
の
は
、「
罪
」

だ
ら
け
の
生
き
づ
ら
い
現
実
社
会
で
あ
る
。
「
薤
露
行
」
の
中
で
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
人
間
が
現
実
か
理
想
か
ど
ち
ら
に
一
方
だ
け

偏
重
し
た
と
き
、
そ
の
人
々
の
先
に
待
っ
て
い
る
の
は
生
き
難
い
世
界
で
あ
る
。 

 

漱
石
は
「
薤
露
行
」
の
前
に
書
い
た
「
幻
影
の
盾
」
で
、
現
実
で
の
主
君
に
対
す
る
「
誠
実
」
と
、
個
人
へ
の
「
誠
実
」
を
生
き
た

状
態
で
成
就
し
た
の
が
「
幻
影
の
盾
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
幻
影
の
盾
の
持
ち
主
「
ヰ
リ
ア
ム
一
人
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
、
「
此
猛

烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も
の
は
古
往
今
来
ヰ
リ
ア
ム
一
人
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
通
り
、
理
想
的
な
幸
福
は
普

通
の
人
間
に
と
っ
て
容
易
に
手
に
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
で
理
想
だ
け
に
偏
重
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

普
通
の
人
は
ど
う
す
れ
ば
生
き
難
い
現
実
の
世
界
に
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
薤
露
行
」
の
終
局
で
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
罪
が
問
わ
れ
、
ま
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
自
分
を
裏
切
っ
た
と
思
っ
て
そ
の
理
想
を

失
っ
た
ギ
ニ
ヰ
ア
を
救
い
出
し
た
の
は
、
理
想
を
保
ち
自
ら
死
せ
る
エ
レ
ー
ン
の
美
し
い
死
体
で
あ
る
。
理
想
世
界
で
永
遠
の
美
し
さ

を
保
つ
エ
レ
ー
ン
の
死
体
を
載
せ
た
船
に
よ
り
、
ギ
ニ
ヰ
ア
は
自
分
の
罪
を
負
い
な
が
ら
も
う
一
度
現
実
世
界
に
生
き
得
る
希
望
を
得

た
。
ギ
ニ
ヰ
ア
は
エ
レ
ー
ン
の
死
体
を
見
て
、
其
の
手
か
ら
取
り
上
げ
た
遺
書
を
読
む
こ
と
に
よ
り
三
つ
の
事
実
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
こ
の
少
女
が
夫
の
言
う
「
美
し
き
少
女
」
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
少
女
の
愛
に
は
応
え
ず
、
従
っ
て
彼
の
行
方

は
な
お
不
明
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
そ
し
て
、
少
女
は
「
天
が
下
に
慕
へ
る
人
は
君
ひ
と
り
な
り
」
と
言
う
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
愛
を

貫
き
、
自
ら
の
清
さ
を
「
神
」
に
誓
っ
て
死
ん
だ
と
言
う
こ
と
の
三
つ
」9

4
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
知
っ
た
以
上
、
ギ
ニ
ヰ
ア
は
、
最

後
に
「
美
し
き
少
女
」
と
呟
き
「
一
滴
の
熱
き
涙
」
を
落
と
し
た
。
大
岡
昇
平
は
「
熱
い
涙
」
は
「
「
罪
」
の
章
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
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「
憐
れ
」
の
完
成
で
あ
り
、
こ
の
場
面
を
エ
レ
ー
ン
の
純
情
の
哀
切
さ
と
と
も
に
、
危
機
が
回
避
さ
れ
た
安
堵
と
慰
安
の
場
面
」9

5

と

し
、
竹
盛
天
雄
も
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
浮
気
相
手
と
さ
れ
る
エ
レ
ー
ン
の
遺
体
を
見
て
流
す
ギ
ニ
ヰ
ア
の
涙
が
姦
通
の
罪
を
「
浄
化
」9

6

し
た
と
見
な
し
て
い
る
通
り
、
エ
レ
ー
ン
の
死
体
に
よ
っ
て
ギ
ニ
ヰ
ア
は
罪
に
問
わ
れ
る
と
い
う
緊
張
状
態
か
ら
救
わ
れ
た
。
ま
た
そ

れ
と
同
時
に
ギ
ニ
ヰ
ア
は
も
う
一
度
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
理
想
的
な
愛
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

漱
石
は
現
実
世
界
の
侵
犯
か
ら
逃
れ
、
「
色
や
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
時
間
の
経
過
に
よ
る
「
美
」
の
変
質
も
免
れ
得
た
エ
レ
ー
ン
の

死
体
が
「
凡
て
の
屍
の
う
ち
に
て
最
も
美
し
い
」
と
描
写
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
中
で
理
想
的
な
も
の
と
浪
漫
的
な
要
素
を
肯
定
的

に
見
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、『
文
学
論
』
第
一
編
の
後
段
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
た
だ
こ
こ
に
注
意
を
要
す
る

こ
と
あ
り
。
人
生
は
文
学
に
あ
ら
ず
少
な
く
と
も
人
生
は
浪
漫
派
文
学
に
あ
ら
ず
、
実
際
は
浪
漫
派
詩
歌
に
あ
ら
ず
。
（
中
略
）
余
は

浪
漫
派
の
詩
を
愛
す
。
さ
れ
ど
こ
れ
を
愛
す
る
は
詩
と
し
て
愛
す
る
も
の
に
し
て
、
決
し
て
こ
れ
を
人
生
に
適
応
せ
し
め
ん
と
欲
し
て

愛
す
る
に
あ
ら
ず
。
世
の
文
学
の
弊
を
説
く
も
の
、
時
に
文
学
者
の
弊
と
読
者
の
弊
と
を
混
同
す
る
こ
と
な
き
や
を
疑
う
」
。
つ
ま
り
、

理
想
的
、
浪
漫
的
要
素
は
人
生
の
中
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
人
生
が
決
し
て
浪
漫
的
な
も
の
の
み
に
「
適
応
」
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
薤
露
行
」
の
最
後
の
場
面
に
、
漱
石
は
現
実
世
界
で
の
「
罪
」
や
「
呪
い
」
な
ど
に
立
ち
む
く
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の

女
の
象
徴
で
あ
る
「
白
鳥
」9
7

を
、
理
想
世
界
で
永
遠
の
美
し
さ
を
保
つ
エ
レ
ー
ン
の
屍
体
を
同
じ
船
に
乗
せ
て
い
る
。
漱
石
は
「
薤

露
行
」
の
結
末
に
、
現
実
に
お
け
る
罪
と
、「
理
想
」
を
保
つ
「
美
」
を
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
偏
重
せ
ず
、
対
等
な
せ
め
ぎ
合
い
の

形
で
示
し
あ
げ
た
。
漱
石
が
書
き
換
え
に
よ
り
、
西
洋
典
拠
と
異
な
る
「
薤
露
行
」
を
作
成
し
え
た
と
共
に
、
収
束
の
部
分
に
そ
の
二

つ
の
要
素
が
文
学
の
中
で
ど
ち
ら
に
し
て
も
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
漱
石
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
社
会
の
物
質
界
と
精

神
界
の
変
化
、
さ
ら
に
文
界
の
趨
勢
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
そ
の
中
で
日
本
文
界
の
趨
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

日
本
は
ド マ

コ マ

ま
で
も
日
本
で
あ
る
、
日
本
に
は
日
本
の
歴
史
が
あ
る
、
日
本
人
に
は
日
本
人
の
特
性
が
あ
る
、
あ
な
が
ち
に
西
洋

を
模
倣
す
る
と
い
ふ
の
は
い
け
ぬ
、
西
洋
ば
か
り
が
模
範
で
は
な
い
、
吾
々
も
模
範
と
な
り
得
る
、
彼
に
勝
て
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
な

い
と
、
斯
う
考
へ
が
付
て
来
る
。
（
中
略
）
我
邦
の
過
去
に
は
文
学
と
し
て
は
大
な
る
成
功
を
為
し
た
も
の
は
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
は

成
功
す
る
。
こ
れ
か
ら
は
大
傑
作
が
製
作
さ
れ
る
。
決
し
て
西
洋
に
劣
け
は
取
ら
ぬ
。
西
洋
の
に
比
較
さ
れ
得
る
も
の
、
イ マ

ヤ マ

そ
れ
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以
上
の
も
の
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
出
す
こ
と
も
出
来
得
る
と
い
ふ
ー
ー
気
概
が
出
て
来
る
。
こ
れ
が
反
響
と
し
て
国
民
に
自
覚
さ

れ
自
信
さ
れ
る
事
に
な
る
の
は
自
然
の
勢
ひ
で
あ
る
、
で
こ
の
趨
勢
か
ら
生
れ
て
来
る
日
本
の
文
学
は
今
ま
で
と
は
違
つ
て
頗
る
有

望
な
も
の
に
な
つ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。9

8 

  

日
露
戦
争
勝
利
と
い
う
時
代
状
況
下
で
、
漱
石
は
、
西
洋
文
学
の
模
倣
で
は
な
く
日
本
の
特
性
の
あ
る
文
学
、
「
西
洋
に
劣
け
は
取

ら
ぬ
。
西
洋
の
に
比
較
さ
れ
得
る
も
の
、
イ マ

ヤ マ

そ
れ
以
上
の
も
の
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
、「
大
傑
作
」
が
、
こ
れ
か
ら
製
作
さ
れ
る
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。
「
薤
露
行
」
冒
頭
序
文
の
な
か
で
も
、
西
洋
文
学
を
模
倣
す
る
で
は
な
く
、
自
分
の
個
性
的
な
文
学
、
西
洋
文
学

以
上
の
「
大
傑
作
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
窺
え
る
。
漱
石
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
時
、
現
実

に
お
け
る
罪
と
、
理
想
の
世
界
に
お
け
る
「
美
」
が
ど
ち
ら
で
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。 

 
第
三
章
「
琴
の
そ
ら
音
」
、
「
趣
味
の
遺
伝
」 

 

第
三
章
で
は
、
近
代
日
本
を
舞
台
と
し
た
二
篇
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
二
篇
は
漱
石
が
自
分

自
身
と
同
時
代
の
日
本
を
題
材
に
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
全
て
の
物
事
を
西
洋
か
ら
転
入
し
た
自

然
科
学
の
方
法
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
作
者
自
身
の
言
説
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
に
超
自

然
的
要
素
は
人
間
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
重
要
な
要
素
と
し
て
否
定
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
漱
石
は
、
文
学
の
中
で
「
合
理
的
」
、

「
科
学
的
」
な
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
超
自
然
的
な
現
象
が
一
つ
の
「
真
理
」
と
な
っ
て
人
間
の
胸
奥
を
突
き
動
か
し
、
人
間
の
情

動
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
肯
定
的
な
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
の
二
篇
を
通
じ
て
、

漱
石
が
文
学
に
よ
っ
て
読
者
の
心
に
訴
え
る
べ
き
も
の
を
解
き
明
か
し
た
い
。 
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第
一
節
「
琴
の
そ
ら
音
」  

短
篇
小
説
「
琴
の
そ
ら
音
」
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
五
月
に
「
七
人
」
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年

五
月
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
刊
行
の
『
漾
虚
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

「
琴
の
そ
ら
音
」
研
究
は
、
『
漾
虚
集
』
の
中
の
一
つ
と
し
て
作
者
と
の
関
係
で
論
究
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
例
え
ば
、

内
田
道
雄
は
こ
の
作
品
が
「
『
漾
虚
集
』
の
中
で
は
比
較
的
性
格
の
弱
い
、
い
わ
ば
間
奏
曲
的
作
品
」9

9

と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
ま

た
、
相
原
和
邦
は
「
超
現
実
的
系
列
の
作
品
に
は
作
者
の
現
実
感
覚
が
深
く
滲
透
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
的
系
列
の
作
品
に
は
神
秘

的
な
超
現
実
的
志
向
が
強
く
流
入
し
て
い
る
」1
0
0

と
、『
漾
虚
集
』
の
作
品
を
「
超
現
実
的
系
列
」
と
「
現
実
的
系
列
」
に
分
け
た
う
え

で
、「
琴
の
そ
ら
音
」
を
そ
の
二
系
列
が
交
錯
し
た
作
品
を
捉
え
て
い
る
。
そ
の
後
、「
琴
の
そ
ら
音
」
が
独
立
し
た
一
作
品
と
し
て
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
他
、
「
余
」
と
津
田
の
関
係
性
を

中
心
に
論
じ
て
い
た
も
の
に
宮
薗
美
佳1

0
1

の
論
が
あ
る
。
ま
た
、「
幽
玄
と
い
う
狂
気
に
よ
っ
て
、
世
俗
の
現
実
を
超
え
る
の
で
あ
る
」

1
0
2

と
指
摘
す
る
萩
原
桂
子
は
、
作
中
に
描
か
れ
た
不
思
議
な
現
象
か
ら
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
津
田
君
を
始

め
と
す
る
「
文
学
士
」
に
対
し
て
の
諷
刺
」1

0
3

を
読
み
取
っ
て
い
る
北
川
健
二
の
論
が
あ
る
。
近
年
の
論
文
の
中
で
は
、
神
田
祥
子
が
、

近
代
科
学
が
も
た
ら
し
た
「
信
仰
」
と
「
悲
劇
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
作
品
史
的
位
置
付
け
を
試
み
て
い
る1

0
4

。 

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、「
琴
の
そ
ら
音
」
を
『
漾
虚
集
』
の
中
の
一
つ
と
し
て
作
者
と
の
関
係
か
ら
論
究
さ
れ
、「
余
」
と
「
津

田
」
の
関
係
や
「
余
」
と
い
う
人
物
を
中
心
に
分
析
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
余
」
が
夜
に
体
験
し
た
こ
と
や
、
意
識
の
変
化
と
行
動

の
意
義
に
つ
い
て
な
ど
、
い
ま
だ
に
論
じ
尽
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
る
。
本
節
で
は
、「
余
」
と
津
田
の
人
物
形
象
の
分
析
か
ら
始
め
、

「
余
」
の
一
夜
の
体
験
を
捉
え
直
す
。
そ
の
う
え
で
、
夜
の
出
来
事
に
対
す
る
「
余
」
と
津
田
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
認
識
を
検
討
し
、

作
者
が
「
琴
の
そ
ら
音
」
を
通
し
て
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
述
を
通
し
て
漱
石
が
考
え
て
い
る

文
学
の
真
理
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。 
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第
一
項 

 

「
琴
の
そ
ら
音
」
は
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
が
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
津
田
の
下
宿
を
久
し
振
り
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

「
余
」
と
津
田
は
「
高
等
学
校
」
時
代
か
ら
の
知
り
合
い
で
、
大
学
校
を
卒
業
し
た
後
に
違
う
道
を
歩
ん
で
い
た
。
「
余
」
は
大
学
で

法
学
を
修
め
、
卒
業
し
後
に
は
社
会
人
に
な
り
、
毎
日
「
午
後
六
時
」
ま
で
働
い
て
、
「
瘠
せ
」
る
よ
う
な
忙
し
い
生
活
を
送
っ
て
い

る
。
最
近
で
は
、
結
婚
を
控
え
、
家
を
借
り
て
本
郷
の
下
宿
か
ら
引
っ
越
し
た
。
「
余
」
は
結
婚
ま
で
の
間
に
、
婚
約
者
の
実
家
の
紹

介
で
雇
っ
た
家
政
婦
の
婆
さ
ん
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
。
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
「
刻
下
の
事
件
を
有
の
儘
に
見
て
常
識
で

捌
い
て
行
く
よ
り
外
に
思
慮
を
廻
ら
す
の
は
能
は
ざ
る
よ
り
も
寧
ろ
好
ま
ざ
る
所
で
あ
る
。
幽
霊
だ
、
祟
だ
、
因
縁
だ
抔
と
雲
を
攫
む

様
な
事
を
考
へ
る
の
は
一
番
嫌
」
で
あ
り
、
「
幽
霊
と
雲
助
は
維
新
以
来
永
久
廃
業
し
た
も
の
と
の
み
信
じ
て
居
た
」
と
い
う
「
合
理

的
」
な
思
考
の
「
法
学
士
」
で
あ
る
。
一
方
、
津
田
は
「
心
理
作
用
に
立
ち
入
」
る
こ
と
を
好
む
「
心
理
学
者
」
で
あ
る
。
大
学
を
卒

業
し
た
後
、
津
田
は
下
宿
暮
ら
し
を
続
け
て
研
究
生
活
に
埋
没
し
、
近
頃
は
「
幽
霊
」
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
。 

「
常
識
的
」
、「
合
理
的
」
な
思
考
を
好
む
「
法
学
士
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
自
分
が
「
学
者
」
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
「
何
で
も
月
に
二
三
返
は
伝
通
院
辺
の
何
と
か
云
ふ
坊
主
の
所
へ
相
談
に
行
く
」
婆
さ
ん
を
「
迷
信
婆
々
」
と
否
定
し
て
い
る
。

婆
さ
ん
の
口
か
ら
出
た
「
今
本
郷
か
ら
小
石
川
の
方
へ
向
い
て
動
く
の
は
甚
だ
よ
く
な
い
、
屹
度
家
内
に
不
幸
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉

を
た
だ
「
理
屈
」
に
合
わ
な
い
こ
と
だ
と
一
笑
に
付
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
大
学
を
卒
業
し
、
「
学
者
」
で
あ
る
津
田
が
持
ち
出

し
た
「
幽
霊
話
」
に
対
す
る
態
度
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
余
」
は
、
無
学
な
婆
さ
ん
の
言
う
こ
と
が
根
拠
の
な
い
迷
信
に
し
か
聞
こ
え

な
く
て
も
、
同
じ
「
学
者
」
で
あ
り
、
ま
た
「
頭
脳
は
余
よ
り
も
三
十
五
六
枚
方
明
晰
に
相
違
な
い
」
と
評
価
す
る
津
田
の
発
言
に
は

耳
を
貸
す
に
値
す
る
言
葉
な
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
研
究
生
活
を
遠
ざ
か
っ
た
「
余
」
は
「
知
ら
ぬ
間
」
に
「
何
だ
か
此
幽
霊
な
る

者
」
が
再
興
さ
れ
た
よ
う
に
思
っ
て
、
「
後
学
の
為
話
丈
で
も
拝
聴
し
」
よ
う
と
考
え
、
津
田
の
話
を
聞
き
始
め
た
。 

「
余
」
は
津
田
と
の
会
話
中
に
、
自
分
の
未
来
の
細
君
で
あ
る
露
子
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
て
寝
込
ん
で
い
る
こ
と
を
話
し

た
。
す
る
と
津
田
は
、
自
分
の
親
戚
の
若
い
女
で
、
日
露
戦
争
に
従
軍
中
の
陸
軍
中
尉
の
妻
で
あ
っ
た
人
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら

肺
炎
に
な
っ
て
急
死
し
た
話
を
語
り
出
し
た
。
そ
の
女
の
夫
が
出
征
す
る
と
き
、
彼
女
は
「
も
し
万
一
御
留
守
中
に
病
気
で
死
ぬ
様
な
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事
が
あ
り
ま
し
て
も
只
は
死
に
ま
せ
ん
」
と
「
必
ず
魂
魄
丈
は
御
傍
へ
行
つ
て
、
も
う
一
遍
御
目
に
懸
り
ま
す
」
と
誓
っ
て
い
た
。
そ

の
誓
い
通
り
、
女
が
病
気
で
息
を
引
き
取
っ
た
と
同
日
同
時
刻
に
、
戦
地
に
い
る
夫
の
持
つ
鏡
に
そ
の
女
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
た
。
「
そ

ん
な
事
が
有
り
得
る
事
か
な
」
と
不
思
議
が
る
「
余
」
に
向
か
っ
て
、
津
田
は
あ
る
幽
霊
の
研
究
書
を
手
に
と
っ
て
、
「
近
頃
ぢ
や
、

有
り
得
る
と
云
ふ
事
丈
は
証
明
さ
れ
さ
う
だ
よ
」
と
確
信
を
与
え
る
。
「
遠
い
距
離
に
於
て
あ
る
人
の
脳
の
細
胞
と
、
他
の
人
の
細
胞

が
感
じ
て
一
種
の
化
学
的
変
化
を
起
す
と
…
…
」
と
、
津
田
が
「
科
学
的
」
な
口
吻
を
も
っ
て
説
明
す
る
と
、「
余
」
は
「
要
す
る
に
さ

う
云
ふ
事
は
理
論
上
あ
り
得
る
ん
だ
ね
」
と
津
田
の
話
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
津
田
の
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
余
」
は
「
丸

で
林
屋
正
三
の
怪
談
だ
」
と
述
べ
、
「
半
信
半
疑
で
は
あ
る
が
何
だ
か
物
凄
い
、
気
味
の
悪
い
、
一
言
に
し
て
云
ふ
と
法
学
士
に
似
合

は
し
か
ら
ざ
る
感
じ
」
が
起
こ
っ
た
と
い
い
、
不
気
味
な
思
い
に
と
り
つ
か
れ
な
が
ら
暗
い
夜
道
を
帰
っ
て
行
く
。 

下
宿
で
「
余
」
は
津
田
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
何
度
か
疑
念
を
抱
い
た
。
し
か
し
、
津
田
は
「
学
者
」
と
い
う
身
分
を
持
ち
、

大
学
卒
業
し
た
後
も
研
究
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
研
究
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
「
余
」
に
と
っ
て
、
無
学
の
婆
さ
ん
と
違

っ
て
学
者
で
あ
り
今
も
研
究
生
活
に
没
頭
し
て
い
る
津
田
の
話
は
信
用
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

第
二
項 

 

津
田
の
下
宿
か
ら
家
へ
向
か
う
途
中
に
、
ど
こ
か
で
夜
一
一
時
を
知
ら
せ
る
鐘
が
鳴
る
。
「
余
」
が
「
今
ま
で
は
気
が
付
か
な
か
つ

た
」
鐘
の
音
を
今
一
度
「
注
意
し
て
聴
い
て
見
る
」
と
「
妙
な
響
」
で
あ
っ
た
。「
余
」
は
「
あ
の
音
は
い
や
に
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す

る
な
と
考
へ
な
が
ら
歩
行
く
」
と
自
分
の
心
臓
の
「
鼓
動
」
が
「
鐘
の
波
の
う
ね
り
と
共
に
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
」
す
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。
要
す
る
に
「
余
」
は
そ
の
音
で
、
自
分
の
「
心
臓
の
鼓
動
」
に
意
識
を
向
け
て
い
る
。
「
心
臓
の
鼓
動
」
と
は
、
「
心
」
が
生

き
生
き
と
動
き
だ
し
た
証
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鐘
の
音
は
時
間
の
流
れ
を
示
す
と
同
じ
に
「
心
臓
の
鼓
動
」
と
い
う
命
の
進
行
も

表
し
て
い
る
。
こ
の
夜
の
鐘
の
音
を
契
機
に
、
「
余
」
は
「
命
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
。 

「
余
」
は
家
へ
向
か
う
途
中
に
、
貧
民
街
の
極
楽
水
を
通
り
ぬ
け
た
。
こ
こ
で
寝
静
ま
る
人
々
を
「
実
際
死
ん
で
居
る
の
だ
ろ
う
」

と
言
い
、
「
命
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
「
余
」
は
こ
こ
で
「
死
」
を
意
識
し
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き
子
供
用
ら
し
い
棺
桶
が
通
り
過

ぎ
、
二
人
の
人
間
が
話
し
な
が
ら
す
れ
違
っ
て
い
く
。
「
昨
日
生
れ
て
今
日
死
ぬ
奴
も
あ
る
し
」
、
「
寿
命
だ
よ
、
全
く
寿
命
だ
か
ら
仕
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方
が
な
い
」
な
ど
と
い
う
二
人
の
会
話
を
聞
き
、「
余
」
は
こ
の
夜
始
め
て
「
死
」
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
捉
え
直
す
。
普
段
は
「
死
」

に
つ
い
て
考
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
夜
に
、
「
人
間
は
死
ぬ
者
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
生
命
の
危
う
さ
を
は
じ
め

て
知
る
。
死
を
意
識
し
た
「
余
」
が
目
を
上
げ
る
と
「
茗
荷
谷
の
坂
の
中
途
に
当
る
位
な
所
に
赤
い
鮮
か
な
火
が
見
」
え
た
。
そ
し
て

そ
の
火
が
消
え
た
瞬
間
、
「
余
」
に
婚
約
者
の
露
子
が
死
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
連
想
が
浮
か
ぶ
。
露
子
が
「
赤
い
鮮
か
な
火
」

を
通
し
て
自
分
に
「
死
」
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
考
え
る
と
「
忽
ち
胸
が
鉛
の
様
に
重
く
」
な
る
。
不
吉
な
予
感
を
抱
き

な
が
ら
、
家
に
帰
る
。 

帰
宅
し
た
「
余
」
の
蒼
い
顔
色
を
見
て
、
出
迎
え
た
婆
さ
ん
が
「
御
嬢
様
の
御
病
気
の
事
を
考
へ
て
居
ら
し
つ
た
に
相
違
御
座
い
ま

せ
ん
」
と
い
い
、
「
余
」
の
内
心
の
不
安
、
危
惧
を
正
確
に
言
い
当
て
た
の
で
あ
る
。
「
余
」
が
露
子
の
病
状
の
変
化
を
心
配
し
、
不
安

と
危
惧
を
感
じ
て
い
る
点
に
は
、
露
子
に
対
す
る
「
余
」
の
強
い
感
情
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
露
子
へ
の
強
い
思
い
を

抱
き
、
不
安
に
囲
ま
れ
た
「
余
」
に
は
い
つ
も
聞
い
て
い
る
犬
の
遠
吠
が
普
段
と
違
う
も
の
の
よ
う
に
感
じ
た
。
普
段
は
「
直
線
的
の

声
」
、
「
陽
気
」
、
「
躁
狂
」
な
ど
明
る
い
音
に
聞
こ
え
て
い
た
が
、
こ
の
夜
は
「
陰
欝
」
、
「
沈
痛
」
、
「
自
由
で
な
い
」
な
ど
暗
い
音
に
聞

こ
え
て
い
る
。
そ
の
「
聞
き
苦
し
い
」
「
遠
吠
」
が
急
に
止
ん
で
「
吾
家
が
海
の
底
へ
沈
ん
だ
と
思
ふ
位
静
か
」
に
な
る
と
、
「
静
ま
ら

ぬ
は
吾
心
の
み
」
と
い
う
言
葉
通
り
、「
余
」
の
心
配
と
恐
怖
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
。「
此
静
か
な
世
界
」
が
「
変
化
し
さ
う
だ
」

と
感
じ
つ
つ
、
「
今
夜
の
う
ち
、
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
何
か
あ
る
に
相
違
な
い
」
と
確
信
し
、
蒲
団
の
中
に
も
ぐ
り
込
ん
だ
。
し
か
し
、

未
知
な
る
も
の
に
対
す
る
恐
怖
と
不
安
を
持
つ
「
余
」
は
、
露
子
の
病
状
変
化
が
心
配
で
眠
ろ
う
と
す
る
の
に
な
か
な
か
眠
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
「
余
」
の
心
情
の
変
化
に
つ
い
て
、
松
本
良
太
は
「
「
余
」
は
「
未
来
の
細
君
」
を
〈
死
す
べ
き
女
〉
と
し
て
捉
え
る
こ

と
で
、
あ
く
ま
で
意
識
的
に
露
子
を
〈
典
型
化
さ
れ
た
女
〉
―
―
夫
に
対
す
る
絶
対
的
な
愛
の
象
徴
―
―
と
同
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
」

と
し
、
「
そ
れ
は
「
余
」
の
「
未
来
の
細
君
」
に
対
す
る
愛
の
強
要
概
念
で
あ
る
」1

0
5

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
夜
、
「
余
」
は
下
宿
で

津
田
の
「
幽
霊
話
」
を
聞
き
、
帰
り
道
で
の
体
験
に
よ
り
、
生
命
の
危
う
さ
を
感
じ
た
と
と
も
に
、
露
子
に
強
い
感
情
を
喚
起
さ
れ
た
。

ま
た
、
露
子
に
愛
を
強
要
す
る
思
い
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
。 
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第
三
項 

 

 

露
子
が
心
配
で
つ
い
そ
の
夜
一
睡
も
で
き
な
か
っ
た
「
余
」
は
翌
日
六
時
に
起
き
出
し
て
、
四
谷
の
露
子
の
家
を
訪
ね
る
。
露
子
の

無
事
を
確
認
し
、
安
堵
す
る
。
露
子
の
家
を
出
て
帰
宅
す
る
途
中
に
神
楽
坂
の
床
屋
に
入
る
と
、
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
人
々
が
世
間

話
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
松
さ
ん
」
が
「
浮
世
心
理
講
義
録
有
耶
無
耶
道
人
著
」
と
い
う
書
物
を
読
み
上
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
狸

が
人
間
を
化
か
す
手
段
は
「
催
眠
術
」
の
応
用
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
耳
に
し
た
「
余
」
は
「
し
て
見
る
と
昨
夜
は
全
く

狸
に
致
さ
れ
た
訳
か
な
」
と
昨
夜
自
分
の
感
じ
た
不
安
や
恐
怖
な
ど
が
、
「
有
耶
無
耶
道
人
」
の
言
う
狸
の
「
催
眠
術
」
に
掛
け
ら
れ

た
結
果
だ
と
解
釈
す
る
。
日
本
で
「
催
眠
術
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
前
後
で
あ
る1

0
6

。
一

柳
広
孝
の
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

ー
日
本
近
代
と
心
霊
学−

』
に
お
い
て
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
頃
か
ら
催
眠
術

関
係
の
書
籍
が
大
量
に
刊
行
さ
れ
は
じ
め
、
再
び
催
眠
術
ブ
ー
ム
が
起
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
当
時
の
催
眠
術
は
、
外
国
人
の
医
学

関
係
者
も
し
く
は
日
本
人
留
学
生
に
よ
っ
て
日
本
に
齎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る1

0
7

。
そ
の
た
め
近
代
科
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
け
加
え
ら

れ
て
き
た
。
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
た
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
昨
夜
の
体
験
で
発
見
し
た
「
幽
霊
だ
、
祟
だ
、
因
縁
だ
抔

と
雲
を
攫
む
様
な
」
内
心
に
潜
ん
だ
不
安
や
恐
怖
、
ま
た
露
子
へ
の
思
い
を
呼
び
起
こ
す
「
昨
夜
の
事
」
な
ど
の
「
超
自
然
」1

0
8

的
な

要
素
な
ど
と
い
っ
た
、
不
思
議
に
見
え
る
現
象
を
「
催
眠
術
」
と
い
う
近
代
科
学
的
な
メ
ス
を
く
わ
え
る
こ
と
で
理
解
し
得
た
の
で
あ

る
。 一

方
で
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
結
末
で
「
余
」
が
昨
夜
の
出
来
事
を
語
る
と
、
津
田
は
「
そ
れ
は
い
ゝ
材
料
だ
僕
の
著
書
中
に
入
れ

さ
せ
て
呉
れ
」
と
言
い
、
そ
の
体
験
を
「
文
学
士
津
田
真
方
著
幽
霊
論
の
七
二
頁
に
Ｋ
君
の
例
と
し
て
載
つ
」
た
こ
と
を
述
べ
る
。
小

倉
脩
三
は
「
主
人
公
の
経
験
が
、
床
屋
で
聞
か
れ
た
よ
う
に
単
に
「
催
眠
術
」
の
結
果
で
あ
り
、
津
田
君
が
提
唱
す
る
「
幽
霊
論
」
と

無
縁
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
例
は
あ
え
て
著
作
の
中
に
加
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
」1

0
9

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
疑
問

が
出
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
心
理
学
者
」
で
あ
る
津
田
は
「
余
」
の
昨
夜
の
「
超
自
然
」
的
な
体
験
を
ど
う
理
解

し
、
自
分
の
著
書
に
載
せ
た
の
か
。 

「
心
理
作
用
に
立
ち
入
る
」
こ
と
を
好
む
津
田
は
、
大
学
卒
業
後
も
下
宿
暮
ら
し
を
続
け
、
研
究
生
活
に
没
頭
し
、
近
頃
で
は
幽
霊
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に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。
幽
霊
現
象
を
「
余
」
に
説
明
す
る
と
き
に
は
「
近
頃
ぢ
や
、
有
り
得
る
と
云
ふ
事
丈
は
証
明
さ
れ
さ
う
だ

よ
」
と
述
べ
、
「
ロ
ー
ド
、
ブ
ロ
ー
ア
ム
の
見
た
幽
霊
」
な
ど
「
例
が
沢
山
あ
る
」
こ
と
を
示
し
た
。
「
ロ
ー
ド
、
ブ
ロ
ー
ア
ム
の
見
た

幽
霊
」
の
出
典
は
、『
文
学
論
』（
第
二
篇
第
三
章
）
や
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』（
十
七
）
に
も
書
名
が
見
ら
れ
る
ア
ン
ド
リ
ュ
―
・
ラ
ン

グ
の
『
夢
と
幽
霊
』
で
あ
り
、
塚
本
利
明
の
論
稿1

1
0

に
よ
り
、
こ
の
文
献
中
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
が
、
津
田
の
語
っ
た
怪
談
と
そ

の
趣
向
の
う
え
に
多
く
の
相
似
点
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
著
者
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ラ
ン
グ
は
当
時
Ｓ
Ｐ
Ｒ
（T

h
e
 

S
o
c
i
e
t
y
 
f
o
r
 
P
s
y
c
h
i
c
a
l
 
R
e
s
e
a
r
c
h

）
に
参
加
し
て
い
た1

1
1

。
Ｓ
Ｐ
Ｒ
は
、
「
科
学
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の

な
か
で
、
科
学
的
自
然
主
義
に
よ
る
「
神
」
の
消
滅
を
憂
慮
し
た
科
学
者
集
団
に
よ
っ
て
成
立
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る1

1
2

。
そ
の
Ｓ
Ｐ

Ｒ
が
研
究
対
象
と
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
レ
パ
シ
ー
、
催
眠
術
、
死
の
瞬
間
に
あ
ら
わ
れ
た
霊
姿
、
幽
霊
屋
敷
、
霊
媒
が
お
こ
す

物
理
的
心
霊
現
象
」1

1
3

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
心
霊
現
象
の
「
例
が
沢
山
あ
る
」
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
霊
魂
、
心
霊
、
精
神

な
ど
の
「
神
秘
」
的
な
も
の
が
当
時
の
科
学
に
よ
っ
て
消
滅
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
い
て
い
た
津
田
の
姿
が
読
み
取
れ
る
。 

 

明
治
三
十
年
代
以
降
の
催
眠
術
書
は
、
催
眠
術
の
神
秘
性
を
払
拭
し
、
そ
の
科
学
性
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
、

科
学
的
な
認
識
の
限
界
を
示
す
こ
と
に
お
ち
い
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
催
眠
術
が
科
学
的
に
は
ど
こ
ま
で
説
明
で

き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
科
学
」
の
限
界
を
強
調
す
る
こ
と
に
反
転
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
て

催
眠
術
は
、
「
科
学
」
的
な
装
い
を
獲
得
し
た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
ふ
た
た
び
「
神
秘
」
の
側
へ
回
収
さ
れ
、
心
霊
学
と
結
び
つ
き

を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。1

1
4 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
以
降
、
「
催
眠
術
」
の
限
界
は
日
本
の
学
者
た
ち
に
精
神
や
心
霊
学
へ
の
関
心
を
呼
び

起
こ
し
た
。
例
え
ば
、
姉
崎
正
治
「
高
山
樗
牛
に
答
ふ
る
の
書
」
（
『
太
陽
』
明
治
三
五
年
三
月
）
の
な
か
で
、
姉
崎
は
自
身
の
心
霊
学

に
対
す
る
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
黒
岩
涙
香
の
「
天
人
論
」
の
な
か
に
も
窺
え
る
。「
天
人
論
」
の
な
か
に
、
心

霊
学
に
触
れ
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

 

 

実
に
心
霊
の
現
象
は
人
智
に
絶
す
る
ほ
ど
玄
妙
な
り
、
故
に
最
近
十
年
来
、
独
、
仏
、
英
、
米
、
等
の
学
問
の
中
心
と
称
す
べ
き
地
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に
し
て
『
心
霊
研
究
』
の
学
会
起
ら
ざ
る
所
は
殆
ど
有
る
こ
と
無
し
、
而
し
て
其
の
研
究
の
結
果
と
し
て
報
告
す
る
所
は
、
寡
聞
な
る

吾
人
の
知
り
得
た
る
範
囲
に
於
い
て
は
、
悉
く
霊
魂
の
実
在
と
其
の
不
滅
と
を
客
観
的
に
証
明
せ
る
に
非
ざ
る
は
莫
し
（
中
略
）
思
う

に
、
廿
世
紀
の
学
問
は
『
心
霊
』
を
以
て
第
一
の
問
題
と
為
す
な
る
可
し
、
今
既
に
学
者
の
頭
脳
は
之
れ
に
集
中
せ
ん
と
す
る
傾
向
あ

り1
1
5 

 

ま
た
同
じ
時
期
の
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
実
用
催
眠
学
』1

1
6

と
『
催
眠
術
に
於
け
る
精
神
の
現
象
』1

1
7

の
な

か
で
も
、
以
前
か
ら
不
思
議
と
さ
れ
て
き
た
現
象
の
ほ
と
ん
ど
が
精
神
作
用
に
よ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
津
田
は
こ
の
よ
う
な

「
精
神
優
位
の
時
代
」
が
展
開
さ
れ
て
い
く
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
代
後
半
に
研
究
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
津
田
は
「
余
」
と
違
っ
て
現
在
科
学
の
限
界
性
を
感
じ
て
い
た
と
い
え
る
。
津
田
の
よ
う
な
、
現
在
の
科
学
に
満
足
せ
ず
「
新
生

面
を
望
む
」1

1
8

学
者
に
と
っ
て
心
霊
学
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

大
学
を
卒
業
し
て
も
依
然
と
し
て
学
問
の
最
先
端
に
立
っ
て
い
る
津
田
は
、
「
超
自
然
」
的
な
こ
と
を
心
霊
学
と
い
う
学
問
で
解
釈

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
津
田
が
持
ち
出
し
た
話
の
中
で
、
死
ん
だ
妻
の
霊
が
戦
地
に
立
ち
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
津
田
の
説
明
す
る
「
あ

る
脳
細
胞
」
が
「
他
の
細
胞
」
に
感
じ
て
、「
化
学
的
変
化
を
起
す
」
と
い
う
よ
う
な
「
愛
の
精
神
が
生
れ
た
幽
霊
が
現
わ
れ
る
」
こ
と

と
い
っ
て
も
良
い
。
津
田
の
理
論
に
よ
る
と
、
「
余
」
の
昨
夜
の
「
超
自
然
」
的
な
体
験
も
婚
約
者
露
子
に
対
す
る
思
い
が
つ
の
っ
て

生
じ
た
現
象
と
い
え
よ
う
。
結
末
で
津
田
は
自
分
の
著
書
『
幽
霊
論
』
に
「
余
」
の
「
超
自
然
」
的
な
体
験
を
掲
載
し
た
。
学
問
の
最

先
端
に
立
ち
、
「
新
生
面
を
望
む
」
津
田
に
と
っ
て
、
心
霊
学
の
可
能
性
を
肯
定
し
、
「
「
精
神
」
優
位
の
時
代
の
は
じ
め
り
と
歩
調
を

合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
心
霊
学
へ
の
ま
な
ざ
し
も
活
性
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
く
必
要
」1

1
9

を
感
じ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
「
余
」
の
昨
夜
の
体
験
に
対
し
て
、
津
田
は
催
眠
術
的
な
説
明
だ
け
に
止
ま
ら
ず
に
心
霊
学
と
い
う
当
時
の
学
問
を
援
用
し
た

の
で
あ
る
。 

日
露
戦
争
に
従
軍
中
の
陸
軍
中
尉
の
妻
の
話
か
ら
、
作
品
内
の
時
間
は
明
治
三
〇
年
代
後
半
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
作
中
の
現
在

に
お
い
て
、
「
余
」
と
津
田
が
高
等
学
校
や
大
学
で
学
ん
だ
学
問
は
、
す
で
に
西
洋
か
ら
移
入
し
た
西
洋
文
明
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る1

2
0

。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
「
余
」
と
津
田
は
人
間
の
知
恵
を
超
え
た
存
在
と
し
て
「
超
自
然
」

的
な
も
の
を
疑
い
、
す
べ
て
の
事
象
を
「
合
理
的
」
に
説
明
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
内
で
「
余
」
は
「
超
自
然
」
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的
な
体
験
の
全
て
を
「
自
己
催
眠
」
だ
っ
た
と
科
学
的
に
取
り
扱
っ
た
。
一
方
、
津
田
は
当
時
の
「
科
学
」
が
「
神
秘
」
を
解
釈
す
る

こ
と
に
限
界
を
感
じ
て
い
る
も
の
の
、
「
心
霊
学
」
と
い
う
当
時
の
先
端
的
な
西
洋
学
問
に
解
釈
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
。 

 

第
四
項 

 

そ
れ
で
は
、
漱
石
が
「
琴
の
そ
ら
音
」
で
追
及
し
た
の
は
、
単
に
人
間
の
心
中
に
お
け
る
恐
怖
や
不
安
と
い
っ
た
感
情
や
心
の
働
き

に
よ
っ
て
生
じ
る
「
超
自
然
」
的
な
現
象
を
洋
学
で
解
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

相
原
和
邦
は
「
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
表
の
主
題
は
、
魂
の
感
応
の
問
題
を
白
昼
の
光
の
下
に
引
き
出
し
て
「
笑
ひ
」
に
よ
っ
て
否
定

す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
狸
を
引
き
合
い
に
出
す
そ
の
否
定
の
し
方
は
、
浅
薄
で
卑
俗
で
あ
り
、
「
春
」
の
色
調
で
染
め

ら
れ
た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
い
か
に
も
軽
い
」1

2
1

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
主
題
が
「
超
自
然
」
的
現
象
を
洋
学
で
合
理
的
に

解
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
読
後
感
に
あ
る
種
の
不
透
明
さ
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
昨
夜
の
「
余
」
の
行
動
と
発
見
に
つ
い
て
、
全

て
「
有
耶
無
耶
道
人
」
の
い
う
狸
の
「
催
眠
術
」
に
掛
け
ら
れ
た
結
果
と
い
う
「
余
」
の
解
説
で
は
充
分
に
納
得
で
き
る
読
者
が
い
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
津
田
が
説
明
し
た
、
遠
い
距
離
に
お
い
て
「
あ
る
脳
細
胞
」
が
「
他
の
細
胞
」
に
感
じ
て
「
化
学
的
変
化
を
起

す
」
こ
と
も
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
津
田
の
話
が
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
、「
余
」
の
「
脳
細
胞
」
が
露
子
の
「
脳
細
胞
」

に
「
感
じ
て
一
種
の
化
学
的
変
化
を
起
」
こ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
霊
の
感
応
」
が
起
こ
り
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
昨
夜
音
楽
会

に
参
加
し
、
気
分
の
昂
揚
し
た
露
子
か
ら
届
く
も
の
は
、
暖
か
く
や
さ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
余
」
が
そ
の
暖
か

い
感
応
を
感
せ
ず
、
一
晩
中
に
苦
し
め
ら
れ
て
「
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
待
ち
明
し
た
」
の
は
い
か
に
も
不
合
理
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
津
田
は
、
世
間
の
全
て
が
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
学
問
で
知
悉
で
き
る
と
信
じ
込
み
、
「
西
洋
」
文
明
に

傾
倒
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
の
日
本
は
森
鷗
外
が
指
摘
し
た
通
り
「
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
と
が
落
ち
合
つ
て
渦
を
卷
い
て

ゐ
る
国
」1

2
2

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
日
本
に
、
彼
等
の
よ
う
に
西
洋
文
明
と
文
化
だ
け
に
立
脚
し
て
い
る
と
非
常
に
危
険
で
あ

る
。
森
鷗
外
は
「
鼎
軒
先
生
」
で
、
「
日
本
の
近
世
の
学
者
を
一
本
足
の
学
者
と
二
本
足
の
学
者
と
に
分
け
」
、
「
東
洋
の
文
化
に
立
脚

し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
、
西
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
」1

2
3

と
述
べ
、
多
く
の
日
本
の
学
者
は
ど
ち
ら
の
「
一
本
足
で

立
つ
て
ゐ
」
る
と
指
摘
し
た
。
漱
石
は
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
中
に
、「
余
」
と
津
田
の
よ
う
な
「
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
」
る
学
者
の
説
明
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の
不
合
理
な
点
を
配
置
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
近
代
知
識
人
の
立
脚
点
の
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
作
中
に
日
本
近
代
化
を
導
く

日
本
の
近
代
知
識
人
を
描
く
こ
と
で
日
本
近
代
化
の
危
う
さ
を
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
琴
の
そ
ら
音
」
に
は
漱
石
の
、
自
己
を

含
め
た
日
本
近
代
知
識
人
へ
の
批
判
認
識
が
窺
え
る
。 

作
中
に
、
「
西
洋
の
狸
か
ら
直
伝
に
輸
入
致
し
た
術
を
催
眠
法
と
か
唱
へ
、
之
を
応
用
す
る
連
中
を
先
生
抔
と
崇
め
る
の
は
全
く
西

洋
心
酔
の
結
果
で
拙
抔
は
ひ
そ
か
に
慨
嘆
の
至
に
堪
へ
ん
位
の
も
の
で
げ
す
。
何
も
日
本
固
有
の
奇
術
が
現
に
伝
つ
て
居
る
の
に
、
一

も
西
洋
二
も
西
洋
と
騒
が
ん
で
も
の
事
で
げ
せ
う
。
今
の
日
本
人
は
ち
と
狸
を
軽
蔑
し
過
ぎ
る
様
に
思
は
れ
や
す
か
ら
一
寸
全
国
の
狸

共
に
代
つ
て
拙
か
ら
諸
君
に
反
省
を
希
望
し
て
置
き
や
せ
う
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
近
代
開
化
の
下
に
あ
る
学
者
た

ち
の
問
題
点
を
反
映
し
て
い
る
。
「
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
偏
頗
で
あ
る
、
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差

支
を
生
ず
る
、
東
洋
学
者
に
從
へ
ば
、
保
守
に
な
り
過
ぎ
る
、
西
洋
学
者
に
從
へ
ば
、
急
激
に
な
る
」1

2
4

と
鷗
外
が
指
摘
し
た
通
り
、

一
本
足
で
立
っ
て
い
る
学
者
も
問
題
点
が
あ
る
。
日
本
は
、
明
治
期
に
西
洋
文
明
を
本
格
に
受
容
し
始
め
た
と
き
が
西
洋
文
明
の
結
実

期
で
あ
る1

2
5

。
日
本
の
知
識
人
は
日
本
と
西
洋
と
の
、
文
明
と
文
化
の
差
を
強
烈
に
意
識
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
彼
等
は
西
洋
文
明
と
文

化
を
生
み
出
し
た
精
神
を
学
ば
ず
、
そ
れ
ら
を
皮
相
的
に
受
容
し
た1

2
6

。
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
中
か
ら
は
、
東
洋
文
明
と
文
化
を
切
り

捨
て
、
「
一
も
西
洋
二
も
西
洋
と
騒
が
ん
」
で
西
洋
の
近
代
思
想
に
盲
従
す
る
こ
と
を
嫌
悪
し
、
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
に
反
発
し
て
い

た
漱
石
の
姿
が
抽
出
で
き
る
。 

ま
た
、
「
余
」
と
津
田
の
よ
う
な
日
本
の
知
識
人
が
洋
学
に
よ
っ
て
物
事
を
理
解
す
る
と
き
、
東
洋
文
明
・
文
化
だ
け
で
は
な
く
、

「
自
然
の
法
則
に
乖
離
し
物
界
の
原
理
に
背
馳
し
若
く
は
現
代
科
学
上
の
智
識
に
よ
り
て
闡
明
し
難
き
」1

2
7

事
物
を
否
定
す
る
様
子
が

示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
漱
石
に
と
っ
て
否
定
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
相
原
和
邦
は
、「
琴
の
そ
ら
音
」
の
中
で
「
最
も
重

い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
戦
地
の
夫
を
訪
ね
た
妻
の
魂
魄
の
話
と
極
楽
水
に
お
け
る
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
な
ら
び
に

〈
夜
と
云
ふ
無
暗
に
大
き
な
黒
い
者
〉
の
広
が
り
で
あ
る
。
表
向
き
魂
の
感
応
や
夜
の
闇
を
笑
い
と
ば
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
、
裏
面
に

伏
在
す
る
作
者
漱
石
の
深
部
は
夜
の
世
界
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
」1

2
8

と
、
作
者
漱
石
が
「
夜
の
世
界
を
信
じ
よ
う
」

と
す
る
姿
を
指
摘
し
て
い
る
。
漱
石
自
身
も
、
「
余
の
血
の
中
に
は
先
祖
の
迷
信
が
今
で
も
多
量
に
流
れ
て
ゐ
る
。
文
明
の
肉
が
社
会

の
鋭
ど
き
鞭
の
下
に
萎
縮
す
る
と
き
、
余
は
常
に
幽
霊
を
信
じ
た
」
と
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
「
修
繕
寺
の
大
患
」
後
に
書
か

れ
た
『
思
ひ
出
す
こ
と
な
ど
』（
一
七
）
の
な
か
に
記
し
、
さ
ら
に
「
自
白
す
れ
ば
、
八
九
年
前
ア
ン
ド
リ
ユ
・
ラ
ン
グ
の
書
い
た
『
夢
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と
幽
霊
』
と
い
ふ
書
物
を
床
の
中
で
読
ん
だ
時
は
、
鼻
の
先
の
燈
火
を
一
時
に
寒
く
眺
め
た
」
と
述
べ
て
い
て
、
超
自
然
的
な
現
象
を

否
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
幽
霊
の
よ
う
な
超
自
然
的
現
象
に
対
し
て
、
漱
石
は
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就

て
」
で
、
「
幻
想
」
と
「
幻
怪
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
議
論
し
て
い
る1

2
9

。
漱
石
の
用
法
と
し
て
は
、
「
幻
想
」
は
い
わ
ゆ
る

「
妄
想
よ
り
捏
造
せ
ら
れ
る
幻
影
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
科
学
の
許
す
」
も
の
で
あ
り
、「
幻
怪
」
は
「
科
学
の
許
さ
ざ
る
」
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
幻
想
」
は
思
い
込
み
な
ど
心
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
幻
覚
や
錯
覚
を
起
し
た
結
果
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
「
幻

怪
」
は
超
自
然
的
な
も
の
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
で
目
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

「
琴
の
そ
ら
音
」
の
中
で
、
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
津
田
は
、
「
科
学
の
許
す
」
幽
霊
の
よ
う
な
「
幻
想
」
を
近
代
的
な
学
問
を

用
い
て
、
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
等
の
よ
う
な
近
代
日
本
の
「
学
者
」
は
、
物
事
を
考
え
る
と
き
「
幻
怪
」
の
よ
う
な
超
自
然

的
現
象
を
完
全
に
否
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
「
超
自
然
」
的
要
素
は
人
間
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
漱
石

に
と
っ
て
そ
れ
ら
人
間
の
感
情
を
喚
起
す
る
も
の
の
肯
定
な
存
在
価
値
を
認
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
と
く
に
作
品
を
創
作
す
る
と
き

「
超
自
然
」
的
な
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

文
学
は
科
学
に
あ
ら
ず
。
科
学
は
幻
怪
を
承
認
せ
ざ
る
が
故
に
文
学
に
も
亦
幻
怪
を
輸
入
し
得
ず
と
云
ふ
は
、
二
者
を
混
同
す
る
の

癖
論
な
り
と
。
去
れ
ど
文
芸
上
読
者
若
く
は
観
客
の
威
興
を
惹
き
得
る
と
同
時
に
、
又
科
学
の
要
求
を
満
足
し
得
ん
に
は
、
何
人
も
之

を
排
斥
す
る
の
愚
を
な
さ
ざ
る
べ
し
。
唯
単
に
科
学
の
要
求
を
満
足
せ
し
め
ん
か
為
に
詩
歌
も
感
興
を
害
す
る
は
、
是
文
芸
を
あ
け
て

科
学
の
犠
牲
た
ら
し
む
る
も
の
と
云
は
さ
る
可
ら
ず
。
（
中
略
）
科
学
の
許
す
幻
想
な
る
が
為
に
可
な
り
と
説
く
べ
か
ら
ず
、
幻
想
と

せ
ば
幾
段
の
興
味
を
添
え
得
る
が
為
に
可
な
り
と
論
ず
べ
し
。
而
し
て
此
光
景
に
あ
つ
て
実
物
の
幽
霊
を
廃
す
る
と
き
は
、
劇
の
興
味

上
何
等
の
光
彩
を
添
へ
ず
し
て
、
却
つ
て
之
を
減
損
す
る
の
虞
あ
る
事
前
に
述
べ
た
る
如
く
な
れ
ば
、
余
は
此
幽
霊
を
以
て
幻
怪
に
て

可
な
り
と
考
ふ
。
若
く
は
マ
ク
ベ
ス
の
幻
想
を
吾
人
か
見
得
る
と
し
、
其
見
得
る
点
に
於
て
幻
怪
と
し
て
取
扱
つ
て
不
可
な
き
者
と
考

ふ
。 

 

「
文
学
は
科
学
に
あ
ら
ず
」
と
漱
石
が
主
張
し
て
い
る
。
「
琴
の
そ
ら
音
」
で
、
「
余
」
の
昨
夜
の
不
思
議
な
体
験
も
、
元
々
津
田
の

幽
霊
話
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
最
後
に
、「
余
」
の
訪
問
を
不
審
に
思
っ
た
露
子
が
「
余
」



 

56 
 

の
下
宿
を
訪
れ
、
「
昨
夕
の
事
を
、
み
ん
な
婆
や
か
ら
聞
」
き
、
婆
さ
ん
が
昨
夜
の
景
況
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
露
子
に
伝
え
て
い

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
露
子
の
銀
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
婆
さ
ん
の
真
鍮
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
余
の
銅
の
様
な
笑
ひ
声
が
調
和
し

て
天
下
の
春
を
七
円
五
十
銭
の
借
家
に
集
め
た
程
陽
気
」
な
幸
福
の
図
が
出
現
し
得
た
。
も
し
「
幽
霊
」
と
い
う
よ
う
な
超
自
然
的
な

も
の
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
ら
、
「
余
」
は
昨
夜
体
験
し
た
恐
怖
、
不
安
、
露
子
へ
の
強
い
思
い
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
陽
気
な
「
天
下
の
春
」
と
い
う
景
況
も
決
し
て
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。 

近
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
全
て
の
物
事
を
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
自
然
科
学
の
方
法
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。

当
時
の
日
本
文
壇
に
も
西
欧
の
自
然
主
義
的
文
芸
精
神
が
導
入
さ
れ
、
科
学
に
基
づ
く
客
観
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
漱
石

に
と
っ
て
、
文
学
に
「
浪
漫
」
的
な
も
の
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
は
客
観
的
な
事
実
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
が
、
科
学
的
、

客
観
的
な
も
の
に
の
み
重
き
を
置
く
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
漱
石
は
、
文
学
の
中
で
「
合
理
的
」
、「
科
学
的
」
な
だ
け
で
は
割
り
切
れ

ぬ
超
自
然
的
な
現
象
が
一
つ
の
「
真
理
」
と
な
っ
て
人
間
の
胸
奥
を
突
き
動
か
し
、
そ
の
情
動
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
肯
定

的
な
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節
「
趣
味
の
遺
伝
」 

 

 

短
篇
小
説
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
に
「
帝
国
文
学
」
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
五
月
に
大
倉
書
店
・
服
部

書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。 

漱
石
は
高
浜
虚
子
宛
書
簡
に
「
是
は
六
十
四
枚
ば
か
り
。
実
は
も
つ
と
か
丶
ん
と
い
け
な
い
が
時
が
出
な
い
か
ら
あ
と
を
省
略
し
ま

し
た
。
夫
で
頭
の
か
つ
た
変
物
が
出
来
ま
し
た
」1

3
0

と
書
い
て
お
り
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
直
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月

一
六
日
付
の
皆
川
正
禧
宛
書
簡
に
は
「
結
末
の
一
気
呵
成
の
所
を
ほ
め
て
下
さ
れ
た
の
は
望
外
の
幸
福
と
存
候
。
実
は
時
間
が
た
り
な

く
て
、
か
け
な
か
つ
た
の
で
す
。
仕
舞
を
も
つ
と
か
丶
ん
と
、
前
の
詳
細
な
叙
述
な
比
例
を
失
す
る
様
に
思
ひ
ま
す
」1

3
1

と
作
品
の
均

整
を
失
す
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
森
田
草
平
宛
書
簡
に
も
「
あ
れ
は
頗
る
比
例
と
い
ふ
点
か
ら
云
つ
て
は
丸
駄
目
の

作
で
あ
る
」1

3
2

と
、
作
品
の
叙
述
の
比
例
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

作
品
掲
載
の
翌
月
に
い
く
つ
か
の
評
論1

3
3

が
発
表
さ
れ
て
以
降
、
「
趣
味
の
遺
伝
」
は
様
々
な
角
度1

3
4

か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
漱
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石
自
身
の
言
説
を
切
り
口
に
す
る
先
行
研
究
で
は
、
小
宮
豊
隆
が
「
漱
石
自
身
言
っ
て
ゐ
る
通
り
、
首
尾
の
比
例
の
と
れ
な
い
、
芸
術

的
に
は
失
敗
の
作
品
と
な
っ
て
し
ま
つ
た
」1

3
5

、
大
岡
昇
平
も
「
漱
石
が
あ
と
「
五
六
十
枚
」
書
け
る
と
し
た
内
容
に
は
、
郵
便
局
で

あ
っ
た
時
の
詳
細
は
欠
か
せ
な
い
は
ず
で
す
。
浩
さ
ん
の
日
記
で
は
、
こ
こ
は
わ
ざ
と
消
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
も
う
一
人
の
当

事
者
で
あ
る
謎
の
女
か
ら
語
ら
れ
な
け
れ
ば
、
一
篇
小
説
と
し
て
も
不
備
で
し
ょ
う
」1

3
6

、

ま
た
、
斉
藤
恵
子
も
「
戦
争
の
主
題
と
愛

の
主
題
は
、
漱
石
の
中
で
、
分
裂
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
意
図
と
し
て
は
、
緊
密
に
結
び
つ
き
、
愛
の
物
語
も
、
戦
争
の
場
面
に
匹

敵
す
る
規
模
で
、
漱
石
の
頭
に
は
用
意
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
書
き
出
し
て
み
る
と
、
時
間
も
足
り
な
く
な
り
、
結
局
、
尻
切
れ
と
ん

ぼ
の
感
を
残
し
て
、
『
趣
味
の
遺
伝
』
は
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
前
後
の
比
例
を
失
し
た
ま
ま
終
っ
た
の
は
、
単
に
時
間
の
不
足
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
漱
石
の
う
ち
に
「
戦
争
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、
書
き
た
い
衝
動
が
そ
れ
だ
け
強
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
真
実
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」1

3
7

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
失
敗
作
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。 

一
方
で
、
山
崎
甲
一
は
「
漱
石
が
「
丸
駄
目
」
と
く
り
返
し
問
題
に
す
る
点
は
「
叙
述
の
比
例
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
」
と
指

摘
し
、「
手
紙
で
言
う
「
省
略
」
も
作
品
で
言
う
「
端
折
」
り
も
、
こ
の
小
説
の
実
質
的
な
「
主
人
公
」
で
あ
る
「
余
」
の
造
型
と
密
接

に
関
わ
っ
て
出
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る
」1

3
8

と
し
て
、
作
者
自
身
が
「
頭
の
か
つ
た
変
物
」
「
比
例
を
失
す
る
」
と
認
め
て
は
い
る

も
の
の
、
作
品
は
「
省
略
の
許
せ
る
限
度
内
に
於
い
て
「
省
略
し
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。 

漱
石
が
書
簡
の
中
で
、
執
筆
時
間
の
不
足
と
小
説
後
半
の
描
写
の
省
略
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
小
説
前
後
の
不
均
衡
を
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
、
作
者
は
作
品
の
叙
述
に
関
す
る
問
題
点
を
挙
げ
つ
つ
も
そ
の
展
開
や
主
題
に
お
い
て
難
点
を
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、

前
後
の
描
写
に
お
け
る
均
整
を
失
し
た
本
作
を
そ
れ
以
外
の
点
で
は
一
定
の
完
成
を
み
た
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
作
品
の
考
察
を
行
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
が
自
ら
流
し
た

と
語
る
「
涙
」
に
着
眼
す
る
。
物
語
前
半
に
お
い
て
彼
が
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
流
し
た
「
涙
」
と
後
半
に
現
れ
る
浩
一
の
母
と
お
嬢
さ

ん
を
見
て
流
し
た
「
涙
」
を
分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
「
余
」
が
受
け
た
感
動
へ
の
考
察
を
す
る
。
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
漱
石
が

読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
解
明
し
た
い
。
そ
し
て
、
書
簡
の
中
で
、
執
筆
時
間
の
不
足
と
小
説
後
半
の
描
写
の
省
略
に
伴
う
小

説
前
後
の
不
均
衡
と
語
り
な
が
ら
、
後
に
も
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
漱
石
が
そ
の
作
品
を
通
じ
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
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第
一
項 

 

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
冒
頭
で
、
語
り
手
の
「
余
」
は
戦
場
の
「
空
想
に
耽
り
な
が
ら
い
つ
し
か
新
橋
へ
来
」
る
。
新
橋
停
車
場
で
は

凱
旋
を
歓
迎
す
る
人
々
を
見
て
「
犬
に
食
ひ
残
さ
れ
た
者
の
家
族
」
と
考
え
る
。
「
余
」
が
冒
頭
の
「
空
想
」
で
思
い
描
い
て
い
る
の

は
、
日
露
戦
争
の
印
象
で
あ
る
。 

 

陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。
「
人
を
屠
り
て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」
と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
撼
か

し
て
満
洲
の
果
迄
響
き
渡
つ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
。
す
る
と
渺
々
た

る
平
原
の
尽
く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る
獒
狗
の
群
が
、
腥
き
風
を
横
に
截
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち
出
し
た

様
に
飛
ん
で
来
た
。
狂
へ
る
神
が
小
躍
り
し
て
「
血
を
啜
れ
」
と
云
ふ
を
合
図
に
、
ぺ
ら

く
と
吐
く
焔
の
舌
は
暗
き
大
地
を
照
ら
し

て
咽
喉
を
越
す
血
潮
の
湧
き
返
る
音
が
聞
え
た
。
今
度
は
黒
雲
の
端
を
踏
み
鳴
ら
し
て
「
肉
を
食
へ
」
と
神
が
号
ぶ
と
「
肉
を
食
へ
！

肉
を
食
へ
！
」
と
犬
共
も
一
度
に
咆
え
立
て
る
。
や
が
て
め
り

く
と
腕
を
食
ひ
切
る
、
深
い
口
を
あ
け
て
耳
の
根
迄
胴
に
か
ぶ
り
付

く
。
一
つ
の
脛
を
啣
へ
て
左
右
か
ら
引
き
合
ふ
。
漸
く
の
事
肉
は
大
半
平
げ
た
と
思
ふ
と
、
ま
た
羃
々
た
る
雲
を
貫
ぬ
い
て
恐
し
い
神

の
声
が
し
た
。
「
肉
の
後
に
は
骨
を
し
や
ぶ
れ
」
と
云
ふ
。
す
は
こ
そ
骨
だ
。
犬
の
歯
は
肉
よ
り
も
骨
を
噛
む
に
適
し
て
居
る
。
狂
ふ

神
の
作
つ
た
犬
に
は
狂
つ
た
道
具
が
具
は
つ
て
居
る
。
今
日
の
振
舞
を
予
期
し
て
工
夫
し
て
呉
れ
た
歯
ぢ
や
。
鳴
ら
せ
鳴
ら
せ
と
牙
を

鳴
ら
し
て
骨
に
か
ゝ
る
。
あ
る
者
は
摧
い
て
髄
を
吸
ひ
、
あ
る
者
は
砕
い
て
地
に
塗
る
。
歯
の
立
た
ぬ
者
は
横
に
こ
い
て
牙
を
磨
ぐ
。

…
… 

 

「
余
」
は
「
書
斎
以
外
に
如
何
な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で
も
済
む
天
下
の
逸
民
」
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

世
間
と
断
絶
し
て
い
る
中
で
「
平
生
戦
争
の
事
は
新
聞
で
読
ま
ん
で
も
な
い
、
又
其
状
況
は
詩
的
に
想
像
せ
ん
で
も
な
い
」
と
述
べ
て

お
り
、
冒
頭
の
日
露
戦
争
に
対
す
る
印
象
も
そ
の
よ
う
に
し
て
思
い
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
空
想
」
と
は
別
に
、

「
余
」
は
「
高
等
学
校
時
代
」
か
ら
の
親
友
で
あ
っ
た
浩
一
が
戦
死
す
る
場
面
も
想
像
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
に
関
し
て
、

「
塹
壕
に
飛
び
込
ん
だ
者
は
向
へ
渡
す
為
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
為
め
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
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そ
れ
は
、
冒
頭
の
「
陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。
「
人
を
屠
り
て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」
と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま

に
日
本
海
を
撼
か
し
て
満
洲
の
果
迄
響
き
渡
つ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
」

と
の
描
写
と
照
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
浩
一
が
戦
死
す
る
場
面
に
は
「
穹
窖
よ
り
覘
を
定
め
て
打
ち
出
す
機
関
砲
は
、
杖
を
引
い
て
竹

垣
の
側
面
を
走
ら
す
時
の
音
が
し
て
瞬
く
間
に
彼
等
を
射
殺
し
た
」
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
先
の
「
空
想
」
の
「
渺
々
た
る
平
原
の
尽

く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る
獒
狗
の
群
が
、
腥
き
風
を
横
に
截
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち
出
し
た
様
に
飛
ん
で

来
た
」
と
い
う
一
文
と
呼
応
し
て
い
る
。 

冒
頭
の
「
空
想
」
と
後
の
浩
一
戦
死
の
場
面
に
お
い
て
、「
詩
的
」
で
あ
る
前
者
に
対
し
て
後
者
は
よ
り
現
実
的
で
生
々
し
い
。
た
だ

し
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
戦
場
で
人
々
が
生
き
残
る
た
め
に
闘
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
死
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
の
死
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
「
余
」
の
戦
場
に
対
す
る
理
解
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ス
テ
ッ
セ
ル
は
降
つ
た
。
講
和
は
成
立
し
た
。
将
軍
は
凱
旋
し
た
。
兵
隊
も
歓
迎
さ
れ
た
。
然
し
浩
さ
ん
は
ま
だ
坑
か
ら
上
つ
て
来

な
い
。
図
ら
ず
新
橋
へ
行
つ
て
色
の
黒
い
将
軍
を
見
、
色
の
黒
い
軍
曹
を
見
、
背
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
を
見
て
涙
迄
流
し
て
愉
快

に
感
じ
た
。 

 

戦
場
は
一
般
の
兵
士
に
と
っ
て
死
地
で
あ
る
。「
余
」
は
そ
こ
か
ら
帰
還
し
た
「
黒
い
将
軍
を
見
、
色
の
黒
い
軍
曹
を
見
」
、
ま
た
「
背

の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
を
見
」
て
、「
涙
迄
流
し
て
愉
快
に
感
じ
」
て
い
る
。
彼
が
凱
旋
す
る
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
、「
愉
快
に
感
じ
」

た
も
の
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

咄
喊
は
此
よ
く
せ
き
を
煎
じ
詰
め
て
、
煮
詰
め
て
缶
詰
め
に
し
た
声
で
あ
る
。
死
ぬ
か
、
生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と
云
ふ
際
ど
い

針
線
の
上
に
立
つ
て
身
震
ひ
を
す
る
と
き
自
然
と
横
膈
膜
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
で
あ
る
。
助
け
て
呉
れ
と
云
ふ
う
ち
に

誠
は
あ
ら
う
、
殺
す
ぞ
と
叫
ぶ
う
ち
に
も
誠
は
な
い
事
も
あ
る
ま
い
。
然
し
意
味
の
通
ず
る
丈
其
丈
誠
の
度
は
少
な
い
。
意
味
の
通
ず

る
言
葉
を
使
ふ
丈
の
余
裕
分
別
の
あ
る
う
ち
は
一
心
不
乱
の
至
境
に
達
し
た
と
は
申
さ
れ
ぬ
。
咄
喊
に
は
こ
ん
な
人
間
的
な
分
子
は

交
つ
て
居
ら
ん
。
ワ
ー
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
ワ
ー
に
は
厭
味
も
な
け
れ
ば
思
慮
も
な
い
。
理
も
な
け
れ
ば
非
も
な
い
。
詐
り
も
な
け
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れ
ば
懸
引
も
な
い
。
徹
頭
徹
尾
ワ
ー
で
あ
る
。
結
晶
し
た
精
神
が
一
度
に
破
裂
し
て
上
下
四
囲
の
空
気
を
震
盪
さ
し
て
ワ
ー
と
鳴
る
。

万
歳
の
助
け
て
呉
れ
の
殺
す
ぞ
の
と
そ
ん
な
け
ち
な
意
味
を
有
し
て
は
居
ら
ぬ
。
ワ
ー
其
物
が
直
ち
に
精
神
で
あ
る
。
霊
で
あ
る
。
人

間
で
あ
る
。
誠
で
あ
る
。
而
し
て
人
界
崇
高
の
感
は
耳
を
傾
け
て
此
誠
を
聴
き
得
た
る
時
に
始
め
て
享
受
し
得
る
と
思
ふ
。
耳
を
傾
け

て
数
十
人
、
数
百
人
、
数
千
数
万
人
の
誠
を
一
度
に
聴
き
得
た
る
時
に
此
崇
高
の
感
は
始
め
て
無
上
絶
大
の
玄
境
に
入
る
。
―
―
余
が

将
軍
を
見
て
流
し
た
涼
し
い
涙
は
此
玄
境
の
反
応
だ
ろ
う
。 

 

戦
争
が
続
い
て
も
「
戦
争
ら
し
い
感
じ
が
し
な
い
」
と
語
る
「
気
楽
な
人
間
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
凱
旋
し
た
将
軍
を
見
て
、「
満
州

の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦
争
の
光
景
」
を
「
脳
裏
に
描
出
」
す
る
。
凱
旋
し
た
兵
士
た
ち
を
包
む
「
万
歳
」
の
声
は
「
満
州
の
野
に
起
つ
た

咄
喊
の
反
響
」
と
し
て
「
余
」
の
胸
を
打
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
万
歳
の
意
義
は
字
の
如
く
読
ん
で
万
歳
に
過
ぎ
ん
が
咄
喊
と
な
る

と
大
分
趣
が
違
ふ
。
咄
喊
は
ワ
ー
と
云
ふ
だ
け
で
万
歳
の
様
に
意
味
も
何
も
な
い
。
然
し
其
意
味
の
な
い
所
に
大
変
な
深
い
情
が
籠
つ

て
」
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
余
」
は
「
咄
喊
」
と
は
「
死
ぬ
か
、
生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と
云
ふ
際
ど
い
針
線
の
上
に
立
つ
て
身

震
ひ
を
す
る
と
き
自
然
と
横
膈
膜
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
人
間
は
「
一
日
二
十
四
時
間

の
う
ち
二
十
三
時
間
五
十
五
分
迄
は
皆
意
味
の
あ
る
言
葉
を
使
つ
」
て
い
て
、
戦
場
で
も
「
助
け
て
呉
れ
」
、「
殺
す
ぞ
」
と
い
っ
た
意

味
を
伝
達
す
る
為
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。「
然
し
意
味
の
通
ず
る
丈
其
丈
誠
の
度
は
少
な
」
い
。「
件
の
な
い
の
に
意
味
の
分
ら
ぬ
音

声
を
出
す
の
は
尋
常
で
は
な
い
。
出
し
て
も
用
の
足
り
ぬ
声
を
使
ふ
の
は
経
済
主
義
か
ら
云
ふ
て
も
功
利
主
義
か
ら
云
つ
て
も
割
に
合

わ
ぬ
」
に
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
戦
場
で
使
う
「
助
け
て
呉
れ
」
と
か
、「
殺
す
ぞ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
言
葉
は
「
経
済
主
義
」

的
、
「
功
利
主
義
」
的
と
さ
れ
る
。 

そ
う
し
た
言
葉
に
対
し
て
、
「
余
」
は
「
咄
喊
」
が
、
「
ワ
ー
」
だ
け
で
「
厭
味
も
な
け
れ
ば
思
慮
も
な
い
。
理
も
な
け
れ
ば
非
も
な

い
。
詐
り
も
な
け
れ
ば
懸
引
も
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
な
い
叫
び
こ
そ
が
「
精
神
で
あ
る
。
霊
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
。
誠
で

あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
の
な
い
叫
び
こ
そ
が
む
し
ろ
人
間
の
心
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
真
摯
な
感
情
を
反
映
す
る
の
で
あ

る
。
将
軍
が
「
耳
を
傾
け
て
数
十
人
、
数
百
人
、
数
千
数
万
人
の
誠
を
一
度
に
聴
き
得
た
る
」
時
、
「
此
崇
高
の
感
は
始
め
て
無
上
絶

大
の
玄
境
に
入
」
る
。
「
余
」
は
戦
争
を
代
表
す
る
将
軍
の
姿
を
通
し
て
、
人
間
偽
り
の
な
い
真
心
を
反
映
す
る
玄
境
の
風
景
を
脳
裏

に
描
写
し
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
余
」
に
よ
る
と
、
兵
士
た
ち
は
戦
場
に
お
い
て
最
前
線
で
敵
と
対
峙
し
、
国
の
た
め
に
戦
う
と
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き
、
「
日
本
の
精
神
を
代
表
」
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
う
え
、
彼
等
は
「
日
本
の
精
神
を
代
表
す
る
の
み
な
ら
ず
、
広
く
人
類

一
般
の
精
神
を
代
表
」
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
言
う
「
広
く
人
類
一
般
の
精
神
」
と
は
、
「
経
済
主
義
」
的
、

「
功
利
主
義
」
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
「
誠
」
の
感
情
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

群
衆
か
ら
見
て
、
凱
旋
し
て
き
た
将
兵
た
ち
は
敵
と
戦
い
勝
利
し
た
英
雄
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
日
本
の
精
神
を
代
表
」
す
る
も
の
と

映
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
等
の
勝
利
を
見
て
、
歓
迎
に
や
っ
て
来
た
人
々
は
意
義
の
あ
る
「
万
歳
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
し

か
し
、
軍
曹
の
母
の
よ
う
に
肉
親
を
迎
え
に
き
た
人
々
に
と
っ
て
事
情
は
異
な
っ
て
い
る
。
軍
曹
の
母
は
肉
親
を
見
て
「
万
歳
な
ど
に

は
毫
も
耳
を
借
す
景
色
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
捉
え
た
「
余
」
の
万
歳
が
止
ま
っ
た
の
は
、
彼
が
彼
女
の
中
に
も
人
間
の

真
情
を
見
出
し
、
周
囲
の
人
々
と
の
格
差
に
思
い
至
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
余
」
の
心
は
も
は
や
政
治
的
経
済
的
立
場
か
ら
問

題
を
観
よ
う
と
す
る
「
群
衆
」
で
は
な
く
、
軍
曹
の
母
の
よ
う
に
肉
親
を
迎
え
に
き
た
人
々
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
「
余
」
は
「
図
ら

ず
新
橋
へ
行
」
っ
た
こ
と
で
人
間
の
「
誠
」
を
代
表
し
て
い
る
将
軍
と
軍
曹
の
姿
を
見
て
感
動
し
た
。
そ
し
て
、
肉
親
を
求
め
て
や
っ

て
来
た
「
背
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
」
を
通
じ
て
人
情
の
「
誠
」
を
確
か
め
て
い
て
、
「
愉
快
」
に
感
じ
涙
ま
で
流
し
て
い
た
。 

 

第
二
項 

 

余
は
色
の
黒
い
将
軍
を
見
た
。
婆
さ
ん
が
ぶ
ら
下
が
る
軍
曹
を
見
た
。
ワ
ー
と
云
ふ
歓
迎
の
声
を
聞
い
た
。
さ
う
し
て
涙
を
流
し
た
。

浩
さ
ん
は
塹
壕
へ
飛
び
込
ん
だ
き
り
上
つ
て
来
な
い
。
誰
も
浩
さ
ん
を
迎
に
出
た
も
の
は
な
い
。
天
下
に
浩
さ
ん
の
事
を
思
つ
て
居
る

も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
許
り
で
あ
ら
う
。
余
は
此
両
人
の
睦
ま
じ
き
様
を
目
撃
す
る
度
に
、
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍

曹
を
見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を
流
す
。
博
士
は
何
も
知
ら
ぬ
ら
し
い
。 

 

作
品
の
終
局
で
「
余
」
は
、
浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
た
時
に
「
広
く
人
類
一
般
の
精
神
」
を
代
表
す
る
将
軍
や
軍
曹

を
見
た
時
よ
り
も
「
清
き
涼
し
き
涙
を
流
」
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
二
人
を
見
て
、
「
余
」
が
何
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
深
く
関
係
し
て
い
る
浩
一
の
人
物
像
か
ら
分
析
し
て
行
き
た
い
。 

浩
一
は
「
余
」
が
「
高
等
学
校
時
代
」
か
ら
親
し
い
付
き
合
い
の
あ
る
一
人
で
あ
っ
た
。
「
家
は
紀
州
の
藩
士
」
で
あ
っ
た
が
、
「
江
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戸
詰
で
代
々
こ
ち
ら
で
暮
ら
し
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
家
令
か
ら
は
浩
一
の
祖
父
が
「
留
守
居
」
を
務
め
、
父
親
は
「
江
戸
詰
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

江
戸
期
に
は
「
大
名
諸
家
に
は
通
常
二
種
類
の
留
守
居
な
る
役
職
」1
3
9

が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、「
大
名
不
在
の
際
に
居
城
や
江
戸
屋
敷

の
守
衛
・
統
括
を
主
務
と
す
る
軍
職
で
あ
り
、
家
老
・
重
臣
と
い
っ
た
上
席
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
を
通
例
」1

4
0

と
し
て
い
た
。
も
う
一

つ
は
「
幕
府
や
他
の
大
名
諸
家
と
の
交
渉
・
連
絡
を
専
門
職
務
と
す
る
非
軍
事
的
な
外
交
官
」1

4
1

で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
中
期
ご
ろ
に

な
る
と
、
次
第
に
彼
ら
は
「
第
二
種
の
留
守
居
役
の
役
職
名
を
正
式
に
も
「
留
守
居
」
と
改
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」1

4
2

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
浩
一
の
祖
父
は
第
二
種
の
「
幕
府
や
他
の
大
名
諸
家
と
の
交
渉
・
連
絡
を
専
門
職
務
と
す
る
非
軍
事
的
な
外
交
官
」1

4
3

に

所
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
大
名
家
（
藩
）
に
お
い
て
中
堅
ク
ラ
ス
を
構
成
し
て
い
た
物
頭
・
平
士
と
い
っ
た
階
層
の
者
か
ら
選
任
さ

れ
る
の
が
通
例
」1

4
4

で
あ
っ
た
。 

江
戸
期
に
お
け
る
大
名
家
（
藩
）
内
部
の
身
分
類
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
類
別
の
区
分
も
そ
れ
ら

の
名
称
も
一
定
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
類
別
と
序
列
は
次
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
「
藩
主
（
大
名
）
―
一
門
・
家
老

―
組
頭
（
番
頭
・
中
老
）
―
物
頭
―
平
士
（
番
士
・
組
士
）[

以
上
、
御
目
見
以
上
。
以
下
、
御
目
見
以
下]

―
徒
士
―
足
軽
―
中
間
・

小
者
」1

4
5

で
あ
る
。
ま
た
、
大
名
家
（
藩
）
の
家
臣
は
、
い
ず
れ
の
大
名
家
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、「
平
士
以
上
の
上
級
武
士
と
、
そ
れ

以
下
の
下
級
武
士
に
二
分
」1
4
6

さ
れ
る
。
故
に
浩
一
の
祖
父
と
父
親
は
「
上
級
武
士
」
に
属
し
て
い
る
。
紀
州
徳
川
家
は
江
戸
時
代
に

紀
伊
国
・
伊
勢
国
を
治
め
た
徳
川
氏
の
一
支
系
で
、
徳
川
御
三
家1

4
7

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
浩
一
の
家
系
は
そ
の
藩
に
お
い
て
「
上
級
武

士
」
に
属
し
て
い
た
の
で
、
浩
一
も
幼
少
期
か
ら
武
士
精
神
に
深
く
影
響
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

山
本
常
朝
は
『
葉
隠
』
の
中
で
「
武
道
」
、「
武
士
道
」
を
定
義
し
て
言
う
。「
武
士
道
と
云
ふ
こ
と
は
、
即
ち
死
ぬ
こ
と
ゝ
見
付
け
た

り
。
凡
そ
二
ツ
一
ツ1

4
8

の
場
合
に
、
早
く
死
ぬ
か
た
に
片
付
く
ば
か
り
な
り
。
別
に
仔
細
な
し
。
胸
す
わ
り
て
進
む
な
り
。
若
し
図
に

あ
た
ら
ぬ
と
き
、
犬
死
な
ど
と
云
ふ
は
、
上
方
風
の
打
上
り
た
る
武
道
な
る
べ
し
。
二
ツ
一
ツ
の
場
合
に
、
図
に
あ
た
る
こ
と
の
わ
か

る
こ
と
は
、
到
底
出
来
ざ
る
こ
と
な
り
」1

4
9

。
ま
た
、「
武
篇
は
、
敵
を
討
ち
取
り
た
る
よ
り
は
、
主
〔
＝
主
君
〕
の
為
に
死
に
た
る
が

手
柄
な
り
」
と
い
う
山
本
常
朝
の
言
葉
が
あ
る
。
浩
一
の
日
記
に
、
「
死
は
早
晩
余
を
襲
い
来
ら
ん
。
余
は
日
夜
に
両
軍
の
砲
撃
を
聞

き
て
、
今
か

く
と
順
番
の
至
る
を
待
つ
」
、
「
余
の
運
命
も
愈
明
日
に
逼
つ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
浩
一
は
、
戦
場
で
生
死
の
選
択
を

対
面
す
る
と
き
に
死
を
恐
れ
ず
「
旗
を
持
っ
て
思
い
切
り
よ
く
塹
壕
の
中
へ
飛
び
込
ん
」
だ
。
戦
地
で
記
さ
れ
た
日
記
に
は
、
「
軍
人
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が
軍
さ
で
死
ぬ
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
死
ぬ
の
は
名
誉
で
あ
る
。
あ
る
点
か
ら
云
へ
ば
生
き
て
本
国
に
帰
る
の
は
死
ぬ
べ
き
所
を
死

に
損
な
つ
た
様
な
も
の
だ
」
と
い
う
彼
の
覚
悟
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
死
を
恐
れ
な
い
浩
一
の
武
士
道
精
神
が
読
み
取
れ
る
。 

親
友
で
あ
る
「
余
」
が
語
る
浩
一
は
「
大
き
な
男
」
、
「
立
派
な
男
」
、
「
偉
大
な
男
」
で
、
容
姿
が
立
派
だ
け
で
な
く
全
幅
の
信
頼
を

寄
せ
る
人
物
で
あ
る
。
軍
隊
に
お
い
て
は
、
浩
一
が
志
願
兵
か
ら
歩
兵
中
尉
と
な
り
、
旗
手
と
い
う
役
を
担
当
し
て
い
た
。
軍
旗
は
、

「
近
衛
軍
以
外
の
軍
人
た
ち
に
常
時
天
皇
の
馬
前
に
任
務
を
尽
く
す
意
識
を
特
た
せ
る
為
に
親
受
さ
れ
る
。
故
に
部
隊
に
と
っ
て
こ
れ

は
神
聖
視
す
べ
き
も
の
で
あ
」
り
、
「
青
年
士
官
の
中
・
少
尉
の
旗
手
は
ま
さ
に
将
校
の
華
で
あ
り
事
実
優
秀
な
青
年
士
官
が
旗
手
に

な
っ
た
」1

5
0

と
い
う
こ
と
で
、
浩
一
が
軍
隊
の
中
で
も
、
信
頼
さ
れ
る
優
秀
な
兵
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
幼
少
期
か
ら

武
士
精
神
に
深
く
影
響
さ
れ
、
優
秀
な
浩
一
は
、
何
故
に
志
願
兵
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
「
徴
兵
令
」1

5
1

に
よ
る
と
、
当
時
一
年
志
願
兵
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
志
願
兵
の
服
務
義
務
は

現
役
一
年
、
予
備
役
一
年
、
後
備
役
五
年
の
合
計
七
年
で
あ
る
。
一
般
徴
兵
の
陸
軍
兵
の
服
務
義
務
は
現
役
三
年
、
予
備
役
四
年
、
後

備
役
五
年
の
合
計
一
二
年
で
あ
っ
た
。
故
に
志
願
兵
と
な
っ
た
場
合
に
は
五
年
間
期
間
を
短
縮
で
き
る
。
志
願
兵
と
し
て
入
隊
す
る
場

合
、
「
満
十
七
歳
以
上
満
二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
官
立
学
校
（
帝
国
大
学
選
科
及
小
学
科
ヲ
除
ク
）
府
県
立
師
範
学
校
中
学
校
若
ク
ハ

文
部
大
臣
ニ
於
テ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
学
則
ニ
依
リ
法
律
学
政

治
学
理
財
学
ヲ
教
授
ス
ル
私
立
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
陸
軍
試
験
委
員
ノ
試
験
ニ
及
第
シ
服
役
中
食
料
被
服
装
具
等
ノ

費
用
ヲ
自
辨
ス
ル
者
」1

5
2

と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。
高
等
学
校
を
卒
業
し
、「
上
級
武
士
」
で
あ
っ
た
家
の
出
で
あ
る
浩
一
は
、

学
力
の
面
で
も
経
済
的
な
面
で
も
条
件
は
満
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
令
の
話
に
よ
る
と
浩
一
は
、
五
、
六
歳
の
頃

に
父
親
を
な
く
し
て
い
る
。
い
く
ら
経
済
力
が
あ
っ
て
も
、
父
親
を
無
く
し
た
家
庭
に
と
っ
て
家
計
は
以
前
よ
り
は
悪
く
な
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。 

そ
の
よ
う
な
家
庭
環
境
の
中
で
、
浩
一
は
多
少
無
理
し
て
も
、
志
願
兵
と
な
っ
た
。
服
務
期
間
が
五
年
短
縮
で
き
る
と
は
い
え
、
無

理
を
し
て
ま
で
も
志
願
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
早
く
服
務
義
務
を
終
わ
ら
せ
て
一
人
で
暮
ら
す
母
親
の
元
へ
帰
り
た
い
と
い
う

母
親
へ
の
愛
情
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
浩
一
は
最
後
の
日
記
に
「
御
母
さ
ん
は
、
寒
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
一
文
を
書
き
残
し
て
い
る
。
彼
の

個
人
と
し
て
の
「
誠
」
の
「
情
」
は
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。
浩
一
は
一
人
で
暮
ら
す
母
親
へ
の
愛
情
を
強
く
持
っ
て
い
る
が
、
一
般
の

兵
士
に
と
っ
て
、
生
き
て
帰
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
残
酷
な
戦
場
に
お
い
て
旗
手
と
し
て
死
に
、
母
の
元
へ
の
生
還
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
浩
一
自
身
は
そ
の
個
人
と
し
て
の
真
情
を
成
就
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
終
局
に
お
い
て
は
彼
の
代
わ

り
に
、
小
野
田
工
学
博
士
の
妹
が
「
丸
で
御
嫁
さ
ん
の
様
」
に
な
っ
て
浩
一
の
母
と
話
し
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
は
、
自
ら

の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
通
じ
て
そ
こ
に
浩
一
の
戦
死
に
よ
っ
て
成
就
で
き
な
か
っ
た
人
間
心
情
の
要
求
の
達
成
を
見
出
す
の
で
あ
る
。 

「
余
」
は
自
分
な
り
に
打
ち
立
て
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
論
に
よ
っ
て
、「
二
十
世
紀
の
人
間
」
の
「
散
文
的
」
で
「
不
思
議
な
現
象
に

逢
は
ぬ
前
な
ら
兎
に
角
、
逢
ふ
た
後
に
も
、
そ
ん
な
事
が
あ
る
も
の
か
と
冷
淡
に
看
過
」
す
る
人
々
を
説
得
し
、
こ
の
世
に
は
「
不
思

議
な
現
象
」
が
あ
り
え
る
の
だ
と
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
読
者
に
は
そ
の
「
不
思
議
な
現
象
」
を
納
得
し
た
う
え
で
、
浩
一
と

「
郵
便
局
の
女
」
の
愛
が
成
就
を
信
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
小
野
田
工
学
博
士
の
妹
が
「
丸
で
御
嫁
さ
ん
の
様
に
な
っ
た
」

と
い
う
状
態
か
ら
、
科
学
的
な
解
明
に
よ
り
浩
一
の
成
就
で
き
な
か
っ
た
人
間
の
真
情
や
母
親
を
思
う
「
愛
情
」
を
導
き
出
し
て
そ
れ

ら
を
現
実
の
世
界
で
成
就
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
余
」
は
、「
趣
味
の
遺
伝
」
説
に
よ
っ
て
科
学
的
に
達
成
さ
れ
た
人
の
「
誠
」
の
「
情
」

に
感
動
し
、
両
人
の
仲
睦
ま
じ
い
様
を
目
撃
す
る
た
び
に
、
「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を

流
」
す
。
そ
れ
は
、「
余
」
の
「
散
文
的
」
な
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
か
ら
成
就
さ
れ
た
「
情
」
が
生
死
の
境
を
越
え
、
将
軍
を
見
た
と
き

に
感
じ
た
感
動
よ
り
も
深
く
彼
の
心
を
打
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

第
三
項 

 

「
趣
味
の
遺
伝
」
の
語
り
は
、「
余
」
の
「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
」
も
「
清
き
涼
し
き
涙
」
に
よ
っ
て
閉
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
涙
」
を
通
じ
て
、
漱
石
が
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
も
の
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
が
「
余
」
の

「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
合
理
性
を
読
者
に
証
明
し
た
か
っ
た
と
な
る
と
、
そ
の
た
め
の
証
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
実
際
に
「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
実
証
の
過
程
は
不
備
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
。 

「
余
」
は
自
分
の
「
遺
伝
理
論
」
を
確
信
し
、「
こ
ん
な
問
題
は
当
人
の
支
配
権
以
外
に
立
つ
問
題
だ
か
ら
、
よ
し
当
人
を
尋
ね
あ
て

て
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
不
思
議
は
解
け
る
も
の
で
な
い
。
当
人
か
ら
聞
き
得
る
事
実
そ
の
物
が
不
思
議
で
あ
る
以
上
は
余

の
疑
惑
は
落
ち
つ
き
よ
う
が
な
い
」
と
、
始
め
か
ら
三
人
の
女
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
内

で
「
寂
光
院
の
女
」
が
は
た
し
て
浩
一
の
日
記
に
あ
っ
た
「
郵
便
局
の
女
」
と
同
一
人
物
な
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
神
田
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祥
子
が
指
摘
し
た
と
お
り
「
〈
余
〉
の
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
の
不
確
か
さ
は
、
最
終
的
に
女

A1
5
3=

女

B
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
女

B

=

女

C
で
あ
る
か
が
決
然
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
結
局
、
浩
さ
ん
が
女

B
に
た
い
し
て
ど
ん
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
は

以
前
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
」1

5
4

の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
「
余
」
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
理
論
が
あ
た
か
も
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
「
趣
味
の
遺
伝
と
云
ふ
理
論
」
を
「
証
拠

立
て
る
」
よ
う
な
有
利
な
情
報
に
出
会
う
た
び
に
、「
さ
う
来
な
く
つ
て
は
思
ふ
」
、「
占
め
た

く
こ
れ
丈
聞
け
ば
充
分
だ
」
と
い
う
よ

う
に
、
合
の
手
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。
一
柳
広
孝
も
「
彼
の
「
事
実
」
収
集
に
お
け
る
視
点
が
き
わ
め
て
恣
意
的
で
あ
」
り
、「
彼
の
い

う
理
論
に
も
論
理
的
裏
付
け
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
の
理
論
は
、
「
余
」
自
身
か
ら

見
て
も
「
あ
る
程
度
迄
」
の
説
明
に
す
ぎ
な
い
」1

5
5

と
し
て
い
る
。 

漱
石
自
身
も
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
理
論
は
科
学
上
に
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
十
分
な
も
の
と
し
て
書
き
上
げ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
書
簡
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
時
間
が
無
か
っ
た
と

い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
思
う
。「
趣
味
の
遺
伝
」
の
初
出
は
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
で
あ
り
、
初
収
録
の
一
九
〇
六
（
明

治
三
九
）
年
五
月
ま
で
、
不
十
分
な
点
を
書
き
足
す
時
間
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
故
に
漱
石
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
漱
石
が
科
学
的
に
物
事
を
説
明
す
る
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
離
れ
、
文
学
者
へ
の
志
向
を
持
っ
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
ろ
う
。
「
六
十
四
枚
ば
か
り
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、
そ
の
主
意
を
尽
く
し
た
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

漱
石
は
『
文
学
論
』「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
」
の
中
で
「
文
学
者
の
重
ず
べ
き
は
文
芸
上

の
真
に
し
て
科
学
上
の
真
に
あ
ら
ず
」1

5
6

と
主
張
し
て
い
る
。
「
文
芸
上
の
真
」
と
は
「
描
写
せ
ら
れ
た
る
事
物
の
感
が
真
な
ら
ざ
る

を
得
ざ
る
が
如
く
直
接
に
喚
起
さ
る
ゝ
場
合
を
云
ふ
に
過
ぎ
ず
。
」
と
漱
石
が
述
べ
た
。
文
学
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
文
士
」
と
し

て
の
漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
い
て
も
重
ん
じ
た
の
は
「
科
学
上
の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、
「
文
芸
上
の
真
」
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
描
く
た
め
に
必
要
だ
と
作
者
が
考
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
誇
大
法
」
、「
省
略
、
選
択
法
」
、「
組
み
合
わ
せ
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
文
学
者
で
あ
る
漱
石
は
「
物
の
一
面
一
部
を
撰
み
」
、「
省
略
、
選
択
法
」
を
利
用
し
、「
余
」
の
不
備
だ
ら
け
の

「
趣
味
の
遺
伝
」
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

漱
石
は
、
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、
「
西
片
町
に
住
む
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
を
語
り
手
と
し
て
い
る
。
専
門
が
何
で
あ
る
か
に
つ
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い
て
は
、
作
品
中
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
家
令
」
は
「
余
」
が
「
大
学
出
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
話
を
進

め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
余
」
は
大
学
出
の
学
者
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
明
治
期
に
お
い
て
は
「
「
学
校
出
」
が
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
社
会
的
に
優
遇
さ
れ
る
意
識
体
制
が
形
成
」1

5
7

さ
れ
、
「
「
学
問
と
教
育
は
別
」
で
あ
り
、
「
帝
国
大
学
ハ
学
問
ノ
場

所
ニ
シ
テ
中
学
校
、
小
学
校
ハ
教
育
ノ
場
所
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
学
問
」
の
目
的
は
、
「
深
ク
事
物
ノ
真
理
ヲ
改
究
」
」1

5
8

す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
「
教
育
目
標
の
二
重
構
造
が
し
る
さ
れ
た
教
育
体
系
に
よ
っ
て
、
「
学
者
ナ
レ
バ
学
術
専
攻
者
ノ
如
キ
社

会
多
数
ノ
思
想
ヲ
左
右
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
」
で
あ
る
」1

5
9

と
い
う
の
で
、「
余
」
も
「
学
者
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
社
会
的
に
信

用
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

作
品
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
々
の
「
観
察
点
と
云
う
も
の
は
従
来
の
惰
性
で
解
決
」
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
「
真
理
の
改

究
」
の
場
と
し
て
の
大
学
を
卒
業
し
た
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
社
会
の
ほ
か
の
人
々
の
「
観
察
点
」
か
ら
み
た
ら
、
信
頼
す
べ

き
存
在
で
あ
る
。
当
然
、
「
余
」
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
も
、
人
々
に
と
っ
て
信
用
す
る
に
足
る
学
説
と
し
て

受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
が
「
余
」
を
形
象
す
る
際
に
「
学
者
」
と
い
う
社
会
的
地
位
を
与
え
た
の
は
、
世
間
の
人
々
に
、

「
余
」
の
不
備
だ
ら
け
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
納
得
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
漱
石
が
文
学
に
お
け
る
主

眼
と
す
る
「
文
芸
上
の
真
」
の
感
動
が
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

漱
石
は
『
文
学
論
』
の
中
で
「
詩
人
画
家
等
の
想
像
的
創
作
物
を
云
ふ
」
、
「
即
ち
彼
等
は
現
実
の
世
よ
り
蒐
め
得
た
る
材
料
を
綜
合

し
て
此
世
に
存
在
せ
ざ
る
も
の
を
描
出
す
る
手
際
を
有
し
た
る
な
り
」
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
此
世
に
於
て
求
め
て
得
べ
き

も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
科
学
的
立
脚
地
よ
り
撿
し
て
不
合
理
な
る
は
無
論
」
で
あ
る
が
、
「
由
来
文
芸
の
要
素
は
感
じ
を
以
て
最
と
す
る

も
の
な
る
が
故
に
、
此
感
じ
を
読
者
に
伝
へ
ん
と
し
て
伝
へ
得
た
る
と
き
吾
人
は
こ
れ
に
文
芸
上
の
真
を
附
与
す
る
を
躊
躇
せ
ず
」1

6
0

と
い
う
。
「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
理
論
も
、
「
科
学
的
立
脚
地
よ
り
撿
し
て
不
合
理
」
で
あ
り
、
漱
石
自
身
も
そ
の
理
論
が
科
学
上

に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
知
っ
て
い
る
が
、「
文
芸
の
要
素
」
に
お
い
て
「
最
」
た
る
べ
き
「
感
じ
を
読
者
に
伝
へ
ん
」
が
た
め
、

漱
石
は
科
学
上
に
ま
だ
不
十
分
な
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
提
出
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
人
間
の
真
情
を
読
者
に
伝
え
ら
れ
た
。 
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第
四
項 

 

以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、
漱
石
は
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
「
余
」
が
流
し
た
涙
を
通
じ
て
、
人
間

の
「
誠
」
な
「
情
」
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
ま
た
作
品
中
、「
余
」
が
浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
仲
を
目
撃
す
る
た
び
に
、
将
軍

を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
「
清
き
涼
し
き
」
涙
を
流
し
た
。
漱
石
は
作
品
を
通
じ
て
そ
の
感
動
を
読
者
に
伝
え
よ
う

と
し
た
。
読
者
は
、
漱
石
が
創
作
し
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
十
分
に
納
得
し
得
な
い
が
、
作
品
の
中
で
語
り
手
「
余
」
の
涙
を
通
じ

て
、
人
間
の
「
経
済
主
義
」
的
、
「
功
利
主
義
」
的
で
も
な
い
人
間
の
真
情
を
感
じ
得
た
。 

 

漱
石
は
、
「
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
と
其
間
に
微
妙
の
関
係
あ
る
は
勿
論
な
れ
ど
、
文
芸
の
作
家
は
文
芸
上
の
真
を
其
第
一
義

と
す
べ
く
、
場
合
に
よ
り
て
は
此
文
芸
上
の
真
に
達
し
得
む
が
為
め
に
甘
じ
て
科
学
上
の
真
を
犠
牲
と
す
る
も
不
可
な
き
に
ち
か
し
。

文
芸
上
の
真
に
し
て
科
学
上
の
真
に
背
く
も
の
一
に
し
て
足
ら
ず
」1

6
1

と
述
べ
て
い
る
。
作
品
中
に
「
読
者
の
心
に
合
点
出
来
れ
ば
こ

の
一
篇
の
主
意
は
済
ん
だ
」
と
話
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
漱
石
が
読
者
の
心
に
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
「
科
学
上

の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、
人
間
の
「
誠
」
の
「
情
」
と
い
う
「
文
芸
上
の
真
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
点
か
ら
、「
文
士
」
で
あ
る
漱

石
は
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
微
妙
で
決
定
的
な
距
離
を
保
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
漱
石
は
人
間
の
真
情
を
無
視
し
、
何
で
も

「
散
文
的
」
に
解
釈
す
る
「
二
十
世
紀
の
文
明
」
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
漱
石
の
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
離
れ
た

「
文
士
」
へ
の
志
向
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
読
者
に
人
間
の
真
情
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
文
芸
上
の
真
」
を
読
者
に
伝
え
た
い

た
め
、
文
芸
家
と
し
て
の
漱
石
は
、
「
余
」
の
理
論
を
用
い
て
そ
れ
を
行
っ
た
。
十
分
な
執
筆
時
間
が
な
か
っ
た
と
い
う
本
作
は
、
結

果
的
に
「
前
の
詳
細
な
叙
述
な
比
例
を
失
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
叙
述
に
お
け
る
不
均
衡
を
冒
し
「
頭
の
か
つ
た

変
物
」
と
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
後
に
書
き
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
中
の
「
余
」
の
語
り
の
中
に
漱

石
が
創
作
に
お
い
て
重
要
と
考
え
て
い
た
「
文
芸
上
の
真
」
が
現
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。 
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第
四
章
「
一
夜
」 

 

短
篇
小
説
「
一
夜
」
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
九
月
に
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
、
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
五

月
に
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
漾
虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
。 

 

「
一
夜
」
は
発
表
当
時
か
ら
す
で
に
難
解
な
作
品
と
さ
れ
、
「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
。
剣
菱(

正
宗
白
鳥)

は
「
夏

目
漱
石
氏
の
「
一
夜
」
一
讀
し
て
何
の
事
か
分
か
ら
ず
。
」1

6
2

と
述
べ
、
中
島
孤
島
も
「
讀
ん
で
何
の
こ
と
や
ら
更
に
分
か
ら
ず
」1

6
3

と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
近
時
文
壇
の
珍
品
」1

6
4

と
高
く
評
価
す
る
声
も
あ
っ
た
。
同
時
代
評

の
中
で
「
分
か
ら
な
い
」1

6
5

と
い
う
声
に
対
し
て
漱
石
は
「
わ
か
ら
ん
で
も
感
じ
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
」1

6
6

と
答
え
、
ま
た
「
あ
れ
を
も

つ
と
わ
か
る
様
に
書
い
て
は
あ
れ
丈
の
感
じ
は
到
底
で
き
な
い
と
存
候
。
あ
れ
は
多
少
分
ら
ぬ
処
が
面
白
い
処
と
存
候
」1

6
7

と
言
っ
て
、

そ
の
作
品
の
「
分
か
ら
な
」
さ
、
「
漾
」
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
読
者
は
「
一
夜
」
を
「
感
じ
さ
へ
す
れ
ば

よ
い
」
と
答
え
て
い
た
。
「
一
夜
」
は
一
見
読
ん
で
み
れ
ば
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
が
は
っ
き
り
把
握
し
難
い
。
そ
の
た
め
難
解

な
作
品
と
さ
れ
た
が
、
決
し
て
解
明
で
き
な
い
作
品
で
は
な
い
。 

 

「
一
夜
」
に
は
、
髯
あ
る
男
、
丸
顔
の
男
、
そ
れ
に
女
の
三
人
の
人
物
が
登
場
す
る
。
冒
頭
の
部
分
で
髯
あ
る
男
が
「
美
く
し
き
多

く
の
人
の
、
美
く
し
き
多
く
の
夢
を
…
…
」
と
微
吟
し
て
、
「
夢
」
を
話
題
に
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
丸
顔
の
男
は
、
「
描
け
ど
も
成

ら
ず
、
描
け
ど
も
成
ら
ず
」
、
「
描
け
ど
も
、
描
け
ど
も
、
夢
な
れ
ば
、
描
け
ど
も
、
成
り
が
た
し
」
と
高
ら
か
に
誦
し
、
女
は
「
画

家
な
ら
ば
絵
に
も
し
ま
し
よ
。
女
な
ら
ば
絹
を
枠
に
張
つ
て
、
縫
ひ
に
と
り
ま
し
よ
」
と
応
え
る
。
そ
の
冒
頭
の
部
分
か
ら
、
三
人
の

「
夢
」
に
対
す
る
姿
勢
が
各
々
に
窺
え
る
。
で
は
、
髯
あ
る
男
は
持
ち
上
げ
た
「
夢
」
と
い
う
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
故
、

三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
を
持
っ
て
い
る
の
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
ま
ず
、
三
人
の
八
畳
部
屋
で
の
位
置
や
仕
草
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
性
格
や
姿
勢
を
分
析
し
、
三
人
が
持
つ
考
え
方
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
次
に
作
品
の
創
作
時
期
に
着
目
し
、
そ
の
同

時
代
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
一
夜
」
に
髯
あ
る
男
が
提
示
し
た
「
夢
」
と
い
う
話
題
の
意
味
を
解
明
し
た
い
。
最
後
に
、
異
な
る
性

格
や
姿
勢
を
持
つ
三
人
が
「
夢
」
を
ど
う
活
か
す
こ
と
の
考
察
を
通
し
て
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の

中
で
創
作
さ
れ
た
「
一
夜
」
の
意
味
を
検
討
し
、
そ
の
時
期
の
漱
石
の
内
面
を
探
る
。 
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第
一
節 

 

 

「
一
夜
」
に
登
場
す
る
三
人
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
中
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
岩
上
順
一
は
、
髯
あ
る
男
は
芸
術
主
義
・

心
理
主
義
を
代
表
し
、
丸
顔
の
男
は
功
利
主
義
を
代
表
し
、
女
は
恋
愛
至
上
主
義
を
代
表
し
て
い
る
と
見
て
い
る1

6
8

。
内
田
道
雄1

6
9

は
、

三
人
の
人
物
像
に
関
し
て
「
美
的
鑑
照
家
（
髯
あ
る
人
）
、
俗
人
（
髯
な
き
丸
顔
の
男
）
、
恋
を
求
め
て
得
ら
れ
ぬ
情
熱
の
女
（
涼
し

き
眼
の
女
）
と
し
て
性
格
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
漱
石
流
の
人
生
に
お
け
る
芸
術
・
俗
心
・
恋
愛
の
意
義
を
寓
さ
れ
た
存
在
と
見

ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
岩
上
順
一
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
丸
顔
の
男
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
捉

え
方
が
出
て
き
て
、
内
田
道
雄
の
「
俗
人
」
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
、
三
好
行
雄
は
、
そ
の
男
が
「
東
洋
的
悟
達
と
い
え
ば
大
袈
裟
す

ぎ
る
が
、
少
な
く
と
も
夢
を
見
る
こ
と
に
妄
執
は
し
な
い
」1

7
0

、
禅
に
通
じ
た
あ
る
種
の
悟
り
を
得
た
人
物
で
あ
る
と
す
る
。
丸
顔
の

男
の
役
割
を
ど
う
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
一
夜
」
と
い
う
作
品
の
読
み
が
分
か
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
三
人
に
つ
い
て
も

っ
と
違
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
、
三
人
の
八
畳
部
屋
に
い
る
位
置
や
仕
草
に
着
目
し
、
三
人
の
性
格

や
関
係
を
分
析
し
、
彼
ら
が
「
夢
」
に
異
な
る
意
見
が
示
せ
る
原
因
を
解
明
し
た
い
。 

 

作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
美
く
し
き
多
く
の
人
の
、
美
く
し
き
多
く
の
夢
を
…
…
」
と
髯
あ
る
男
が
「
夢
」
と
い
う
話
題
を
持
ち

掛
け
た
。
そ
の
「
夢
」
と
い
う
話
題
が
「
一
夜
」
の
終
わ
り
ま
で
一
貫
し
て
、
三
人
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
は
髯
あ
る

男
が
持
っ
て
い
る
考
え
方
に
つ
い
て
分
析
す
る
。 

 

髯
あ
る
男
は
、
八
畳
部
屋
の
「
床
柱
に
も
た
れ
」
て
「
少
し
く
前
に
か
ゞ
ん
で
、
両
手
に
抱
く
膝
頭
に
険
し
き
山
が
出
来
る
」
と
い

う
姿
勢
で
八
畳
部
屋
の
「
内
」
に
向
け
て
座
っ
て
い
る
。
そ
の
八
畳
部
屋
に
「
黒
塗
に
蒔
絵
」
を
散
ら
し
た
「
蚊
遣
筒
」
や
、「
紫
檀
の

蓋
の
真
中
に
は
猿
を
彫
ん
だ
青
玉
の
つ
ま
み
手
」
が
つ
い
て
い
る
「
宣
徳
の
香
炉
」
や
、
「
蓮
の
花
」
が
さ
し
て
あ
る
「
白
磁
の
瓶
」

や
、
「
蓑
着
」
や
、
「
葛
餅
」
を
の
せ
て
い
る
「
古
伊
万
里
の
菓
子
皿
」
や
、
「
若
冲
の
蘆
雁
」
の
「
軸
」
な
ど
の
物
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
日
本
的
あ
る
い
は
中
国
的
な
も
の
で
あ
り
、
東
洋
的
な
性
格
が
溢
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
「
外
」
の

世
界
を
見
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た1

7
1

、
「
床
柱
に
も
た
れ
」
て
座
っ
た
髯
あ
る
男
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
東
洋
的
、
芸
術
的
な
八
畳
部

屋
の
「
内
」
の
世
界
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
に
し
か
接
触
し
な
か
っ
た
髯
あ
る
男
が
持
つ
考
え
か
た
が
女
と
丸
顔
の
男
と
異
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な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
の
ち
の
女
と
の
会
話
の
中
か
ら
窺
え
る
。 

 

「
見
た
事
も
聞
い
た
事
も
な
い
に
、
是
だ
な
と
認
識
す
る
の
が
不
思
議
だ
」 

 
 

と
仔
細
ら
し
く
髯
を
撚
る
。
「
わ
し
は
歌
麻
呂
の
か
い
た
美
人
を
認
識
し
た 

が
、
な
ん
と
画
を
活
か
す
工
夫
は
な
か
ろ
か
」
と
又
女
の
方
を
向
く
。
「
私 

に
は
ー
ー
認
識
し
た
御
本
人
で
な
く
て
は
」
と
団
扇
の
ふ
さ
を
繊
い
指
に
巻 

き
つ
け
る
。
「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
活
き
る
」
と
例
の
髯
が
無
造
作
に
答 

へ
る
。 

  

「
画
」
を
活
か
す
に
は
「
認
識
し
た
御
本
人
で
な
く
」
で
は
駄
目
だ
と
し
て

い
る
女
の
考
え
か
た
と
異
な
っ
て
、
髯
あ
る
男
は
、「
歌
麻
呂
の
か
い
た
美
人

を
認
識
し
た
」
以
上
、
「
御
本
人
」
で
は
な
く
て
も
「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
に

活
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
髯
あ
る
男
に
と
っ
て
夢
の
世
界
は
「
一

夜
」
の
後
半
で
展
開
さ
れ
る
「
百
二
十
間
の
廻
廊
」
云
々
で
あ
り
、
「
画
を
活

か
す
」
際
に
も
、
東
洋
的
な
風
景
や
古
典
的
な
内
容
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

そ
れ
で
は
「
夢
」
に
つ
い
て
残
り
の
二
人
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
丸
顔
の
男
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

丸
顔
の
男
は
「
天
下
晴
れ
て
胡
坐
か
け
」
、
八
畳
部
屋
の
「
縁
」
側
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
「
一
夜
」
の
冒
頭
で
、
丸
顔
の
男
は
す
で
に

八
畳
部
屋
の
内
に
い
る
髯
あ
る
男
と
対
比
的
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
床
柱
に
も
た
れ
」
、「
少
し
く
前
に
か
ゞ
ん
で
、

両
手
に
抱
く
膝
頭
に
険
し
き
山
が
出
来
る
」
と
い
う
髯
あ
る
男
の
姿
勢
と
対
照
に
、
髯
の
な
い
丸
顔
は
「
椽
に
端
居
」
し
た
「
胡
坐
」

の
形
で
あ
り
、
や
が
て
「
椽
よ
り
両
足
を
ぶ
ら
下
げ
て
居
る
」
姿
に
も
な
っ
て
い
る
。
椽
側
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
何
か
特

別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

「
椽
」
と
い
う
漢
字
は
「
縁
」
と
も
書
け
る
。「
縁
」
と
い
う
漢
字
に
は
幾
通
り
の
読
み
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
に
、
関
係
の
概

念
を
核
と
す
る
複
数
の
意
味
が
あ
る1

7
2

。
そ
の
中
で
、「
端
の
概
念
を
核
と
す
る
い
く
つ
か
具
象
的
意
味
が
（
も
の
の
端
っ
こ
、
ふ
ち
、
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ふ
ち
飾
り
、
額
ぶ
ち
、
枠
、
ま
た
特
に
伝
統
的
日
本
家
屋
の
外
辺
に
あ
っ
て
、
屋
外
で
も
な
け
れ
ば
屋
内
で
も
な
い
平
坦
箇
所
ベ
ラ
ン

ダ
＝
縁
側
）
対
応
」1

7
3

し
て
い
る
。
「
縁
」
の
機
能
に
つ
い
て
、
『
空
間
の
日
本
文
化
』
の
中
に
は
「A

と
い
う
も
の
（
具
象
物
、
非
具

象
物
）
の
、A

で
な
い
も
の
（B

と
し
よ
う
）
と
の
接
触
を
仲
立
ち
す
る
こ
と
に
あ
る
。
縁
は

A

に
参
与
し
て
い
る
が

A

で
は
な
い
。

そ
れ
は

B
の
存
在
を
前
提
と
し
、
こ
の
意
味
で

B

に
参
与
し
て
い
る
が

B

で
は
な
い
。A

に
も

B

に
も
関
係
す
る
第
三
媒
介
項
」1

7
4

と

い
う
よ
う
な
説
が
あ
る
。
「
椽
」
側
に
い
る
丸
顔
も
八
畳
部
屋
の
「
内
」
の
話
題
に
参
与
し
た
り
、
自
分
の
両
足
を
縁
側
か
ら
下
げ
て

「
外
」
に
参
与
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ
こ
で
配
置
さ
れ
て
い
る
丸
顔
は
、
内
田
道
雄1

7
5

が
指
摘
し
た
髯
あ
る
男
と
女
の
作
り

あ
げ
る
空
間
か
ら
の
「
疎
外
者
」
で
も
「
局
外
者
」
で
も
な
い
と
わ
か
る
。
「
一
夜
」
の
展
開
の
中
で
、
丸
顔
の
男
も
二
人
の
「
夢
」

の
話
及
び
「
画
」
の
話
に
最
後
ま
で
参
加
し
て
い
て
、
そ
の
八
畳
部
屋
の
場
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
時
々

丸
顔
の
男
は
「
脚
気
か
な
、
脚
気
か
な
」
と
言
っ
て
、
八
畳
部
屋
の
中
で
い
る
髯
あ
る
男
と
女
が
話
し
た
「
夢
」
の
話
を
中
断
し
た
り
、

邪
魔
し
た
り
す
る
。
そ
こ
か
ら
も
、
丸
顔
が
八
畳
部
屋
の
中
で
の
女
と
髯
あ
る
男
の
話
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
縁
側
」
に
座
っ
て
い
る
丸
顔
の
男
が
髯
あ
る
男
と
女
の
話
に
参
与
し
た
り
、
離
れ
た
り
し
て
、
直
接
に
自
分
の
考
え
を
示
し
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
の
考
え
方
を
読
み
取
り
難
い
が
、
彼
の
僅
か
な
言
葉
か
ら
は
他
の
二
人
と
は
異
な
る
見
方
が
窺
え
る
。
髯
あ
る

男
が
言
い
出
し
た
「
波
さ
へ
音
も
な
き
朧
月
夜
に
、
ふ
と
影
が
さ
し
た
と
思
へ
ば
い
つ
の
間
に
か
動
き
出
す
。
長
く
連
な
る
廻
廊
を
飛

ぶ
に
も
あ
ら
ず
、
踏
む
に
も
あ
ら
ず
、
只
影
の
儘
に
て
動
く
」
と
い
う
夢
の
内
容
を
聞
く
と
、
丸
顔
の
男
は
す
ぐ
に
「
顔
は
」
と
、
そ

の
「
影
」
の
背
後
に
あ
る
具
象
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
髯
あ
る
男
が
考
え
て
い
る
「
只
影
の
儘
」
と
い
う
抽
象
的
な
描
き
方
よ

り
、
丸
顔
の
男
が
具
象
的
な
表
現
を
求
め
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
窺
え
る
。 

 

八
畳
部
屋
の
中
に
い
る
女
は
髯
あ
る
男
が
持
ち
上
げ
た
「
夢
」
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
畳
部
屋
の
「
内
」

と
い
う
同
じ
の
空
間
の
中
に
い
る
男
女
二
人
は
異
な
る
座
り
方
を
し
て
い
る
。
髯
あ
る
男
が
膝
を
抱
え
て
自
分
の
空
間
を
小
さ
く
縮
み

込
ん
で
い
る
姿
勢
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
女
は
「
外
」
に
向
け
て
片
足
を
崩
し
て
座
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
座
り
方
か
ら
、

女
は
髯
あ
る
男
と
違
う
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
髯
あ
る
男
は
女
と
「
夢
の
詩
か
、
詩
の
夢
か
」
と
い
う
解
し
難
い
話

の
緒
を
た
ぐ
る
時
、
ま
ず
「
女
の
夢
は
男
の
夢
よ
り
美
く
し
か
ろ
」
と
い
い
、
そ
し
て
汚
れ
た
世
に
対
し
て
「
古
き
壺
に
は
古
き
酒
が

あ
る
筈
、
味
ひ
給
へ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
女
は
「
せ
め
て
夢
に
で
も
美
く
し
き
国
へ
行
か
ね
ば
」
、
「
古
き
世
に
酔
へ

る
も
の
な
ら
嬉
し
か
ろ
」
と
応
じ
、
「
ど
こ
迄
も
す
ね
た
体
」
で
あ
る
。
そ
の
女
の
姿
勢
か
ら
、
彼
女
が
髯
あ
る
男
の
持
つ
主
張
に
反
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す
る
態
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
髯
あ
る
男
の
、
「
歌
麻
呂
の
か
い
た
美
人
を
認
識
し
た
」
以
上
は
「
御
本
人
」
で
は
な
く
て

も
「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
活
き
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
女
は
「
認
識
し
た
御
本
人
で
な
く
」
で
は
駄
目
で
あ
る
と
自
分
の
考

え
を
示
し
、
「
夢
」
の
中
に
美
し
い
も
の
が
欠
か
せ
な
い
と
思
う
と
同
時
に
、
髯
あ
る
男
の
「
古
き
世
」
だ
け
に
酔
う
と
い
う
考
え
方

に
疑
問
を
示
し
た
。 

髯
あ
る
男
か
ら
提
示
さ
れ
た
「
夢
」
と
い
う
話
題
に
、
「
一
夜
」
に
い
る
三
人
が
其
々
の
見
方
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
以
上
の
分
析

か
ら
わ
か
る
。
で
は
髯
あ
る
男
が
提
示
し
て
い
た
「
夢
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

第
二
節 

 

 

「
一
夜
」
の
初
出
の
末
尾
に
は
「
三
十
八
年
七
月
二
十
六
日
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
作
品
が
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の
推
移
の
中

で
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
品
内
の
時
期
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
登
場
人
物
で
あ
る
丸
顔
が
、
物
語
の

進
行
の
途
中
に
何
度
も
「
脚
気
か
な
、
脚
気
か
な
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
品
内
時
間
と
創
作
時
期
と
は
同
じ
時
期
だ
と
考
え

ら
れ
る1

7
6

。
「
一
夜
」
が
創
作
さ
れ
た
日
露
戦
中
か
ら
戦
後
へ
と
い
う
時
期
の
中
で
、
戦
勝
に
よ
り
国
民
の
精
神
が
高
ま
っ
て
い
て
、

国
民
一
般
的
に
は
「
多
く
の
夢
」1

7
7

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
日
露
戦
争
に
関
し
て
の
時
局
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
八
年
五
月
か
ら
開

か
れ
た
一
連
の
講
演
会
か
ら
窺
え
る1

7
8

。
そ
の
、
国
民
一
般
的
に
は
「
多
く
の
夢
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
、
漱
石
は
「
一
夜
」

を
通
し
て
、
自
分
が
持
つ
「
夢
」
を
呈
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

漱
石
は
「
一
夜
」
の
「
夢
」
の
話
題
を
提
起
し
た
人
物
を
「
髯
あ
る
」
男
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
幕
末
を
経
た
明
治
時
代
以
降
の

日
本
に
は
、
西
洋
の
文
明
、
思
想
が
流
入
し
服
装
や
髪
型
、
髭
な
ど
外
見
上
の
変
化
が
起
こ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
髭
を
は
や
す
こ
と

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
が1

7
9

、
明
治
に
な
る
と
紳
士
や
知
識
人
た
ち
の
身
だ
し
な
み
と
な
っ
て
い
た
。
「
一
夜
」
の
中
で
「
夢
」
の
話
を

し
出
し
た
人
物
が
「
髯
あ
る
」
男
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
思
案
し
て
い
る
「
美
く
し
き
多
く
の
人
の
、
美
く
し
き
多
く
の
夢
」

が
、
当
時
の
知
識
人
の
「
夢
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
暗
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
日
本
の
文
明
を
西
洋
に
伝
播
す
べ
き
だ
な
ど
の
議
論
が
生
ま
れ
、
文
壇
の
人
々
も
日
本
文
学
が
世
界

的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
夢
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
三
八
年
の
「
新
小
説
」
が
企
画
し
た
「
戦
後
の
文
壇
」
特
集1

8
0

か
ら
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は
、
戦
勝
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
明
治
文
学
者
の
国
民
的
な
自
信
と
「
夢
」
が
窺
え
る
。
そ
の
特
集
に
は
漱
石
の
「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」

も
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
漱
石
は
「
兎
に
角
日
本
は
今
日
に
於
て
は
連
戦
連
捷
ー
平
和
克
復
後
に
於
て
も
千
古
空
前
の
大
戦
勝
国

の
名
誉
を
荷
ひ
得
る
事
は
争
ふ
べ
か
ら
ず
だ
。
こ
ゝ
に
於
い
て
か
啻
に
力
の
上
の
戦
争
に
勝
つ
た
と
い
ふ
ぱ
か
り
で
な
く
、
日
本
国
民

の
精
神
上
に
も
大
な
る
影
響
が
生
じ
得
る
で
あ
ら
う
。
」
と
語
り
は
じ
め
、
国
民
が
「
こ
の
趨
勢
か
ら
生
れ
て
来
る
日
本
の
文
学
は
今

ま
で
と
は
違
つ
て
頗
る
有
望
な
も
の
に
な
つ
て
来
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
相
当
楽
観
的
な
見
方
を
展
開
し
て
い
る
。
「
西
洋
を
標

準
と
し
な
い
で
、
日
本
と
い
ひ
、
自
身
を
標
準
と
す
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
「
人
間
が
窮
屈
で
な
く
な
る
、
文
学
界
の
製
作
と
し
て
も

非
常
に
闊
達
に
な
る
、
ノ
ビ
ノ
ビ
し
た
感
じ
を
以
て
対
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
も
述
べ
、
日
本
の
文
学
が
「
今
ま
で
大
な
る
成
功
が
な

い
か
ら
今
後
と
て
も
怪
し
い
も
の
だ
」1

8
1

と
い
う
悲
観
的
な
考
え
に
対
し
て
反
駁
さ
え
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
英
国
エ
リ
ザ
ベ

ス
時
代
の
文
学
が
興
隆
し
た
原
因
の
一
つ
は
ス
ペ
イ
ン
の
「
ス
バ
ニ
ツ
シ
、
ア
ー
メ
ー
ダ
の
艦
隊
」
を
破
っ
た
た
め
に
「
天
地
が
広
く

な
つ
て
歓
楽
を
尽
す
方
面
に
一
般
の
気
風
が
向
き
、
世
の
中
が
自
由
で
あ
る
と
い
ふ
気
で
作
す
る
か
ら
勃
々
た
る
生
気
が
湧
い
て
来
て
、

決
し
て
窮
屈
の
態
が
無
い
。
人
を
愕
す
や
う
に
パ
ツ
と
文
学
が
盛
ん
に
な
つ
た
例
証
に
見
て
も
解
か
る
こ
と
で
あ
る
」1

8
2

と
い
う
。
同

じ
「
新
小
説
」
が
企
画
し
た
「
戦
後
の
文
壇
」
と
い
う
特
集
に
収
録
さ
れ
た
角
田
浩
々
歌
客
や
上
田
万
年
の
文
章
に
も
、
漱
石
の
発
言

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
上
田
万
年
は
「
私
は
個
人
と
し
て
希
望
す
る
。
戦
争
後
の
日
本
の
世
界
に
於
る
地
位
か
ら
考
へ
て
、

文
学
の
上
に
も
か
う
い
ふ
こ
と
が
あ
り
た
い
と
思
ふ
。
日
本
の
文
学
は
今
日
ま
で
余
り
に
も
島
国
的
で
世
界
的
で
な
い
。
こ
れ
を
一
番

世
界
的
に
す
る
や
う
に
考
へ
貰
ひ
た
い
、
言
を
換
へ
て
い
へ
ば
、
日
本
人
の
固
有
の
精
神
感
情
を
発
揮
し
て
居
る
国
民
的
文
学
を
世
界

の
人
に
紹
介
す
る
と
い
ふ
考
を
有
つ
て
貰
ひ
た
い
」1

8
3

と
も
言
っ
て
い
る
。
漱
石
や
角
田
浩
々
歌
客
と
同
じ
く
日
本
文
学
に
対
す
る
夢

を
持
っ
て
い
る
。
日
本
文
学
の
悲
観
論
を
反
駁
し
よ
う
と
す
る
漱
石
や
「
日
本
独
自
一
己
の
思
想
が
あ
る
」1

8
4

戦
後
文
学
を
求
め
よ
う

と
し
た
角
田
浩
々
歌
客
や
、
上
田
万
年
な
ど
の
知
識
人
文
学
者
は
日
露
戦
中
か
ら
戦
後
の
推
移
の
中
で
日
本
文
学
に
対
す
る
世
界
的
な

発
展
の
「
夢
」
を
抱
い
て
い
た
。
漱
石
は
「
一
夜
」
で
髯
あ
る
男
を
通
じ
て
そ
の
「
夢
」
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
三
節 

 

 

「
一
夜
」
の
前
半
で
は
三
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
呈
示
す
る
た
め
に
多
く
の
筆
を
費
や
さ
れ
て
い
て
、
三
人
が
異
な
る
思
想
が
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持
つ
ゆ
え
、
必
ず
し
も
明
確
な
流
れ
が
な
い
が
、
後
半
で
は
三
人
が
「
夢
に
画
を
活
か
す
」
こ
と
を
試
み
よ
う
と
い
う
統
一
の
方
向
性

の
下
に
話
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
「
夢
」
の
内
実
に
つ
い
て
髯
あ
る
男
は
、
「
百
二
十
間
の
廻
廊
が
あ
つ
て
、
百
二
十
個
の
燈
籠
を
つ
け
る
。
百
二
十
間
の
廻

廊
に
春
の
潮
が
寄
せ
て
、
百
二
十
個
の
灯
籠
が
春
風
に
ま
た
ゝ
く
、
朧
の
中
、
海
の
中
に
は
大
き
な
華
表
が
浮
か
ば
れ
ぬ
巨
人
の
化
物

の
如
く
に
立
つ
。
…
…
」
と
語
り
出
す
。
そ
の
「
夢
」
は
、
東
洋
的
な
も
の
に
飾
ら
れ
、
彼
の
中
で
装
飾
さ
れ
た
理
想
的
な
世
界
で
あ

る
。
し
か
し
髯
あ
る
男
は
自
分
の
「
夢
」
の
話
を
進
め
よ
う
と
す
る
う
ち
に
、
「
戸
鈴
の
響
」
や
隣
の
「
男
女
の
声
」
や
「
蟻
」
や
「
東

隣
り
の
合
奏
」
な
ど
、
八
畳
部
屋
の
「
外
」
の
も
の
に
よ
り
度
々
中
断
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
思
う
考
え
方
だ
け
で
は
「
夢
」

が
成
り
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
縁
側
」
に
座
っ
て
、
時
々
「
外
」
の
世
界
を
見
、
「
外
」
と
「
内
」
と
往
来
す
る
丸
顔
の
男
も
、
髯
あ
る
男
が
語
り
出
し
た
「
夢
」

の
話
の
危
う
さ
を
感
じ
、
冒
頭
で
語
り
出
し
た
「
描
け
ど
も
成
ら
ず
、
描
け
ど
も
成
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
。
八

畳
部
屋
の
「
外
」
に
向
け
て
座
っ
て
い
る
女
も
、
髯
あ
る
男
の
話
に
納
得
す
る
様
子
を
示
し
て
い
な
い
。
で
は
、
「
内
」
だ
け
を
見
て

い
て
い
る
髯
あ
る
男
と
「
外
」
の
世
界
を
見
て
い
る
丸
顔
の
男
と
女
が
理
想
と
す
る
「
夢
」
に
「
画
を
活
か
す
」
方
は
ど
う
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
三
人
の
直
後
の
会
話
に
注
目
し
た
い
。 

 

五
月
雨
に
四
尺
伸
び
た
る
女
竹
の
、
手
水
鉢
の
上
に
蔽
ひ
重
な
り
て
、
余
れ
る
一
二
本
は
高
く
軒
に
逼
れ
ば
、
風
誘
ふ
た
び
に
戸
袋

を
す
つ
て
椽
の
上
に
も
は
ら

く
と
所
択
ば
ず
緑
り
を
滴
ら
す
。
「
あ
す
こ
に
画
が
あ
る
」
と
葉
巻
の
烟
を
ぷ
つ
と
そ
な
た
へ
吹
き
や

る
。 床

柱
に
懸
け
た
る
払
子
の
先
に
は
焚
き
残
る
香
の
烟
り
が
染
み
込
ん
で
、
軸
は
若
冲
の
蘆
雁
と
見
え
る
。
雁
の
数
は
七
十
三
羽
、
蘆

は
固
よ
り
数
へ
難
い
。
籠
ラ
ン
プ
の
灯
を
浅
く
受
け
て
、
深
さ
三
尺
の
床
な
れ
ば
、
古
き
画
の
そ
れ
と
見
分
け
の
付
か
ぬ
所
に
、
あ
か

ら
さ
ま
な
ら
ぬ
趣
が
あ
る
。
「
こ
ゝ
に
も
画
が
出
来
る
」
と
柱
に
靠
れ
る
人
が
振
り
向
き
な
が
ら
眺
め
る
。 

 

女
は
洗
へ
る
儘
の
黒
髪
を
肩
に
流
し
て
、
丸
張
り
の
絹
団
扇
を
軽
く
揺
が
せ
ば
、
折
々
は
鬢
の
あ
た
り
に
、
そ
よ
と
乱
る
ゝ
雲
の
影
、

収
ま
れ
ば
淡
き
眉
の
常
よ
り
も
猶
晴
れ
や
か
に
見
え
る
。
桜
の
花
を
砕
い
て
織
り
込
め
る
頬
の
色
に
、
春
の
夜
の
星
を
宿
せ
る
眼
を
涼

し
く
見
張
り
て
「
私
も
画
に
な
り
ま
し
よ
か
」
と
云
ふ
。 
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丸
顔
の
男
は
八
畳
部
屋
の
「
外
」
、
現
実
の
景
色
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
「
あ
す
こ
に
画
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
女
は
「
私
も
画

に
な
り
ま
し
よ
か
」
と
い
い
、
自
身
を
画
に
で
き
る
と
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
も
み
て
、
髯
あ
る
男
は
若
冲
の
蘆
雁
図
に
「
画
が
出
来
る
」

と
し
て
い
る
。
髯
あ
る
男
が
い
う
若
冲
の
蘆
雁
図
に
「
画
が
出
来
る
」
に
、
「
外
」
を
見
て
い
る
二
人
は
こ
こ
で
異
な
る
「
画
」
の
描

き
方
を
示
し
て
い
る
。
「
画
」
と
い
う
芸
術
の
表
現
手
段
を
「
文
学
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
三
人
が
持
つ
文
学
に
対
す
る
異
な
る
姿
勢

と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
髯
あ
る
男
の
「
只
影
の
儘
」
と
い
う
抽
象
的
な
描
き
方
に
対
し
て
、「
脚
気
」
と
言
い
な
が
ら
「
外
」

の
状
況
を
見
て
い
て
「
縁
」1

8
5

側
に
い
る
丸
顔
の
男
は
具
象
的
な
表
現
を
、
女
は
自
分
が
認
識
で
き
る
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
。
彼
ら
は
八
畳
部
屋
の
「
外
」
に
お
け
る
明
治
期
の
日
本
文
壇
の
流
れ
に
影
響
さ
れ
、
髯
あ
る
男
が
提
出
し
て
い
る
「
夢
」
の
成

り
立
ち
に
つ
て
疑
問
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

で
は
、
丸
顔
の
男
と
女
が
見
て
い
る
「
外
」
で
は
「
文
学
」
を
ど
う
活
か
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
世
相
を
踏
ま
え
て
論
じ

て
い
き
た
い
。
「
一
夜
」
が
創
作
さ
れ
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
は
日
本
の
思
想
界
が
「
混
乱
」1

8
6

し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

漱
石
も
「
明
治
維
新
の
当
時
無
闇
と
横
文
字
が
跳
梁
し
た
の
で
、
一
般
に
横
文
字
は
よ
い
も
の
有
難
物
も
の
と
な
つ
た
」1

8
7

状
況
を
語

り
出
し
た
。
そ
の
時
期
、
日
本
文
壇
の
中
で
は
、
「
最
も
著
し
き
現
象
を
自
然
主
義
の
流
行
」1

8
8

で
あ
る
、
当
時
の
自
然
主
義
に
つ
い

て
、
清
原
貞
雄
は
「
一
概
に
自
然
主
義
と
称
す
る
も
、
之
に
哲
学
上
の
一
派
を
指
す
も
の
と
、
文
芸
上
に
於
け
る
も
の
と
の
二
種
あ
り
」

と
指
摘
し
、
「
爰
に
云
ふ
所
の
も
の
は
文
芸
上
に
於
け
る
も
の
に
し
て
従
来
の
古
典
派
又
は
ロ
ー
マ
ン
派
に
対
し
て
、
芸
術
の
目
的
を

自
然
に
置
き
、
自
然
の
真
に
迫
る
を
以
て
其
極
致
と
す
る
と
こ
ろ
の
写
実
主
義
の
一
層
極
端
に
趨
れ
る
も
の
に
し
て
、
十
九
世
紀
の
後

半
期
に
主
と
し
て
仏
蘭
西
を
中
心
と
し
て
高
調
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
」1

8
9

と
指
摘
し
た
。
ま
た
そ
の
時
期
の
文
壇
に
つ
い
て
、
純
批

評
家
と
し
て
長
谷
川
天
渓
は
『
自
然
主
義
』1

9
0

（
明
治
四
一
年
七
月
）
の
中
で
、
そ
の
時
期
に
流
行
っ
て
き
た
「
自
然
派
の
長
所
」
を

「
千
種
萬
様
の
相
を
示
し
居
れ
る
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
自
分
の
見
た
る
ま
ま
の
真
を
写
す
も
の
な
り
、
其
の
真
が
果
し
て
普
遍
的
な

り
や
或
は
永
久
的
な
り
や
、
美
な
り
や
、
醜
な
り
や
は
問
ふ
所
に
あ
ら
ず
た
だ
有
り
の
ま
ま
を
摸
写
す
る
に
外
な
ら
ず
、
自
然
派
に
は

虚
偽
な
く
装
飾
な
く
、
捏
造
な
、
衒
気
な
く
、
道
学
先
生
的
臭
味
な
く
芝
居
な
く
、
た
だ
見
た
る
ま
ま
を
描
写
す
る
に
外
な
ら
ず
、
人

生
に
於
け
る
敗
北
者
の
観
察
、
寂
し
き
生
活
、
内
面
描
写
を
以
て
自
然
派
の
特
徴
と
な
す
」1

9
1

と
自
然
派
の
特
徴
を
ま
と
め
た
。
「
一

夜
」
に
お
い
て
、「
外
」
を
見
て
い
る
丸
顔
の
男
と
女
の
言
う
「
画
」
の
表
現
の
仕
方
か
ら
は
、
彼
ら
が
「
外
」
の
文
壇
思
想
に
影
響
さ
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れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

「
一
夜
」
に
登
場
し
て
い
る
三
人
は
「
夢
」
に
異
な
る
「
画
を
活
か
す
」
方
を
示
し
た
。
ま
た
「
縁
」1

9
2

側
に
い
る
こ
と
で
丸
顔
の

男
が
「
外
」
の
時
局
を
知
る
以
上
、
髯
あ
る
男
が
提
出
し
て
い
る
「
夢
」
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
疑
問
を
覚
え
、
「
描
け
ど
も
成
ら
な
」

な
い
と
言
い
な
が
ら
、
「
脚
気
」
と
い
う
言
葉
を
言
い
出
し
た
。
「
脚
気
」
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
、
当
時
中
毒
説
や
伝
染
説
や
栄
養

障
害
説
な
ど
、
色
々
な
解
説
が
あ
っ
た
。
漱
石
は
そ
の
多
様
的
な
解
説
を
代
表
す
る
言
葉
を
持
ち
上
げ
る
の
が
、
髯
あ
る
男
が
提
示
し

た
「
夢
」
を
活
か
す
こ
と
に
表
現
仕
方
の
多
面
性
を
暗
示
的
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

第
四
節 

 

統
一
的
な
表
現
仕
方
の
結
論
が
出
さ
れ
な
い
中
で
三
人
は
「
美
く
し
き
多
く
の
人
の
…
…
と
云
ふ
句
も
忘
れ
」
、「
ク
ゝ
ー
と
云
ふ
声

も
忘
れ
」
、「
蜜
を
含
ん
で
針
を
吹
く
隣
り
の
合
奏
も
忘
れ
」
、「
蟻
の
灰
吹
を
攀
ぢ
上
つ
た
事
も
、
蓮
の
葉
に
下
り
た
蜘
蛛
の
事
も
忘
れ
」
、

そ
し
て
、
す
べ
て
を
忘
れ
尽
し
た
後
に
「
女
は
わ
が
う
つ
く
し
き
眼
と
、
う
つ
く
し
き
髪
の
主
で
あ
る
事
を
忘
れ
」
、「
一
人
の
男
は
髯

の
あ
る
事
を
忘
れ
」
、
「
他
の
一
人
は
髯
の
な
い
事
を
忘
れ
」
て
自
分
の
こ
と
す
ら
何
も
か
も
、
忘
れ
た
う
え
で
や
っ
と
「
太
平
」
に
入

っ
た
。
「
外
」
の
世
界
と
別
の
境
域
に
い
る
三
人
が
、
何
も
か
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
八
畳
部
屋
の
外
に
い
る
語
り
手
が
な
か

な
か
「
太
平
」
に
な
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。 

 

「
一
夜
」
の
最
後
に
語
り
手
が
語
っ
た
の
は
、
「
昔
し
阿
修
羅
が
帝
釈
天
と
戦
つ
て
敗
れ
た
と
き
は
、
八
万
四
千
の
眷
属
を
領
し
て

藕
糸
孔
中
に
入
つ
て
蔵
れ
た
と
あ
る
。
維
摩
が
方
丈
の
室
に
法
を
聴
け
る
大
衆
は
千
か
万
か
其
数
を
忘
れ
た
」
と
い
う
東
洋
的
な
も
の

で
あ
り
、「
胡
桃
の
裏
に
潜
ん
で
、
わ
れ
を
尽
大
千
世
界
の
王
と
も
思
は
ん
と
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
述
懐
と
記
憶
す
る
。
」
と
い
う
よ
う
な

西
洋
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
又
「
粟
粒
芥
顆
の
う
ち
に
蒼
天
も
あ
る
、
大
地
も
あ
る
。
一
生
師
に
問
ふ
て
云
ふ
、
分
子

は
箸
で
つ
ま
め
る
も
の
で
す
か
と
。
分
子
は
暫
く
措
く
。
天
下
は
箸
の
端
に
か
ゝ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
た
び
掛
け
得
れ
ば
、
い
つ
で
も

胃
の
中
に
収
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
「
『
猫
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
少
し
諧
謔
的
な
言
い
ま
わ
し
」1

9
3

で
あ
る
。
一

見
し
て
纏
ま
ら
な
い
話
で
あ
る
が
、
八
畳
部
屋
の
「
外
」
が
「
混
乱
」1

9
4

し
て
い
る
日
本
の
思
想
界
の
様
子
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、

語
り
手
も
統
一
的
な
答
え
を
示
せ
ず
、
「
漾
」
っ
て
い
る
状
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。 



 

77 
 

漱
石
は
「
一
夜
」
の
中
で
、
異
な
る
思
想
を
持
つ
三
人
を
示
し
、
終
わ
り
ま
で
も
三
人
の
思
想
や
考
え
方
を
統
一
さ
せ
な
く
、
彼
ら

が
自
分
を
持
つ
特
徴
や
主
張
な
ど
を
す
べ
て
忘
れ
さ
せ
て
、
眠
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
三
人
の
持
つ
異
な
る
考
え
か
た
に
ど
れ
も
否
定
し

な
く
、
結
末
に
も
多
面
的
な
思
想
を
持
つ
、
「
漾
」
っ
て
い
る
語
り
手
を
描
い
た
。
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
推
移
の
中
で
、
多
く
の

日
本
文
学
者
は
日
本
文
学
が
世
界
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
「
夢
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
多
く
の
人

が
一
元
的
な
視
点
で
物
事
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
一
夜
」
の
中
で
漱
石
は
三
人
の
持
つ
異
な
る
考
え
か
た
に
ど
れ
も
否
定
し

な
く
、
そ
し
て
、
多
面
的
な
思
想
を
持
つ
語
り
手
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
主
題
を
明
ら
か
に
表
現
す
る
た
め
に
、
八
畳
部
屋
の
中
に

い
る
三
人
の
よ
う
に
一
元
的
な
視
点
で
は
な
く
、
多
元
的
な
視
点
の
導
入
が
必
要
と
す
る
自
分
の
主
張
を
示
し
た
。 

 

結
章 

 
 

本
稿
で
は
夏
目
漱
石
が
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
か
ら
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
に
か
け
て
発
表
し
、
の
ち
に
『
漾

虚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
倫
敦
塔
」
、
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
、
「
幻
影
の
盾
」
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
、
「
一
夜
」
「
薤
露
行
」
、
「
趣
味
の
遺

伝
」
の
七
作
品
を
対
象
に
分
析
・
考
察
を
行
っ
て
き
た
。 

 

第
一
章
で
は
、
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。
そ
れ
ら
は
漱
石
が
留
学
中
で
の
実
体
験
を
も
と

に
創
作
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
、
成
立
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
分
析
し
、
戦
時
下
に
お
け
る
作
者
の
姿
勢
に
つ
い
て
考

察
し
た
。 

 

「
倫
敦
塔
」
に
つ
い
て
は
そ
の
執
筆
時
期
に
注
目
し
、
漱
石
が
帰
国
の
約
二
年
後
に
作
品
を
創
作
し
た
思
惑
を
解
き
明
か
し
た
。 

 

第
一
章
の
第
一
節
で
は
ま
ず
「
余
」
の
倫
敦
塔
め
ぐ
り
へ
の
考
察
を
通
し
て
、
「
余
」
が
何
を
見
、
何
を
考
え
た
の
か
を
解
明
し
て

き
た
。
「
余
」
は
「
二
十
世
紀
の
倫
敦
人
」
の
あ
り
よ
う
を
鮮
烈
に
照
射
す
る
一
人
の
日
本
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
余
」
は
イ

ギ
リ
ス
で
「
馬
車
、
鉄
道
、
電
鉄
、
地
下
鉄
、
地
下
電
鉄
」
な
ど
近
代
化
の
産
物
を
見
て
不
安
を
覚
え
、
工
業
化
を
急
ぐ
ロ
ン
ド
ン
の

街
で
文
明
発
展
と
と
も
に
自
然
と
素
朴
な
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
の
健
康
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
痛
感
し
た
。
二
〇
世
紀
の
倫
敦
に
疎

外
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
「
余
」
は
、
二
〇
世
紀
と
対
立
し
「
冷
然
と
二
十
世
紀
を
軽
蔑
す
る
様
に
立
つ
て
居
」
る
歴
史
の
色
濃
い
倫
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敦
塔
が
、
自
ら
を
受
け
入
れ
る
場
所
と
考
え
、
倫
敦
塔
を
訪
問
し
た
。
漱
石
が
「
余
」
の
倫
敦
塔
内
部
の
訪
問
を
通
し
て
読
者
に
示
し

た
の
は
、
二
人
の
王
子
の
「
母
様
に
逢
ひ
た
い
」
と
い
う
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
が
無
慈
悲
に
も
権
力
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
風
景
や
、
二
人
の
子
供
に
会
い
た
い
と
い
う
母
親
の
願
い
を
「
公
け
の
掟
」
の
た
め
に
仕
方
な
く
断
っ
た
門
番
の
姿
や
、
「
さ
め

ぐ

と
泣
く
」
以
外
に
他
の
方
法
を
一
切
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
無
力
で
悲
し
い
母
親
の
姿
や
、
「
公
け
の
掟
」
に
束
縛
に
よ
り
自
ら
の
意
に

反
し
て
罪
も
な
い
二
人
の
王
子
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
首
切
り
の
姿
で
あ
る
。
「
倫
敦
塔
」
で
は
権
力
の
圧
迫
の
下
で
隠
さ

れ
た
人
間
の
姿
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、
「
公
け
の
掟
」
に
よ
り
隠
れ
さ
れ
た
人
の
「
生
」
に
対
す
る
執
念
も
書
か
れ
て
い
る
。
漱
石

は
「
余
」
の
倫
敦
塔
巡
り
を
通
し
て
生
死
の
両
極
に
立
っ
て
い
る
人
々
の
諸
相
、
「
公
け
の
掟
」
に
よ
り
隠
れ
さ
れ
た
人
々
の
「
心
の

中
」
や
縛
ら
れ
た
「
人
間
性
」
を
提
示
し
た
。 

 

 

第
一
節
で
は
「
余
」
が
倫
敦
塔
か
ら
見
た
も
の
を
解
明
し
た
う
え
で
、
作
品
執
筆
時
期
の
日
本
の
状
況
と
漱
石
の
イ
ギ
リ
ス
体
験
と

を
踏
ま
え
て
論
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
、
「
倫
敦
塔
」
で
漱
石
が
「
余
」
に
見
せ
た
風
景
を
通
し
て
、
日
露
戦
争
と
い
う
時
期
に
お
け

る
創
作
意
図
を
解
明
し
た
。
漱
石
は
留
学
先
の
倫
敦
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
頃
、
南
ア
フ
リ
カ
の
（
第
二
次
）
ボ
ー
ア
戦
争
か
ら
帰
還

し
た
兵
隊
を
歓
迎
す
る
雑
踏1

9
5

に
遭
遇
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
倫
敦
消
息
」
や
「
下
宿
」
（
「
永
日
小
品
」
）
な
ど
の
作
品
の
中
で
は
、
帝

国
主
義
の
英
国
が
端
緒
を
開
い
た
第
二
次
ボ
ー
ア
戦
争
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
い
る
漱
石
は
進
歩
や
文

明
化
の
名
の
も
と
に
、
人
間
の
生
き
る
自
然
と
素
朴
な
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
の
健
康
が
奪
わ
れ
た
風
景
を
も
う
一
度
見
た
。
日
露

戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
そ
の
時
期
に
、
個
人
の
生
の
意
味
と
個
人
の
感
情
と
幸
福
が
奪
わ
れ
、
個
人
の
「
生
」
へ
の
尊
厳
は
二
の
次
と

さ
れ
た
が
、
人
々
が
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
戦
時
下
日
本
の
国
内
で
の
新
聞
雑
誌
は
戦
争
一
色
に
塗
り
潰
さ
れ
、
国
民
的
狂
気

を
推
進
し
、
鼓
舞
激
励
す
る
。
そ
の
時
人
間
感
情
の
真
実
に
迫
り
、
個
人
の
真
情
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
非
国
民
扱
い
、
国
賊
扱
い
さ

れ
、
孤
立
さ
れ
、
圧
殺
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
社
会
環
境
の
中
で
、
漱
石
は
日
本
の
社
会
に
人
間
性
へ
の
尊
重
を

呼
び
戻
し
た
か
っ
た
た
め
、
「
倫
敦
塔
」
に
権
力
に
縛
ら
れ
た
個
人
の
「
誠
」
な
る
感
情
や
、
題
辞
の
背
後
の
隠
さ
れ
た
「
生
」
に
対

す
る
人
間
と
し
て
の
執
念
や
、
「
空
し
き
文
字
」
、
「
空
し
き
物
質
」
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
「
反
語
」
的
な
営
み
と
生
死
の
極
端
に
お
け

る
人
々
の
諸
相
と
人
の
「
心
の
中
」
を
提
示
し
て
い
た
。
個
人
の
生
の
意
味
、
人
間
性
、
個
人
の
感
情
の
真
実
が
埋
没
さ
れ
た
当
時
の

日
本
で
、
漱
石
が
二
〇
世
紀
初
頭
の
倫
敦
の
舞
台
を
借
り
て
、
人
々
の
人
間
性
を
呼
び
戻
し
、
「
公
け
の
掟
」
に
よ
り
隠
さ
れ
た
人
々

の
「
誠
」
な
る
感
情
と
「
心
の
中
」
を
読
者
に
伝
え
た
。
そ
の
作
品
を
通
し
て
日
本
で
「
人
間
性
」
の
回
復
を
願
う
漱
石
の
考
え
が
読
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み
取
れ
た
。 

 
第
二
節
で
取
り
扱
っ
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
は
、
「
倫
敦
塔
」
と
同
じ
く
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
倫
敦
体
験
を
も
と
に
帰

国
後
に
日
本
で
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
作
品
の
成
立
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
日
露
戦
争
下
で
の
作
者
の
姿
勢
を
考

察
し
て
き
た
。
ま
ず
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
は
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
め
ぐ
り
に
何
を
見
、
何
を
考
え
た
の
か
を
焦
点
に
あ
て
て
分
析
を

行
っ
た
。
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
訪
問
す
る
前
の
「
余
」
の
カ
ー
ラ
イ
ル
に
対
す
る
印
象
は
、
彼
の
冒
頭
で
提
示
し
た
カ
ー
ラ
イ

ル
と
演
説
者
の
話
か
ら
窺
え
た
。
冒
頭
で
描
か
れ
た
「
余
」
の
印
象
は
、
日
本
で
受
け
た
「
偉
人
」
や
「
哲
学
者
」
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
一
方
、
一
人
の
普
通
の
「
お
爺
さ
ん
」
、「
村
夫
子
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
も
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
作
品
が
創
作
さ
れ
た

時
期
に
は
、
新
聞
や
報
道
の
中
で
普
通
の
人
間
を
神
格
化
す
る
記
事
が
度
々
掲
載
さ
れ
た
。
第
三
項
で
は
「
軍
神
」
と
し
て
神
格
化
さ

れ
た
広
瀬
中
佐
と
関
連
す
る
新
聞
報
道
を
取
り
上
げ
、
論
考
を
展
開
し
た
。
当
時
の
新
聞
や
報
道
の
中
で
国
民
の
士
気
を
煽
る
た
め
、

軍
事
行
動
を
隠
蔽
し
つ
つ
、
軍
事
行
動
の
過
程
に
お
け
る
部
分
を
取
り
出
し
、
英
雄
的
な
行
為
を
中
心
に
描
い
て
い
た
。
人
間
本
来
の

人
間
性
を
無
視
し
、
一
人
普
通
の
人
間
を
神
格
化
す
る
記
事
に
対
し
て
漱
石
が
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
漱
石
自
身
の
言
説
か
ら
窺

え
た
。
漱
石
は
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
同
時
代
の
知
識
人
に
紹
介
す
る
と
き
、
カ
ー
ラ
イ
ル
を
偉
人
と
し
て
そ
の
業
績
や
学
術
を

紹
介
す
る
よ
り
も
、
彼
を
普
通
の
人
間
と
し
て
捉
え
、
不
完
全
さ
を
持
つ
一
人
の
普
通
の
人
間
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
戦
時
中
と
い

う
時
局
の
中
で
日
本
の
社
会
に
「
人
間
性
」
へ
の
尊
重
を
呼
び
戻
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
二
章
に
お
い
て
は
、
中
世
の
西
洋
を
舞
台
に
し
た
二
篇
「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
。 

 

 

「
幻
影
の
盾
」
に
つ
い
て
、
ヰ
リ
ア
ム
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
、
彼
が
い
る
「
現
実
の
世
界
」
と
理
想
と
す
る
「
盾
中
の
世
界
」

が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
た
「
盾
」
の
機
能
を
分
析
し
、
「
幻
影
の
盾
」
の
中
に
描
か
れ
る
「
現
実

の
世
界
」
と
「
盾
中
の
世
界
」
へ
の
考
察
を
通
じ
て
、
そ
の
作
品
の
主
題
及
び
漱
石
文
学
に
お
け
る
意
味
を
考
察
し
て
き
た
。
「
幻
影

の
盾
」
で
登
場
す
る
人
物
な
い
し
展
開
す
る
事
件
が
、
全
て
中
世
西
洋
の
相
貌
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
節
で
は
、
ま
ず
時
代
背

景
か
ら
主
人
公
ヰ
リ
ア
ム
を
分
析
し
た
。
彼
が
「
現
実
世
界
」
で
成
就
で
き
な
か
っ
た
自
国
の
主
君
に
対
す
る
「
誠
実
」
と
個
人
の
「
誠

実
」
が
、
盾
の
神
秘
的
な
力
に
よ
り
「
幻
影
の
盾
」
の
世
界
に
「
生
き
て
い
る
」
状
態
で
同
時
に
叶
え
ら
れ
た
。
漱
石
は
「
幻
影
の
盾
」

の
中
で
盾
の
神
秘
の
力
を
肯
定
的
に
描
く
一
方
で
、
「
幻
影
の
盾
」
の
最
後
の
一
節
で
「
古
往
今
来
」
、
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得

た
も
の
」
が
「
盾
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
持
ち
主
の
「
ヰ
リ
ア
ム
一
人
」
で
あ
る
と
し
、
現
実
で
そ
の
よ
う
な
至
福
は
普
通
の
人
間
が
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手
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
漱
石
の
多
面
的
な
考
え
が
読
み
取
れ
た
。
「
幻
影
の
盾
」
を
創
作
し
た

漱
石
は
決
し
て
当
時
日
本
で
流
行
っ
て
い
た
自
然
主
義
文
学
の
よ
う
に
、
文
学
と
リ
ア
ル
な
人
生
を
無
条
件
に
混
同
し
て
済
ま
せ
う
る

よ
う
な
単
純
思
考
を
良
し
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
漱
石
に
し
て
文
学
も
、
決
し
て
リ
ア
ル
な
人
生
を
無
条
件
に
混
同
し

て
済
ま
せ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
世
界
の
浪
漫
的
な
も
の
だ
け
を
描
き
出
し
た
の
で
も
な
い
。
「
終
生
の
情
け
を
、
分
と
縮
め
、

懸
命
の
甘
き
を
点
と
凝
ら
し
」
た
神
秘
的
な
体
験
を
享
受
し
え
る
の
は
不
思
議
な
条
件
の
下
に
あ
る
特
殊
な
ヰ
リ
ア
ム
一
人
で
あ
る
と

漱
石
が
最
後
の
一
説
で
書
く
こ
と
に
よ
り
ヰ
リ
ア
ム
と
一
体
化
し
て
作
品
の
内
部
世
界
か
ら
離
れ
、
作
品
世
界
の
外
に
生
き
て
き
た
こ

と
が
窺
え
た
。 

 

「
薤
露
行
」
に
つ
い
て
、
漱
石
が
書
き
換
え
た
部
分
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
作
品
の
冒
頭
で
典
拠
が
示
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
漱
石
が
「
此
篇
の
如
き
も
作
者
の
随
意
に
事
実
を
前
後
し
た
り
、
場
合
を
創
造
し
た
り
、
性
格
を
書
き
直
し
た
り
し
て

可
成
小
説
に
近
い
も
の
に
改
め
て
仕
舞
ふ
た
」
と
記
し
、
「
元
来
な
ら
記
憶
を
新
た
に
す
る
為
め
一
応
読
み
返
す
筈
で
あ
る
が
、
読
む

と
冥
々
の
う
ち
に
真
似
が
し
た
く
な
る
か
ら
や
め
た
」
と
西
洋
文
学
を
模
倣
や
翻
訳
す
る
の
で
は
な
い
と
明
言
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

「
薤
露
行
」
を
読
み
解
く
鍵
が
漱
石
の
書
き
換
え
た
部
分
に
あ
る
と
考
え
、
第
二
節
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
登
場
す
る
四

人
の
人
物
を
考
察
し
、
そ
の
書
き
換
え
た
部
分
に
現
れ
た
意
味
を
解
明
し
た
。
ギ
ニ
ヰ
ア
が
エ
レ
ー
ン
の
こ
と
を
知
り
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ

ト
へ
の
自
然
的
に
生
じ
た
理
想
的
な
愛
を
失
っ
た
と
思
っ
た
と
き
、
彼
女
を
待
っ
て
い
た
の
は
「
罪
」
だ
ら
け
の
世
界
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
作
品
中
に
描
か
れ
た
、
現
実
世
界
で
の
理
想
を
全
て
捨
て
て
「
罪
」
だ
け
を
追
お
う
と
す
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
、
「
鏡
」
が
割
れ

る
こ
と
に
よ
り
理
想
世
界
へ
の
通
路
を
失
っ
て
現
実
だ
け
が
残
さ
れ
た
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
を
待
っ
て
い
る
の
は
「
呪
い
」
や
「
死
」
と

い
う
結
末
だ
け
で
あ
り
、
現
実
世
界
か
ら
の
侵
害
を
避
け
て
理
想
の
世
界
に
だ
け
生
き
て
き
た
エ
レ
ー
ン
も
結
局
「
死
」
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
か
っ
た
。
「
薤
露
行
」
の
中
で
は
、
人
間
が
現
実
と
理
想
の
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
に
偏
重
す
る
と
き
、
そ
の
先
に
待
っ
て
い
る
の

は
生
き
難
い
世
界
だ
け
で
あ
る
。
作
中
に
そ
の
こ
と
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
漱
石
は
「
薤
露
行
」
の
最
後
の

場
面
に
現
実
世
界
に
お
け
る
「
罪
」
や
「
呪
い
」
な
ど
に
向
か
っ
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
の
象
徴
で
あ
る
「
白
鳥
」1

9
6

と
、
理
想
世
界
で
永
遠
の
美
し
さ
を
保
つ
エ
レ
ー
ン
の
屍
体
が
同
時
に
一
つ
船
に
乗
っ
て
い
る
場
面
を
象
徴
的
に
描
い
た
。
現
実
の
世

界
に
お
け
る
罪
に
問
わ
れ
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
が
自
分
を
裏
切
っ
た
と
思
い
、
理
想
を
失
っ
た
ギ
ニ
ヰ
ア
を
救
い
出
し
た
の
が
そ
の
船
で

あ
る
。
「
薤
露
行
」
の
中
で
、
漱
石
は
「
罪
」
や
「
呪
い
」
と
「
理
想
」
や
「
美
し
い
」
ま
た
「
生
」
と
「
死
」
を
対
等
な
せ
め
ぎ
合
い
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の
形
と
描
き
出
し
た
。
そ
れ
は
漱
石
自
身
の
中
で
、
い
ず
れ
も
捨
て
難
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
日
露
戦
争

勝
利
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
、
漱
石
は
、
西
洋
文
学
を
模
倣
す
る
の
に
反
し
て
、
日
本
の
特
性
の
あ
る
文
学
、
し
か
も
日
本
の
「
西

洋
に
劣
け
は
取
ら
ぬ
。
西
洋
の
に
比
較
さ
れ
得
る
も
の
、
イマ

ヤマ

そ
れ
以
上
の
も
の
」
、「
大
傑
作
」
の
誕
生
を
願
っ
て
い
た
。
日
本
の
文

壇
に
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
漱
石
は
、
自
分
の
文
学
を
考
え
る
と
き
に
「
薤
露
行
」
冒
頭
序
文
の
な
か
に
描
か
れ
た
通
り
西
洋
文
学
を

模
倣
す
る
で
は
な
く
、
自
分
の
個
性
的
な
文
学
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。
漱
石
が
書
き
換
え
に
よ
り
、
「
薤
露
行
」
の
中
で
「
罪
」
や

「
呪
い
」
と
「
理
想
」
や
「
美
し
い
」
ま
た
「
生
」
と
「
死
」
ど
ち
ら
に
一
方
の
み
を
偏
重
せ
ず
、
対
等
な
せ
め
ぎ
合
い
の
形
で
示
し

あ
げ
、
ま
た
収
束
の
部
分
に
そ
れ
ら
の
要
素
が
文
学
の
中
で
ど
ち
ら
に
し
て
も
欠
か
せ
な
い
と
い
う
主
張
を
、
「
船
」
の
描
写
を
通
し

て
、
自
分
が
理
想
と
す
る
文
学
の
形
態
を
読
者
の
前
に
示
し
た
。 

第
三
章
に
お
い
て
は
、
明
治
期
の
日
本
を
舞
台
に
し
た
二
篇
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。 

 

第
一
節
の
「
琴
の
そ
ら
音
」
に
関
し
て
、
「
余
」
と
津
田
の
人
物
形
象
の
分
析
を
は
じ
め
、
「
余
」
の
一
夜
の
体
験
を
捉
え
直
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
一
夜
で
発
生
し
た
こ
と
に
対
す
る
「
余
」
と
津
田
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
認
識
を
検
討
し
、
こ
う
し
た
考
察
を
通
し
て

作
品
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
を
読
み
取
れ
た
。 

「
余
」
は
「
常
識
的
」
、
「
合
理
的
」
な
思
考
を
好
む
「
法
学
士
」
と
し
て
設
定
さ
れ
、
自
分
の
「
学
者
」
と
し
て
の
立
場
に
誇
り
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
無
学
な
婆
さ
ん
の
言
う
根
拠
の
な
い
こ
と
は
迷
信
に
し
か
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
大
学

を
卒
業
し
、「
心
理
作
用
に
立
ち
入
」
る
こ
と
を
好
む
「
心
理
学
者
」
で
あ
る
津
田
が
持
ち
出
し
た
「
幽
霊
話
」
に
対
し
て
「
余
」
は
何

度
か
疑
念
を
抱
い
た
が
、
「
学
者
」
と
い
う
身
分
で
大
学
を
卒
業
し
た
後
も
研
究
生
活
を
送
っ
て
い
る
津
田
の
口
か
ら
話
し
た
こ
と
で

あ
る
ゆ
え
、
無
学
の
婆
さ
ん
と
違
っ
て
、
津
田
の
話
が
信
用
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。
「
余
」
は
帰
り
道
に
不
思
議
な
体
験
を
し
、
生

命
の
危
う
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
津
田
が
話
し
出
し
た
幽
霊
話
に
影
響
さ
れ
て
露
子
に
対
す
る
強
い
感
情
が
喚
起
さ
れ
、
愛
を
強
要

し
た
く
も
な
っ
た
。
露
子
が
心
配
で
、
つ
い
そ
の
夜
一
睡
も
で
き
な
か
っ
た
「
余
」
は
、
翌
日
朝
六
時
に
起
き
て
、
四
谷
の
露
子
の
家

を
訪
ね
る
。
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
最
後
に
、
「
余
」
の
訪
問
を
不
審
に
思
っ
た
露
子
が
「
余
」
の
下
宿
を
訪
れ
、
婆
さ
ん
が
昨
夜
の
景
況

を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
露
子
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
露
子
の
銀
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
婆
さ
ん
の
真
鍮
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
余

の
銅
の
様
な
笑
ひ
声
が
調
和
し
て
天
下
の
春
を
七
円
五
十
銭
の
借
家
に
集
め
た
程
陽
気
」
な
幸
福
の
図
が
出
現
し
得
た
。 
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東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
た
「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
は
、
そ
の
夜
の
体
験
に
よ
っ
て
発
見
し
た
「
幽
霊
だ
、
祟
だ
、
因
縁
だ
抔

と
雲
を
攫
む
様
な
」
内
心
に
潜
ん
だ
不
安
や
恐
怖
、
ま
た
露
子
へ
の
思
い
を
呼
び
起
こ
す
「
昨
夜
の
事
」
な
ど
を
「
超
自
然
」
的
な
要

素
な
ど
と
い
っ
た
、
不
思
議
に
見
え
る
現
象
を
「
催
眠
術
」
と
い
う
近
代
科
学
的
な
メ
ス
を
く
わ
え
る
こ
と
で
理
解
し
得
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
結
末
に
は
、
「
余
」
が
そ
の
出
来
事
を
津
田
に
語
る
と
、
津
田
が
「
そ
れ
は
い
ゝ
材
料
だ
僕
の
著
書

中
に
入
れ
さ
せ
て
呉
れ
」
と
い
い
、
「
余
」
の
体
験
を
「
文
学
士
津
田
真
方
著
幽
霊
論
の
七
二
頁
に
Ｋ
君
の
例
と
し
て
載
つ
」
た
こ
と

を
述
べ
「
超
自
然
」1

9
7

的
な
こ
と
を
心
霊
学
と
い
う
学
問
で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
作
品
は
「
超
自
然
」
的
な
現
象
を
西
洋
学
問
で
合
理
的
に
解
く
こ
と
だ
け
を
主
題
と
は
し
て
い
な
い
。
第
一
節
の
第
四
項

で
は
、
当
時
の
時
代
背
景
と
関
連
し
て
分
析
を
行
い
、
作
品
に
隠
さ
れ
た
漱
石
の
意
図
を
解
明
し
た
。
作
中
の
現
在
に
お
い
て
、「
余
」

と
津
田
が
高
等
学
校
や
大
学
で
学
ん
だ
学
問
は
、
す
で
に
西
洋
か
ら
移
入
し
た
西
洋
文
明
に
大
き
く
支
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
学
者
」
で
あ
る
「
余
」
と
津
田
は
、
世
間
の
全
て
が
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
学
問
で
知
悉
で
き
る
と
信
じ
込
み
、

「
西
洋
」
文
明
に
傾
倒
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
等
の
よ
う
に
西
洋
文
明
と
文
化
だ
け
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
危
険
で
あ
る

と
漱
石
が
知
っ
て
い
る
。
漱
石
は
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
中
に
、「
余
」
と
津
田
の
よ
う
な
「
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
」1

9
8

る
学
者
か
ら
持
ち

出
し
た
説
明
の
不
合
理
な
点
を
配
置
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
近
代
知
識
人
の
立
脚
点
の
弱
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
作
中
に
日

本
近
代
化
を
導
く
日
本
の
近
代
知
識
人
を
描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
近
代
化
の
危
う
さ
を
描
出
し
て
い
る
。
「
琴
の
そ
ら
音
」
に
は

漱
石
の
、
自
己
を
含
め
た
日
本
近
代
知
識
人
へ
の
批
判
認
識
が
窺
え
る
。 

 

近
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
全
て
の
物
事
を
西
洋
か
ら
転
入
し
た
自
然
科
学
の
方
法
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
当

時
の
日
本
文
壇
に
も
西
欧
の
自
然
主
義
的
文
芸
精
神
が
導
入
さ
れ
、
科
学
に
基
づ
く
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
作

者
自
身
の
言
説
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
漱
石
に
と
っ
て
「
文
学
は
科
学
に
あ
ら
ず
」1

9
9

、
文
学
で
の
「
超
自
然
」
的
要
素
は
人
間
の
感

情
を
引
き
起
こ
す
重
要
な
要
素
と
し
て
否
定
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。「
琴
の
そ
ら
音
」
で
、「
余
」
の
昨
夜
の
不
思
議
な
体
験
も
、
元
々

津
田
の
幽
霊
話
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
「
余
」
の
訪
問
を
不
審
に
思
っ
た
露
子
が
「
余
」
の
下
宿
を
訪

れ
、「
昨
夕
の
事
を
、
み
ん
な
婆
や
か
ら
聞
」
き
、
婆
さ
ん
が
昨
夜
の
景
況
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
露
子
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
露
子
の
銀
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
婆
さ
ん
の
真
鍮
の
様
な
笑
ひ
声
と
、
余
の
銅
の
様
な
笑
ひ
声
が
調
和
し
て
天
下
の
春
を
七
円
五
十
銭

の
借
家
に
集
め
た
程
陽
気
」
な
幸
福
の
図
が
出
現
し
得
た
。
も
し
「
幽
霊
」
と
い
う
よ
う
な
超
自
然
的
な
も
の
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
ら
、
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「
余
」
は
昨
夜
体
験
し
た
恐
怖
、
不
安
、
露
子
へ
の
強
い
思
い
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
陽
気
な
「
天
下
の
春
」

と
い
う
景
況
も
決
し
て
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
漱
石
は
「
琴
の
そ
ら
音
」
を
通
し
て
、
自
己
を
含
め
た
日
本
近
代
知
識
人

へ
の
批
判
を
示
し
た
と
同
時
に
、
文
学
の
中
で
「
合
理
的
」
「
科
学
的
」
な
だ
け
で
は
割
り
切
れ
ぬ
超
自
然
的
な
現
象
が
一
つ
の
「
真

理
」
と
な
っ
て
、
人
間
の
胸
奥
を
突
き
動
か
し
、
人
間
の
情
動
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
肯
定
的
な
存
在
価
値
を
認
め
る
べ
き

と
い
う
主
張
を
示
し
た
。 

 

第
二
節
で
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
を
論
じ
た
。
作
品
に
つ
い
て
漱
石
は
、
書
簡
の
中
で
執
筆
時
間
の
不
足
と
小
説
後
半
の
描
写
の
省
略
、

そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
小
説
前
後
の
不
均
衡
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
を
切
り
口
に
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
作
品
を
失
敗
作
で
あ
る
と

評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漱
石
自
身
は
作
品
の
叙
述
に
関
す
る
問
題
点
を
挙
げ
つ
つ
も
そ
の
展
開
や
主
題
に
お
い
て
難
点
を
示
し
て
は

い
な
い
た
め
、
前
後
の
描
写
に
お
け
る
均
整
を
失
し
た
こ
の
作
品
を
そ
れ
以
外
の
点
で
は
一
定
の
完
成
を
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
「
余
」
が
自
ら
流
し
た
と
語
る
「
涙
」
に
注
目
し
、
そ
こ
に
「
余
」
が
受
け
た
感
動
へ
の
考
察
を

通
じ
て
作
品
に
通
底
す
る
主
題
を
解
明
し
た
。 

 

物
語
前
半
に
お
い
て
「
余
」
が
新
橋
停
車
場
で
将
軍
と
軍
曹
を
見
た
あ
と
に
「
愉
快
」
と
感
じ
、
「
涙
」
を
流
し
た
点
に
つ
い
て
分

析
を
行
っ
た
。
「
余
」
は
「
書
斎
以
外
に
如
何
な
る
出
来
事
が
起
る
か
知
ら
ん
で
も
済
む
天
下
の
逸
民
」
で
あ
り
、
戦
争
が
続
い
て
も

「
戦
争
ら
し
い
感
じ
が
し
な
い
」
、
「
気
楽
な
人
間
」
で
あ
る
。
戦
争
と
直
接
に
関
わ
っ
て
い
な
い
「
余
」
は
、
空
想
や
想
像
に
よ
っ
て

し
か
戦
場
を
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
「
余
」
が
空
想
し
た
戦
場
の
状
況
が
描
か
れ
、
の
ち
に
「
余
」
の
親
友
で
あ
っ
た
浩
一

が
戦
死
す
る
場
面
も
想
像
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。
冒
頭
の
「
空
想
」
と
後
の
浩
一
の
戦
死
の
場
面
に
お
い
て
、
「
詩
的
」
で
あ
る
前
者

に
対
し
て
後
者
は
よ
り
現
実
的
で
生
々
し
い
。
た
だ
し
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
戦
場
で
人
々
が
生
き
残
る
た
め
に
闘
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
た
だ
死
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
戦
場
に
つ
い
て
の
描
写
か
ら
「
余
」
の
戦
場
に
対
す
る

理
解
が
窺
え
た
。
実
際
に
戦
場
か
ら
帰
還
し
た
将
軍
や
軍
曹
の
姿
を
見
た
と
き
、
「
余
」
の
心
は
政
治
的
経
済
的
立
場
か
ら
問
題
を
観

よ
う
と
す
る
「
群
衆
」
で
は
な
く
、
軍
曹
の
母
の
よ
う
に
肉
親
を
迎
え
に
き
た
人
々
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
「
余
」
は
将
軍
と
軍
曹
の

姿
か
ら
「
群
衆
」
と
違
っ
て
人
間
の
「
誠
」
の
感
情
を
見
た
。
そ
し
て
、
肉
親
を
求
め
て
や
っ
て
来
た
「
背
の
低
い
軍
曹
の
御
母
さ
ん
」

を
通
じ
て
人
情
の
「
誠
」
を
確
か
め
て
い
て
、
「
愉
快
」
に
感
じ
涙
ま
で
流
し
て
い
た
。 

浩
一
の
母
と
御
嬢
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
た
終
局
で
、「
余
」
は
「
広
く
人
類
一
般
の
精
神
」
を
代
表
す
る
将
軍
や
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
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も
「
清
き
涼
し
き
涙
を
流
」
し
た
と
語
っ
て
い
る
。
第
二
項
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
深
く
関
係
し
て
い
る
浩
一
の
人
物
像
か
ら
分
析

を
行
っ
た
。
浩
一
の
人
物
像
に
関
し
て
は
、
武
士
で
あ
る
彼
の
家
柄
と
、
当
時
「
徴
兵
令
」
の
中
で
「
志
願
兵
制
度
」
を
切
り
口
と
し

て
考
察
し
た
。
武
士
の
家
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
か
ら
武
士
精
神
に
深
く
影
響
さ
れ
た
浩
一
は
多
少
無
理
し
て
も
志
願
兵
と
な
っ
た
理
由

を
明
白
に
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
心
の
中
で
、
早
く
服
務
義
務
を
終
わ
ら
せ
て
一
人
で
暮
ら
す
母
親
の
元
へ
帰
り
た
い
と
い
う
愛
情
を

強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
兵
士
に
と
っ
て
生
き
て
帰
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
残
酷
な
戦
場
に
お
い
て
、
浩
一

は
旗
手
と
し
て
死
ん
で
し
ま
い
生
還
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
浩
一
自
身
の
個
人
と
し
て
の
真
情
が
成
就
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
作
品
の
終
局
に
お
い
て
は
彼
の
代
わ
り
に
、
小
野
田
工
学
博
士
の
妹
が
「
丸
で
御
嫁
さ
ん
の
様
」
に
な
っ
て
浩
一
の
母
と
話
し
て

い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
は
、
自
ら
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
通
じ
て
そ
こ
に
浩
一
の
戦
死
に
よ
っ
て
成
就
で
き
な
か
っ
た
人
間

心
情
の
要
求
の
達
成
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
両
人
の
仲
睦
ま
じ
い
様
を
目
撃
す
る
「
余
」
は
「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た

時
よ
り
も
、
清
き
涼
し
き
涙
を
流
」
し
た
の
が
、「
散
文
的
」
な
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
か
ら
成
就
さ
れ
た
「
情
」
が
生
死
の
境
を
越
え
、

将
軍
を
見
た
と
き
に
感
じ
た
感
動
よ
り
も
深
く
彼
の
心
を
打
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
将
軍
を
見
た
時
よ
り
も
、
軍
曹
を
見
た
時
よ
り
も
」「
清
き
涼
し
き
涙
」
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
、

「
余
」
の
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
の
実
証
の
過
程
は
不
備
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
漱
石
自
身
も
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
お
け
る
理

論
は
科
学
上
に
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
漱
石
は
そ
れ
を
十
分
な
も
の
と
し
て
書
き
上

げ
な
か
っ
た
。
「
余
」
の
涙
に
よ
り
物
語
を
終
わ
ら
せ
た
こ
と
の
主
意
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
時
代
状
況
と
漱
石
自
身
の
言
説
と
を
踏

ま
え
て
論
じ
た
。
そ
し
て
、
漱
石
が
「
余
」
の
将
軍
と
軍
曹
を
見
て
流
し
た
涙
に
よ
っ
て
、
人
間
の
「
誠
」
な
「
情
」
と
そ
れ
に
対
す

る
感
動
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
炙
り
出
し
た
。
読
者
は
、
漱
石
が
創
作
し
た
「
趣
味
の
遺
伝
」
説
を
十
分
に
納
得
し
得
な

い
が
、
作
品
の
中
で
語
り
手
「
余
」
の
涙
を
通
じ
て
、
「
経
済
主
義
」
的
、
「
功
利
主
義
」
的
で
も
な
い
人
間
の
真
情
を
感
じ
得
た
。
漱

石
は
人
間
の
真
情
を
無
視
し
、
何
で
も
「
散
文
的
」
に
解
釈
つ
け
る
「
二
十
世
紀
の
文
明
」
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
る
。
作
品
中
に
「
読

者
の
心
に
合
点
出
来
れ
ば
こ
の
一
篇
の
主
意
は
済
ん
だ
」
と
話
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
漱
石
が
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
読
者
の
心
に

訴
え
た
か
っ
た
の
が
、「
科
学
上
の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、「
余
」
の
「
涙
」
に
よ
っ
て
表
し
た
人
間
の
「
誠
」
の
「
情
」
と
い
う
「
文

芸
上
の
真
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
四
章
に
お
い
て
は
、
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の
推
移
の
中
で
創
作
さ
れ
た
作
品
「
一
夜
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
。 
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「
一
夜
」
に
関
し
て
は
、
ま
ず
三
人
の
八
畳
部
屋
で
の
位
置
や
仕
草
に
着
目
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
姿
勢
を
分
析
し
、
三
人
が
持

つ
考
え
の
相
違
を
明
瞭
に
し
た
。
次
に
作
品
の
創
作
時
期
に
着
目
し
、
そ
の
同
時
代
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
一
夜
」
に
髯
あ
る
男
が

提
示
し
た
「
夢
」
と
い
う
話
題
の
意
味
を
解
明
し
た
。
最
後
に
、
異
な
る
性
格
や
姿
勢
を
持
つ
三
人
の
「
夢
」
に
対
す
る
姿
勢
の
考
察

を
通
し
て
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
の
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の
中
で
創
作
さ
れ
た
「
一
夜
」
の
意
味
を
検
討
し
、
そ
の
時
期

の
漱
石
の
内
面
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
四
章
で
は
ま
ず
、
三
人
の
八
畳
部
屋
に
い
る
位
置
や
仕
草
に
着
目
し
、
三
人
の
性
格
や
関
係
を
分
析
し
、
「
夢
」
に
対
す
る
各
々

に
異
な
っ
た
意
見
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
夢
」
の
話
を
持
ち
上
げ
た
髯
あ
る
男
は
、
八
畳
部
屋
で
「
床
柱
に
も
た
れ
」
て
膝
を
抱
え

て
小
さ
く
縮
ん
で
い
て
、
日
本
的
や
中
国
的
な
も
の
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
髯
あ
る
男
は
「
画
」
を
活
か
す
方
法
に
つ
い
て
考
え
た

と
き
に
「
歌
麻
呂
の
か
い
た
美
人
を
認
識
し
た
」
と
あ
る
以
上
、
実
物
を
認
識
し
な
く
て
も
「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
活
き
る
」
と
主

張
し
て
い
る
。
彼
が
思
考
し
て
い
る
「
夢
」
も
東
洋
的
な
風
景
で
朦
朧
と
し
て
い
る
。
髯
あ
る
男
の
朦
朧
と
し
た
抽
象
的
な
夢
の
表
現

は
、
「
一
夜
」
の
後
半
で
展
開
さ
れ
る
「
百
二
十
間
の
廻
廊
」
云
々
の
内
容
か
ら
窺
え
た
。
丸
顔
の
男
に
つ
い
て
は
、
「
縁
側
」
に
座

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
八
畳
部
屋
の
「
外
」
と
「
内
」
を
往
来
し
て
い
る
姿
が
読
み
取
れ
た
。
彼
の
僅
か
な
言
葉
か
ら
、
髯
あ
る

男
が
考
え
て
い
る
「
只
影
の
儘
」
と
い
う
抽
象
的
な
描
き
方
と
異
な
り
、
具
象
的
な
表
現
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
れ
た
。

八
畳
部
屋
の
「
内
」
に
い
る
女
が
庭
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
「
外
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。「
夢
」

の
中
に
美
し
い
も
の
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
、
髯
あ
る
男
の
「
古
き
世
」
だ
け
に
酔
う
と
い
う
考
え
方
に
疑
い
を
持
っ
て
い
る
女
の
姿

を
、
髯
あ
る
男
と
の
会
話
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
第
一
節
で
は
八
畳
部
屋
の
中
で
の
三
人
の
位
置
と
仕
草
の
分
析

か
ら
、
髯
あ
る
男
が
提
示
し
た
「
夢
」
に
対
す
る
三
人
の
異
な
る
姿
勢
を
考
察
し
た
。 

 

第
二
節
で
は
作
品
の
成
立
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
髯
の
あ
る
男
の
持
つ
夢
の
内
実
を
解
明
し
た
。
こ
こ
で
、
「
夢
」
を
提
示

し
た
の
が
「
髯
」
を
持
つ
男
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
分
析
を
行
っ
た
。
明
治
期
に
髯
を
は
や
す
こ
と
が
紳
士
や
文

明
知
識
人
の
象
徴
で
あ
っ
た
た
め
、
髯
あ
る
男
の
「
夢
」
が
当
時
の
知
識
人
の
思
考
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
露
戦
争

の
勝
利
に
か
け
て
、
日
本
の
文
明
を
西
洋
に
伝
播
す
べ
き
だ
な
ど
の
議
論
が
生
ま
れ
、
文
壇
の
人
々
も
日
本
文
学
の
世
界
的
な
発
展
の

夢
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
漱
石
も
「
一
夜
」
に
髯
あ
る
男
を
通
じ
て
そ
の
「
夢
」
を
呈
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

作
品
前
半
で
は
三
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
呈
示
す
る
た
め
に
多
く
の
筆
が
費
や
さ
れ
て
い
て
、
各
々
に
異
な
る
思
想
が
持
つ
ゆ
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え
必
ず
し
も
明
確
な
流
れ
は
な
い
が
、
後
半
で
は
三
人
が
「
夢
に
画
を
活
か
す
」
こ
と
を
試
み
よ
う
と
い
う
統
一
の
方
向
性
の
下
に
話

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
節
で
は
、
三
人
の
異
な
る
「
画
」
の
表
現
し
か
た
に
着
目
し
、
三
人
の
性
格
と
併
せ
て
分
析
を
行
っ

た
。
髯
あ
る
男
が
若
冲
の
蘆
雁
図
に
「
画
が
出
来
る
」
と
主
張
し
、
丸
顔
の
男
は
八
畳
部
屋
の
「
外
」
の
現
実
の
景
色
そ
の
も
の
を
取

り
上
げ
て
「
あ
す
こ
に
画
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
女
は
「
私
も
画
に
な
り
ま
し
よ
か
」
と
言
っ
て
自
身
を
画
に
で
き
る
と
ポ
ー
ズ
を
と

て
も
み
る
。
そ
こ
で
「
画
」
を
「
文
学
」
に
置
き
換
え
て
、
三
人
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
読
み
取
っ
た
。
「
一
夜
」
の
中
で
描

か
れ
た
三
人
の
異
な
る
姿
勢
は
、
創
作
さ
れ
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
と
い
う
時
期
で
は
日
本
の
思
想
界
が
「
混
乱
」2

0
0

し
て
い

る
状
況
の
縮
小
図
で
あ
る
こ
と
が
、
当
時
の
文
壇
状
況
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
で
分
析
し
得
た
。 

 

「
一
夜
」
の
最
後
に
、「
外
」
の
世
界
と
別
の
境
域
で
あ
る
八
畳
部
屋
の
中
に
い
る
三
人
は
、
何
も
か
も
忘
れ
て
「
太
平
」
に
な
れ
た

が
、
八
畳
部
屋
の
外
に
立
っ
て
い
る
語
り
手
は
そ
う
で
は
な
い
。
語
り
手
が
「
一
夜
」
の
最
後
の
部
分
で
、
東
洋
的
な
も
の
や
西
洋
的

な
も
の
な
ど
一
見
し
て
纏
ま
ら
な
い
話
を
持
ち
出
し
た
こ
と
は
、
部
屋
の
「
外
」
で
「
混
乱
」2

0
1

し
て
い
る
日
本
の
思
想
界
に
影
響
さ

れ
た
彼
の
混
乱
を
反
映
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
八
畳
部
屋
の
外
に
い
る
語
り
手
と
同
様
に
、
最
後
ま
で
「
太
平
」
に

な
れ
な
い
も
う
一
人
は
、
「
一
夜
」
を
書
き
上
げ
た
漱
石
で
あ
る
。
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
の
推
移
の
中
で
、
漱
石
も
多
く
の
日
本

文
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
文
学
が
世
界
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
と
い
う
「
夢
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
多
く
の
人
が
一
元
的
な
視
点
で
物
事
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
一
夜
」
の
中
で
漱
石
は
三
人
の
持
つ
異
な
る
考
え
か
た

に
ど
れ
も
否
定
し
な
く
、
そ
し
て
、
多
面
的
な
思
想
を
持
つ
語
り
手
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
主
題
を
明
ら
か
に
表
現
す
る
た
め
に
、

八
畳
部
屋
の
中
に
い
る
三
人
の
よ
う
に
一
元
的
な
視
点
で
は
な
く
、
多
元
的
な
視
点
の
導
入
が
必
要
と
す
る
自
分
の
主
張
を
示
し
た
。 

 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
最
後
に
、
「
倫
敦
塔
」
か
ら
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
い
た
る
七
つ
の
作
品
群
の
真
意
及
び
漱
石
の
創
作
開
始

時
期
に
お
け
る
問
題
意
識
を
考
え
た
い
。 

 

第
一
章
で
取
り
上
げ
た
二
篇
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
の
「
余
」
が
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
訪
問
に
よ
っ

て
発
見
し
た
の
は
、「
公
け
の
掟
」
に
よ
り
隠
れ
さ
れ
た
人
々
の
「
心
の
中
」
や
尊
称
と
肩
書
に
よ
り
縛
ら
れ
た
「
人
間
性
」
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
も
の
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
漱
石
は
日
露
戦
争
と
い
う
時
期
で
個
人
の
生
の
意
味
、
個
人
の
感
情
の
真
実
へ
の
尊
重
を
読
者

に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
帰
国
か
ら
二
年
後
、
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
そ
の
時
期
に
、
漱
石
は
進
歩
や
文
明
化
の
名
の
も
と
に

人
間
の
生
き
る
自
然
と
素
朴
な
環
境
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
の
健
康
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
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戦
争
の
中
で
個
人
の
生
の
意
味
と
個
人
の
感
情
と
幸
福
に
も
奪
わ
れ
、
個
人
の
「
生
」
の
尊
厳
が
二
の
次
と
さ
れ
た
状
況
も
目
に
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
時
期
に
人
間
感
情
の
真
実
に
迫
り
、
個
人
の
真
情
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
非
国
民
扱
い
、
国
賊
扱
い
さ
れ
、
孤
立
し
、

圧
殺
さ
れ
る
。
近
代
日
本
社
会
で
疎
外
さ
れ
た
個
人
の
内
面
へ
の
重
視
を
呼
び
戻
す
た
め
、
漱
石
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
倫
敦
の
舞
台
を

借
り
て
、
「
倫
敦
塔
」
と
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
創
作
し
、
そ
れ
を
通
し
て
人
々
の
人
間
性
を
読
み
戻
し
、
「
公
け
の
掟
」
よ
り

隠
れ
さ
れ
た
人
々
の
「
誠
」
な
る
感
情
、
「
心
の
中
」
を
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

第
二
章
で
取
り
上
げ
た
「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
の
二
篇
は
、
中
世
西
洋
の
伝
説
的
な
世
界
を
舞
台
に
騎
士
達
の
恋
愛
を
描
く

も
の
で
あ
る
、
そ
の
二
篇
は
以
後
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
自
分
自
身
と
同
時
代
の
日
本
を
題
材
に
と
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
漱

石
と
し
て
は
、
異
色
な
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
二
篇
は
西
洋
の
伝
説
と
い
う
虚
構
的
な
枠
組
に
強
く
依
拠
し
て
い
る
一
方
、
漱
石

が
た
だ
西
洋
文
学
を
模
倣
や
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
二
作
の
中
で
自
分
が
願
望
と
す
る
文
学
の
形
体
を
作
り
出
し
て
い
る
。
漱

石
は
「
幻
影
の
盾
」
の
中
で
盾
の
神
秘
の
力
を
肯
定
的
に
書
い
て
い
る
一
方
、
最
後
の
一
節
で
「
古
往
今
来
」
、
「
此
猛
烈
な
経
験
を

嘗
め
得
た
も
の
は
」
「
盾
」
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
、
持
ち
主
で
あ
る
「
ヰ
リ
ア
ム
一
人
」
だ
と
し
た
。
現
実
で
そ
の
よ
う
な
至
福
は
普

通
の
人
間
が
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
漱
石
の
多
面
的
な
考
え
方
が
読
み
取
れ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
文
学
が
決
し
て
リ
ア
ル
な
人
生
を
無
条
件
に
混
同
し
て
済
ま
せ
う
る
で
も
な
い
し
、
現
実
世
界
を
抜
き
、
浪
漫
的
な
も
の
だ
け

を
描
き
出
し
た
も
の
で
も
な
い
と
い
う
作
者
の
主
張
も
窺
え
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「
薤
露
行
」
を
通
じ
て
も
窺
え
る
。
「
薤
露

行
」
の
中
で
、
漱
石
は
「
罪
」
や
「
呪
い
」
と
「
理
想
」
や
「
美
し
い
」
ま
た
「
生
」
と
「
死
」
を
対
等
な
せ
め
ぎ
合
い
の
形
と
描
き

出
し
た
。
そ
れ
は
漱
石
が
考
え
て
い
る
文
学
の
形
態
が
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
に
偏
重
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
照
ら
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
漱
石
は
「
幻
影
の
盾
」
と
「
薤
露
行
」
と
い
う
幻
想
的
な
物
語
世
界
を
借
り
て
、
そ
の
世
界
に
お
け
る
現
実
と
虚
構

を
対
峙
さ
せ
な
が
ら
描
き
出
し
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
、
漱
石
自
身
が
理
想
と
す
る
現
実
と
虚
構
が
ど
ち
ら
も
欠
か
せ
な
い
と
い
う
文

学
の
姿
を
示
し
た
。
現
実
の
世
界
を
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
理
想
を
求
め
る
作
者
の
思
考
を
捉
え
た
。 

 

第
三
章
で
取
り
上
げ
た
「
琴
の
そ
ら
音
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
二
篇
は
、
漱
石
が
自
分
自
身
と
同
時
代
の
日
本
を
題
材
に
と
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
全
て
の
物
事
を
西
洋
か
ら
転
入
し
た
自
然
科
学
の
方
法
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
傾

向
が
強
い
。
し
か
し
作
者
自
身
の
言
説
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
に
超
自
然
的
要
素
は
人
間
の
感
情
を
引
き
起
こ
す

重
要
な
要
素
と
し
て
否
定
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
漱
石
は
、
文
学
の
中
で
「
合
理
的
」
、「
科
学
的
」
な
も
の
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
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い
超
自
然
的
な
現
象
が
一
つ
の
「
真
理
」
と
な
っ
て
人
間
の
胸
奥
を
突
き
動
か
し
、
人
間
の
情
動
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
肯

定
的
な
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
二
作
へ
の
考
察
を
通
じ
て
、
漱
石
に
と
っ
て
文
学
の
中
で
読
者
の

心
に
訴
え
る
べ
き
も
の
が
「
科
学
上
の
真
」
の
解
明
で
は
な
く
、
人
間
の
「
誠
」
の
「
情
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

二
篇
は
「
超
自
然
」
的
な
も
の
を
通
し
て
、
全
て
の
物
事
を
自
然
科
学
の
方
法
で
解
決
を
求
め
よ
う
日
本
近
代
社
会
に
疎
外
さ
れ
た
人

間
の
内
面
を
描
き
出
し
た
。 

第
四
章
に
取
り
上
げ
た
「
一
夜
」
の
中
で
、
漱
石
は
髯
あ
る
男
が
提
示
し
た
「
夢
」
と
い
う
主
題
に
対
す
る
、
八
畳
部
屋
の
三
人
の

異
な
る
姿
勢
を
描
き
出
し
た
。
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
推
移
の
中
で
、
漱
石
も
多
く
の
日
本
文
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
文
学
が

世
界
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
と
い
う
「
夢
」
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
思
想
界
が
「
混
乱
」2

0
2

し
て
い
る
ゆ
え
、
そ
の
夢
を

「
画
に
活
か
す
」
方
法
が
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
漱
石
は
「
一
夜
」
の
中
で
、
異
な
る
思
想
を
持
つ
三
人
を
提
示
し
、
終
わ
り

ま
で
も
三
人
の
持
つ
思
想
を
統
一
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
に
日
本
の
文
壇
の
中
で
も
統
一
的
な
答
え
が
な
く
、
「
漾
」

っ
て
い
る
状
態
を
反
映
し
て
い
る
。
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
へ
推
移
の
中
で
、
多
く
の
日
本
文
学
者
は
日
本
文
学
が
世
界
的
な
も
の
に

な
る
と
い
う
「
夢
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
多
く
の
人
が
一
元
的
な
視
点
で
物
事
を
表
現
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
「
一
夜
」
の
中
で
漱
石
は
三
人
の
持
つ
異
な
る
考
え
か
た
に
ど
れ
も
否
定
し
な
く
、
そ
し
て
、
多
面
的
な
思
想
を
持
つ
語
り

手
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
主
題
を
明
ら
か
に
表
現
す
る
た
め
に
、
八
畳
部
屋
の
中
に
い
る
三
人
の
よ
う
に
一
元
的
な
視
点
で
は
な
く
、

多
元
的
な
視
点
の
導
入
が
必
要
と
い
う
自
分
の
主
張
を
示
し
た
。 

『
漾
虚
集
』
に
収
録
さ
れ
た
七
つ
の
作
品
の
中
で
、
漱
石
の
留
学
時
の
見
聞
を
元
に
創
作
し
た
も
の
が
あ
り
、
登
場
す
る
人
物
な
い

し
展
開
す
る
事
件
が
、
全
て
中
世
西
洋
の
相
貌
を
呈
す
る
も
の
が
あ
り
、「
超
自
然
」
的
な
も
の
を
描
き
出
す
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
、

朦
朧
的
な
雰
囲
気
が
溢
れ
て
い
る
「
一
夜
」
を
描
出
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
目
し
て
、
作
品
集
の
全
体
の
統
一
的
な
テ
ー
マ
が
纏
ま
れ

に
く
い
で
あ
る
が
、
吟
味
す
れ
ば
い
ず
れ
も
社
会
的
抑
制
か
ら
は
み
出
る
人
間
の
内
面
に
注
目
を
向
け
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

イ
ギ
リ
ス
趣
味
の
四
篇
と
日
本
趣
味
の
三
篇
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
そ
の
初
期
短
篇
作
品
集
は
、
異
な
る
世
界
に
お
け
る
社
会
と
個
人

の
関
係
を
描
き
だ
し
、
そ
し
て
人
間
の
本
来
の
姿
を
描
出
し
て
い
る
。
日
露
戦
争
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
創
作
さ
れ
た
そ
の
七
つ
の
作

品
群
の
中
に
、
漱
石
は
直
接
に
日
本
の
近
代
社
会
に
お
け
る
現
実
問
題
を
示
し
て
い
な
い
が
、
個
々
の
作
品
の
中
で
、
異
な
る
世
界
で

個
人
と
社
会
と
の
対
立
と
調
和
の
問
題
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
日
本
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
内
面
へ
の
追
求
と
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人
間
の
「
真
実
」
を
呼
び
戻
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
思
考
が
紡
が
れ
て
お
り
、
日
本
近
代
社
会
の
問
題
に
対
す
る
漱
石
の
批
判
的
な
視

点
が
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
と
東
洋
、
理
想
と
現
実
、
中
世
と
近
代
に
往
来
す
る
そ
の
初
期
短
篇
作
品
集
は
、
同
時
期
の
他
の
作
品

と
響
き
合
い
な
が
ら
夏
目
漱
石
初
期
文
学
の
基
色
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
の
初
期
短
篇
集
『
漾
虚
集
』
は
重
層
的
で
深

さ
の
あ
る
文
学
世
界
を
構
築
し
て
お
り
、
他
の
漱
石
の
文
学
作
品
と
違
っ
た
精
彩
を
放
っ
て
い
る
作
品
集
だ
と
言
え
よ
う
。 
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・
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懸
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史
を
吾
が
脳
裏
に
描
き
出
し
て
来
る
。
」
と
い
う
描
写
か
ら
、
近
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械
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迎
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迎
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夜
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部
氏
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市
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3
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岡
倉
登
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『
ボ-

ア
戦
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金
と
ダ
イ
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と
帝
国
主
義
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教
育
社
一
九
八
六
・
六
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3
1

魯
西
亜
と
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本
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争
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ん
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は
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る
。
支
那
は
天
子
蒙
塵
の
辱
を
受
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ゝ
あ
る
。
英
国
は
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ン
ス

ヴ
ハ
ー
ル

の
金
剛
石
を
掘
り
出
し
て
軍
費
の
穴
を
填
め
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
。
こ
の
多
事
な
る
世
界
は
日
と
な
く
夜
と
な
く
回
転
し
つ
ゝ
波
瀾
を
生
じ

つ
ゝ
あ
る
間
に
我
輩
の
す
む
小
天
地
に
も
小
回
転
と
小
波
瀾
が
あ
つ
て
我
下
宿
の
主
人
公
は
其
尨
大
な
る
身
体
を
賭
し
て
か
の
小
冠
者
差
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配
と
雌
雄
を
決
せ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
。
而
し
て
我
輩
は
子
規
の
病
気
を
慰
め
ん
が
為
に
此
日
記
を
か
き
つ
ゝ
あ
る
。
（
四
月
二
十
六
日
）

（
「
倫
敦
消
息
」
） 

3
2

部
屋
へ
帰
つ
て
、
書
物
を
読
ん
で
ゐ
る
と
、
妙
に
下
の
親
子
が
気
に
懸
つ
て
堪
ら
な
い
。
あ
の
爺
さ
ん
は
骨
張
つ
た
娘
と
較
べ
て
何
処
も

似
た
所
が
な
い
。
顔
中
は
腫
れ
上
つ
た
様
に
膨
れ
て
ゐ
る
真
中
に
、
ず
ん
ぐ
り
し
た
肉
の
多
い
鼻
が
寝
転
ん
で
、
細
い
眼
が
二
つ
着
い
て
ゐ

る
。
南
亜
の
大
統
領
に
ク
ル
ー
ゲ
ル
と
云
ふ
の
が
あ
つ
た
。
あ
れ
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
（
「
永
日
小
品
」
の
「
下
宿
」
） 

3
3 

『
ノ
ー
ト
』I

V
-
1
4
 
T
a
s
t
e
,
 
C
u
s
t
o
m
 
e
t
c
.
 

一
九
〇
二
年
六
月
一
日 

1
9
0
2
 
J
u
n
e
 
1
.
 

御
寺
ノ
鐘
鳴
ルp

e
a
c
e
 

ノ
報
至
ル
ガ
為
ナ
リ
．
八
日
全
国
ノ
寺
院
ニ
テt

h
a
n
k
s
g
i
v
i
n
g
 

ヲ
行
フ
自
ラ
戦
端
ヲ
啓
キ
自

ラ
幾
多
ノ
生
命
ヲ
殺
シ
．
自
ラ
鉅
万
ノ
財
ヲ
糜
シ
而
シ
テ
神
ニ
謝
ス
何
ヲ
謝
セ
ン
ト
ス
ル
ヤ
馬
鹿
々
々
シ
キ
コ
ト
ナ
リ 

3
4

水
川
隆
夫
『
夏
目
漱
石
と
戦
争
』
（
平
凡
社 

二
〇
一
〇
・
六
） 

3
5

陽
気
の
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
。
「
人
を
屠
り
て
餓
え
た
る
犬
を
救
へ
」
と
雲
の
裡
よ
り
叫
ぶ
声
が
、
逆
し
ま
に
日
本
海
を
撼
か
し
て

満
洲
の
果
迄
響
き
渡
つ
た
時
、
日
人
と
露
人
は
は
つ
と
応
へ
て
百
里
に
余
る
一
大
屠
場
を
朔
北
の
野
に
開
い
た
。
す
る
と
渺
々
た
る
平
原

の
尽
く
る
下
よ
り
、
眼
に
あ
ま
る
獒
狗
の
群
が
、
腥
き
風
を
横
に
截
り
縦
に
裂
い
て
、
四
つ
足
の
銃
丸
を
一
度
に
打
ち
出
し
た
様
に
飛
ん

で
来
た
。
狂
へ
る
神
が
小
躍
り
し
て
「
血
を
啜
れ
」
と
云
ふ
を
合
図
に
、
ぺ
ら
く
と
吐
く
焔
の
舌
は
暗
き
大
地
を
照
ら
し
て
咽
喉
を
越
す

血
潮
の
湧
き
返
る
音
が
聞
え
た
。
今
度
は
黒
雲
の
端
を
踏
み
鳴
ら
し
て
「
肉
を
食
へ
」
と
神
が
号
ぶ
と
「
肉
を
食
へ
！ 

肉
を
食
へ
！
」

と
犬
共
も
一
度
に
咆
え
立
て
る
。
や
が
て
め
り
く
と
腕
を
食
ひ
切
る
、
深
い
口
を
あ
け
て
耳
の
根
迄
胴
に
か
ぶ
り
付
く
。
一
つ
の
脛
を
啣

へ
て
左
右
か
ら
引
き
合
ふ
。
漸
く
の
事
肉
は
大
半
平
げ
た
と
思
ふ
と
、
ま
た
羃
々
た
る
雲
を
貫
ぬ
い
て
恐
し
い
神
の
声
が
し
た
。
「
肉
の
後

に
は
骨
を
し
や
ぶ
れ
」
と
云
ふ
。
す
は
こ
そ
骨
だ
。
犬
の
歯
は
肉
よ
り
も
骨
を
噛
む
に
適
し
て
居
る
。
狂
ふ
神
の
作
つ
た
犬
に
は
狂
つ
た

道
具
が
具
は
つ
て
居
る
。
今
日
の
振
舞
を
予
期
し
て
工
夫
し
て
呉
れ
た
歯
ぢ
や
。
鳴
ら
せ
鳴
ら
せ
と
牙
を
鳴
ら
し
て
骨
に
か
ゝ
る
。
あ
る

者
は
摧
い
て
髄
を
吸
ひ
、
あ
る
者
は
砕
い
て
地
に
塗
る
。
歯
の
立
た
ぬ
者
は
横
に
こ
い
て
牙
を
磨
ぐ
。
（
「
趣
味
の
遺
伝
」
） 

3
6

日
露
戦
争
開
戦
の
時
期
に
、
戦
争
を
美
化
し
、
士
気
を
鼓
舞
す
る
言
説
は
す
で
に
氾
濫
し
て
い
る
。
宣
戦
の
布
告
は
一
九
〇
四
（
明
治
三

七
）
年
二
月
一
〇
日
で
あ
る
が
、
二
月
「
朝
日
新
聞
」
に
は
、
す
で
に
「
日
露
交
戦
地
図
」
（
参
謀
本
部
編
輯
）
「
征
露
軍
歌
」
（
渡
辺
森
蔵

作
曲
）
、
「
日
露
開
戦
軍
歌
」
（
大
和
田
建
樹
）
、
「
征
露
宣
戦
歌
」
（
野
口
寧
斎
）
「
旅
順
の
海
戦
」
（
巌
谷
小
波
作
歌
・
山
田
源
一
郎
作
曲
）

な
ど
の
広
告
が
出
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
太
陽
」
六
月
に
大
塚
楠
緒
子
の
「
進
撃
の
歌
」
の
一
節
を
と
っ
て

見
れ
ば
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
楠
緒
子
の
詩
の
一
節
は
「
進
め
や
進
め
一
斎
に 
一
歩
も
退
く
な
身
の
恥
ぞ
／
硝
煙
天
地
に
漲
り
て 

弾

丸
雨
と
飛
び
来
と
も
／
大
和
魂
き
た
へ
た
る 

大
和
男
子
の
名
も
高
く
／
世
界
の
花
と
歌
は
れ
む 

鳴
呼
武
者
振
の
見
せ
処
／
何
に
恐
れ

る
ゝ
事
か
あ
る 

何
に
臆
す
る
事
か
あ
る
／
日
本
男
子
ぞ
鳴
呼
我
は 

日
本
男
子
ぞ
鳴
呼
我
は
」
は
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
戦
争
の
言
葉
は
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生
身
の
人
間
の
生
命
と
人
間
性
を
疎
外
し
た
き
ま
り
文
句
の
世
界
で
あ
る
。
（
伊
豆
利
彦
『
漱
石
と
天
皇
制
』
（
有
精
堂
出
版 

一
九
八

九
・
九
）
参
照
） 

3
7

伊
豆
利
彦
「
日
露
戦
争
と
作
家
へ
の
道
」
（
「
日
本
文
学 

二
一(

六)

」
日
本
文
学
協
会 

一
九
七
二
・
六
） 

3
8 

「
学
燈
」 
月
刊

P
R

誌
。
明
治
三
〇
・
三
～
。
明
治
三
二
、
三
三
は
年
に
九
～
一
〇
冊
、
大
正
四
～
六
は
月
二
回
発
行
。
大
正
一
二
・
八

～
一
三
・
六
は
関
東
大
震
災
の
た
め
、
昭
和
一
九
・
一
～
二
五
・
一
二
は
戦
争
の
た
め
休
刊
。
創
刊
号
～
明
治
三
四
・
一
二
「
学
の
燈
」
、
明

治
三
五
・
一
～
一
二
「
学
燈
」
、
明
治
三
六
・
一
よ
り
「
学
鐙
」
「G

a
k
u
t
o

」
を
用
い
た
。
丸
善
株
式
会
社
発
行
。
一
六
年
よ
り
出
て
い
た
和

洋
書
籍
と
文
房
具
の
輸
入
月
報
（
こ
れ
よ
り
当
時
輸
入
さ
れ
た
書
籍
名
が
分
か
る
）
を
吸
収
し
新
着
書
籍
類
の
案
内
を
か
ね
た
文
化
経
済
社

会
一
般
に
関
す
る
評
論
随
筆
誌
と
し
て
発
足
し
た
が
、
三
五
年
よ
り
読
書
、
洋
書
紹
介
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
編
集
は
三
四
年
よ
り
内
田
魯

庵
、
昭
和
五
年
四
月
よ
り
水
木
京
太
、
二
六
年
一
二
月
か
ら
本
庄
桂
輔
が
当
り
、
文
士
、
学
者
と
の
交
際
を
通
じ
て
寄
稿
者
を
ひ
ろ
げ
欧
米

文
化
輸
入
の
窓
口
と
し
て
の
性
格
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
（
参
考
資
料
：
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
講
談
社 

一
九
七
七
・
一
一
） 

3
9

漱
石
の
実
体
験
と
関
連
し
て
、
小
宮
豊
隆
が
「
四
度
此
家
に
入
り
四
度
此
名
簿
に
余
が
名
を
記
録
し
た
」
と
い
う
記
述
の
真
偽
に
つ
い

て
、
疑
問
を
提
起
し
た
。
（
小
宮
豊
隆
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
の
漱
石
先
生
」
（
『
渋
柿
』
一
九
二
四
・
一
二
） 

4
0

岡
三
郎
「
夏
目
漱
石
の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
解
明
：
そ
の
事
実
と
夢
想
に
つ
い
て
」（
「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
（
一
六
）
青

山
学
院
大
学 

一
九
七
四
） 

4
1

松
村
昌
家
「
漱
石
の
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
と

C
a
r
l
y
l
e

’s
 
H
o
u
s
e

」
（
「
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
」
第
二
三
巻
第
一
号 

神
戸
女
学
院

大
学
研
究
所 

一
九
七
六
・
九
） 

「
漱
石
が
東
京
大
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ
（
明
治
二
六
）
か
ら
熊
本
時
代
に
か
け
て
は
、C

a
r
l
y
l
e

に
対
す
る
評
価
が
高
ま
っ
て
来
た
時
代
で

あ
り
、
漱
石
は
、
あ
た
か
も
、
日
本
に
お
い
て
精
神
的
、
思
想
的
模
範
と
し
て
の

C
a
r
l
y
l
e

の
偉
大
さ
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
り
あ
け
た

こ
ろ
に
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」 

4
2

出
口
保
夫
『
ロ
ン
ド
ン
の
夏
目
漱
石
』
（
河
出
書
房
新
社 

一
九
八
二
・
九
） 

「
漱
石
が
池
田
と
自
分
の
名
前
を
書
い
た
も
の
で
、
年
長
の
池
田
に
敬
意
を
表
し
て
そ
の
名
前
を
先
に
書
き
、
下
に
自
分
の
名
前
を
そ
え

た
も
の
と
思
う
」 

4
3

熊
坂
敦
子
「
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
論
―
―
夢
と
現
実
」
（
『
国
文
学
』
別
冊
『
漱
石
の
全
小
説
を
読
む
』
一
九
九
四
・
一
） 
4
4 

上
田
正
行
「
漱
石
と
「
数
」
ー
ー
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
中
心
に
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
一
九
九
〇
・
一
） 
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上
田
正
行
は
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
に
お
け
る
「
四
」
と
い
う
数
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
カ
ー
ラ
イ
ル
自
身
の
「
四
角
四
面
」
さ
を
象
徴

さ
せ
て
い
る
と
す
る
。 

4
5 

塚
本
利
明
『
漱
石
と
英
文
学
ー
ー
『
漾
虚
集
』
の
比
較
文
学
的
考
察
』
（
改
定
増
補
版 

彩
流
社 

二
〇
〇
三
・
八
） 

4
6 

今
井
宏 
『
明
治
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
』
（
研
究
社 

一
九
七
四
） 

4
7

神
田
祥
子
「
歴
史
」
と
い
う
記
録
ー
ー
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
（
『
漱
石
「
文
学
」
の
黎
明
』 

二
〇
一
五
・
一
） 

4
8

漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い
た
間
に
も
、
池
田
と
と
も
に
チ
ェ
ル
シ
ー
に
居
住
し
て
い
た
文
学
者
の
家
々
を
外
か
ら
見
て
歩
い
た
。

『
夏
目
漱
石
ロ
ン
ド
ン
紀
行
』
に
よ
る
と
、
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
見
学
の
後
に
、
漱
石
と
池
田
は
チ
エ
ル
シ
ー
に
居
住
し
て
い
た
文
学
者
の

家
々
を
外
か
ら
見
て
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

漱
石
は
そ
こ
に
沢
山
の
文
学
者
の
部
屋
を
見
え
た
。「
そ
の
一
つ
が
、
カ
ー
ラ
イ
ル
・
ハ
ウ
ス
か
ら
北
へ
突
き
あ
た
り
の
左
端
に
あ
る
ス
モ

レ
ッ
ト
の
家
」
で
あ
る
。
「
ス
モ
レ
ッ
ト
（T

o
b
i
a
s
 G
e
o
r
g
e
 S
m
o
l
l
e
t
t
 1
7
2
1
-
1
7
7
1

）
は
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
で
、
十
八
世
紀
写
実
派
を
代

表
す
る
一
人
」
で
あ
り
「
風
刺
と
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
悪
漢
を
と
ら
え
る
こ
と
」
で
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
ス
モ
レ
ッ
ト
の
家
か
ら
、
さ
ら
に

右
折
し
て
す
ぐ
の
所
に
、
「
り
・
ハ
ン
ト
（L

e
i
g
h
 H
u
n
t
1
7
8
4
-
1
8
5
9

）
の
家
」
が
あ
る
。
「
ハ
ン
ト
」
も
小
説
家
で
あ
り
評
論
も
書
い
て
い
る

人
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
近
い
と
こ
ろ
の

C
h
e
y
n
e
 
W
a
l
k

と
い
う
と
こ
と
の
「
真
中
付
近
に
エ
リ
オ
ッ
ト
（G

e
o
r
g
e
 
E
l
i
o
t
 
1
8
1
9
-
1
8
8
0

）
の

家
」
が
あ
る
。「
英
国
の
女
流
小
説
家
で
米
国
の
銀
行
家
ク
ロ
ス
（J

.
W
.
C
r
o
s
s

）
を
夫
に
、
こ
こ
に
三
週
間
住
ん
だ
後
亡
く
な
っ
た
と
聞
く
。

透
徹
し
た
心
理
解
剖
が
特
色
と
言
わ
れ
る
。
」
ま
た
「
そ
の
近
く
に
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（D

a
n
t
e
 G
a
b
r
i
e
l
 R
o
s
s
e
t
t
i
 1
8
2
8
-
1
8
8
2

）
の
家
」
も
あ

る
。 

4
9

崔
明
淑
「
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
私
論-

-

「
カ
ー
ラ
イ
ル
」
を
め
ぐ
る
三
人
の
同
類
者
」
（
「
中
央
大
学
国
文
」
三
九
一
九
九
六
・
三
） 

5
0

岡
三
郎
「
夏
目
漱
石
の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
解
明
：
そ
の
事
実
と
夢
想
に
つ
い
て
」
（
「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
（
一
六
）

青
山
学
院
大
学 

一
九
七
四
） 

5
1

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐 

特
集 

（
「
征
露
戦
報
」
第
六
号 

実
業
之
日
本 

一
九
〇
四
・
四
） 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
家
系
及
修
養 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
情
け
あ
る
武
士 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
日
本
人
の
精
華 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
淡
泊
掬
す
る
に
堪
ゆ
、
其
平
生 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
深
情
差
し
天
性
に
出
ず 
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〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
絶
倫
の
胆
勇 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
練
達
の
武
芸 

 

〈
勇
士
の
面
影
〉
軍
神
広
瀬
中
佐
―
英
雄
閑
日
月
あ
り 

 

〈
口
絵
〉
鳴
呼
軍
神
広
瀬
中
佐 

5
2

編
者 

小
森
陽
一 

成
田
龍
一
『
日
露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
（
紀
伊
國
屋
書
店 

二
〇
〇
四
・
二
） 

5
3

編
者 

小
森
陽
一 
成
田
龍
一
『
日
露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
（
紀
伊
國
屋
書
店 

二
〇
〇
四
・
二
） 

5
4

編
者 

小
森
陽
一 
成
田
龍
一
『
日
露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
（
紀
伊
國
屋
書
店 

二
〇
〇
四
・
二
） 

5
5

山
内
久
明
氏
訳
で
は
「
大
文
豪
」
と
さ
れ
て
い
る
（
『
漱
石
全
集
』
第
二
六
巻 

岩
波
書
店 

一
九
九
六
） 

 
5
6 

【
日
記
】 

明
治 

三
十
四
年
八
月
三
日 

（
土
）
（
『
漱
石
全
集
』 

夏
目
金
之
助 

一
九
九
六
・
三
） 

朝

B
a
t
t
e
r
s
e
a
 

ヨ
リ 

S
o
u
t
h
 
K
e
n
s
i
n
g
t
o
n
 

ニ
至
リ
池
田
氏
ヲ
訪
フ
同
氏
宅
ニ
テ
昼
飯
ヲ
食
フ
午
後

C
h
e
y
n
e
 
R
o
a
d
 
2
4

ニ
至
り 

C
a
r
l
y
l
e
 

ノ
故
宅
ヲ
見
ル
頗
ル
粗
末
ナ
リ 
C
h
e
y
n
e
 

W
a
l
k
 

ニ
至
リ 

E
l
i
o
t
 

ノ
家
ト 

D
.
G
.
R
o
s
s
e
t
t
i
 

ノ
家
ヲ
見
ル
前
ノ 

G
a
r
d
e
n
 

ニ

D
.
G
.
R
.

ガ
噴
井
ノ
上
ニ
彫
リ
ツ
ケ
テ
ア
ル 

5
7

野
間
真
綱
宛
書
簡 

一
九
〇
五
・
二
・
八 

「
ま
ぼ
ろ
し
の
楯
と
い
う
文
章
を
か
ゝ
う
と
思
つ
て
大
体
趣
向
は
出
来
た
が
う
ま
く
行
き
さ
う
に
な
い
」 

5
8

寺
田
寅
彦 

二
月
二
五
日 

土 

晴 

日
記 

（
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
一
九
巻 

岩
波
書
店 

一
九
九
八
・
八
） 

5
9

同
時
代
評
に
お
い
て
、
「
酒
清
主
義
」
（
無
名
氏
「
酒
清
主
義
」
「
新
潮
」 

明
治
三
八
年
四
月 

新
潮
社
）
は
「
小
説
「
幻
影
の
盾
」
を
讀

む
、
著
者
漱
石
序
し
て
曰
く
「
一
心
不
亂
と
い
ふ
事
を
、
目
に
見
え
ぬ
怪
力
を
か
り
、
縹
緲
た
る
脊
景
の
前
に
寫
し
出
さ
う
と
考
へ
て
こ
の

趣
向
を
得
た
」
と
、
蓋
し
卓
絶
た
る
詩
人
の
空
想
は
却
つ
て
頭
脳
な
き
寫
真
家
の
記
述
に
勝
る
。
」
と
述
べ
、
「
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
派
の
文
章
と
名

文
家
」（
「
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
派
の
文
章
と
名
文
家
」「
中
央
公
論
」
明
治
三
八
年
四
月 

反
省
社
）
に
も
、「
「
倫
敦
塔
」
と
「
幻
影
の
盾
」
は
重
も

に
右
手
に
携
ふ
る
太
刀
を
揮
は
れ
た
方
で
、
西
歐
文
学
の
素
養
と
西
洋
的
詩
情
が
前
篇
に
満
ち
て
居
る
、
或
は
勁
援
、
或
は
悠
遠
或
は
高
古
、

或
は
窈
冥
、
両
篇
と
共
蓋
し
先
生
苦
心
の
作
で
あ
ら
う
。
殊
に
「
幻
影
の
盾
」
の
冒
頭
な
ど
は
恐
ら
く
幾
度
も
推
敲
し
て
後
に
出
来
た
も
の

ぢ
や
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
從
て
文
字
の
推
敲
、
句
法
の
烹
練
は
最
も
よ
く
此
両
篇
に
居
る
。
」
と
作
品
の
冒
頭
を
よ
く
推
敲
さ
れ
た
表
現

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
「
作
家
な
ら
ざ
る
二
小
説
家
」（
「
霹
靂
鞭 

作
家
な
ら
ざ
る
二
小
説
家
」「
天
鼓
」
明
治
三
八
年
五
月 

北
上

屋
書
）
に
「
「
幻
影
の
盾
」
は
固
よ
り
其
文
の
精
緻
を
具
ふ
れ
ど
も
、
寧
ろ
其
沈
痛
幽
緲
の
想
に
於
て
優
れ
る
も
の
た
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
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る
。 

6
0

松
村
昌
家
の
「
漱
石
『
幻
影
の
盾
』
と
英
文
学
」（
「
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
」 

一
九
七
五
・
八 

神
戸
学
院
大
学
）
は
比
較
的
早
い
時
期

の
も
の
で
あ
る
。
他
に
外
国
文
学
と
の
比
較
・
影
響
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
塚
本
利
明
の
一
連
の
論
考(

塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
の

背
景-

-

比
較
文
学
的
考
察
」
専
修
人
文
論
集 

(

一
八)

 

一
九
七
六
・
一
二
、
塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
の
背
景-

二-

主
と
し
て
テ
ニ
ス
ン
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
専
修
人
文
論
集 

(

二
二)

 

一
九
七
九
・
一
、
塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
に
お
け
る

M
.

ア-

ノ
ル
ド
」
専
修
人
文
論
集

（
五
九
）
一
九
九
六
・
一
〇)

な
ど
が
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
代
に
入
る
頃
か
ら
、
作
品
内
容
を
中
心
論
点
と
す
る
論
考
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
竹
盛
天
雄
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
『
漾
虚
集
』
と
―
『
幻
影
の
盾
』
の
呪
ひ
ー
」
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
「
幻
影
の
盾
」
の
中
に
描

か
れ
た
「
時
間
」
の
観
点
か
ら
、
作
品
内
容
を
考
察
す
る
上
で
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
以
降
の
論
考
で
、
作
品
内
容
に
関
す
る
も
の
と
し
て

は
硲
香
文
が
「
人
間
の
「
知
」
へ
の
不
信
と
懐
疑
が
、《
罪
》
と
い
う
把
握
の
仕
方
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
だ
ろ
う
か
。
」（
硲
香
文

「
夏
目
漱
石
「
幻
影
の
盾
」
論
ーD

r
u
e
r
i
e

に
潜
む
重
層
」
（
「
叙
説
」
奈
良
女
子
大
学
文
学 

国
語
国
文
研
究
室 

一
九
九
三
・
一
二
）
と

捉
る
。 

6
1

一
柳 

広
孝
「
「
幻
影
の
盾
」
の
〈
幻
影
〉
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究 

 

」
三
九
（
二
）
学
燈
社 

一
九
九
四
・
一
） 

6
2

一
柳 

広
孝
「
「
幻
影
の
盾
」
の
〈
幻
影
〉
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究 

 

」
三
九
（
二
）
学
燈
社 

一
九
九
四
・
一
） 

6
3

松
村
昌
家
「
漱
石
「
幻
影
の
盾
」
と
英
文
学
」
（
「
論
集
」 

二
二(

一)
 

神
戸
女
学
院
大
学
一
九
七
五
・
九
） 

6
4

硲
香
文
「
夏
目
漱
石
「
幻
影
の
盾
」
論
ーD

r
u
e
r
i
e

に
潜
む
重
層
」（
「
叙
説
」
奈
良
女
子
大
学
文
学 

国
語
国
文
研
究
室 

一
九
九
三
・
一

二
） 

6
5

増
田
四
郎
・
柳
宗
玄
編
『
図
説
世
界
文
化
史
大
系
』
第
七
巻
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世 

（
角
川
書
店 

一
九
五
九
・
七
） 

6
6J
.
M
.

フ
ァ
ン
・
ヰ
ン
タ-

著 

佐
藤
牧
夫 

渡
部
治
雄
訳
『
騎
士
：
そ
の
理
想
と
現
実
』
（
東
京
書
籍 

一
九
八
二
・
一
） 

6
7J
.
M
.

フ
ァ
ン
・
ヰ
ン
タ-

著 

佐
藤
牧
夫 

渡
部
治
雄
訳
『
騎
士
：
そ
の
理
想
と
現
実
』
（
東
京
書
籍 

一
九
八
二
・
一
） 

6
8

塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
の
背
景
（
二
）-

主
と
し
て
テ
ニ
ス
ン
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
専
修
人
文
論
集 

(

二
二)

」 

一
九
七
九
・

一
） 

6
9

明
治
三
七
、
八
年
頃
「
断
片
十
二
」 

◯
鏡
。
胡
弓
に
写
す 
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◯
コ
ン
デ
ン
ス
ド
、
エ
キ
ス
ピ
リ
エ
ン
ス 

◯
ア
ー
ノ
ル
ド
、
ぜ
、
ト
レ
イ
タ
ー 

◯
楯
に
写
る 

◯
十
年
の
命
を
縮
め
て
一
年
と
し
…
…
一
分
の
間
に
…
… 

◯
反
響
。
パ
ロ
ッ
ト
、
林
檎
、
蜂
、
空
、
大
地 

◯
川
の
向
カ
ラ
舟
が
出
テ
近
ヅ
イ
テ
来
ル 

◯
以
太
利
亜 

◯
楯
か
ら
抜
け
出
す
。
純
一
無
雑
。
夢
の
セ
オ
リ
ー 

◯
先
祖
が
北
ノ
国
ノ
巨
人
ト
戦
ツ
テ
楯
ヲ
得
ル
、
巨
人
楯
ヲ
与
フ
ル
ト
キ
楯
ノ
功
ヲ
説
ク 

▼
明
治
三
七
、
八
年
頃
の
断
片
に
「
鏡
に
写
る
」
と
い
う
記
述
と
「
盾
に
写
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
漱
石
は
意
識
的
に
「
幻
影
の
盾
」

の
中
で
盾
と
鏡
を
同
質
の
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

7
0

越
智
治
雄
「
漱
石
の
初
期
短
編
ー
ー
『
漾
虚
集
』
一
面
」
（
「
国
文
学
」
一
九
七
〇
・
四
） 

7
1

由
水
常
雄
『
鏡
の
魔
術
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
九
一
・
一
〇
） 

7
2

石
田
仁
志
等
「
ト
ポ
ス
と
し
て
の
〈
森
〉
の
系
譜
（
近
世
近
現
代
編
） 

−

漢
字
文
化
受
容
か
ら
西
洋
文
化
受
容
へ
ー
」
（
「
東
洋
大
学
人
間

科
学
総
合
研
究
所
紀
要
」
（
一
二
）
二
〇
一
〇
） 

7
3

宮
井
一
郎
『
漱
石
文
学
の
全
貌 

上
巻
』
（
国
書
刊
行
会 
一
九
八
四
・
五
） 

7
4

竹
盛
天
雄
「
幻
影
の
盾
」
ー
ー
「
純
一
無
雑
」
の
傾
向
（
『
漱
石
文
学
の
端
緒
』 

筑
摩
書
房 

一
九
九
一
・
六
） 

7
5

十
九
世
紀
半
ば
ま
で
酸
素
・
窒
素
・
水
素
は
液
化
不
可
能
と
考
え
ら
れ
永
久
気
体
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
一
八
六
九
年
イ
ギ
リ
ス
の

T

・

ア
ン
ド
ル
ー
ズ
に
よ
る
臨
界
温
度
の
発
見
や
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ワ
ー
ル
ス
の
理
論
的
解
明
（
一
八
七
三
）
に
よ
っ
て
、
酸
素
・
窒
素
（
一

八
七
七
）
、
水
素
（
一
八
九
八
）
が
液
化
さ
れ
、
最
後
に
ヘ
リ
ウ
ム
（
一
九
〇
八
）
が
液
化
さ
れ
た
。
（
『
鷗
外
近
代
小
説
集
第
二
巻
』 

岩

波
書
店 

二
〇
一
二
・
一
二
） 

7
6

「
二
百
号
の
四
小
説
を
評
す
」
無
名
氏
（
「
中
央
公
論
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
一
） 

 

「
薤
露
行
」 

漱
石
作 

 

い
く
ら
讀
ん
で
も
倦
き
な
い
の
は
お
そ
ら
く
此
小
説
で
あ
ら
う
、
美
し
い

く
う
つ
つ
の
や
う
な
夢
を
辿
つ
て
ゐ
や
う
で
、
実
に
気
持
の
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佳
い
小
説
で
あ
る
、
種
が
西
洋
種
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
、 

意
に
満
た
ぬ
心
地
は
す
る
も
の
の
、
文
章
に
力
の
あ
る
は
な
の
や
う
な
美
し

い
、
先
づ
讀
者
を
眩
惑
さ
す
る 

 

「
十
一
月
の
新
聞
雑
誌
」
（
「
明
星
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
四
） 

 

「
韮マ

マ

露
行
」
は
獨
り
苦
心
の
痕
見
え
て
愛
讀
す
べ
き
好
小
品
な
り
。
左
の
一
段
最
も
精
彩
あ
り
。（
中
略
）
全
篇
の
統
一
や
や
不
確
実
な
る

の
感
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
文
章
の
地
、
會
話
、
二
つ
な
が
ら
雅
文
口
語
の
混
合
体
な
る
こ
と
是
れ
。
想
ふ
二
作
者
は
文
体
の
試
験
と
し
て
、

先
づ
最
も
卑
近
な
る
方
法
よ
り
手
を
つ
け
た
る
な
ら
む
。 

 

「
月
次
文
壇
」
（
「
時
代
思
潮
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
五
） 

 

漱
石
の
薤
露
行
、
わ
か
ら
ぬ
所
が
意
味
深
長
な
る
所
、
騎
士
時
代
の
風
習
に
就
い
て
何
等
の
知
識
な
き
吾
讀
者
に
対
し
て
は
漱
石
子
が
苦

心
も
只
其
文
辞
の
勁
抜
生
気
あ
る
を
歎
賞
す
る
に
止
ま
ら
ん
。
概
し
て
云
へ
ば
堂
々
た
る
名
家
四
人
、
能
く
集
め
た
る
編
者
の
努
力
成
効
を

稱
す
べ
き
も
、
然
も
其
内
容
は
矢
張
り
公
論
式
の
注
文
小
説
た
る
を
免
れ
ず
。 

7
7

森
田
草
平
『
文
章
道
と
漱
石
先
生
』
（
春
陽
堂 

一
九
一
九
） 

7
8

江
藤
淳 

『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
伝
説 

:
 

「
薤
露
行
」
の
比
較
文
学
的
研
究 

』
（
東
大
出
版
会 

一
九
七
五
） 

7
9

大
岡
昇
平
「
江
藤
淳
著
『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
傳
説
』
批
判
」
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
八
・
五
） 

8
0

小
倉
脩
三
「
「
薤
露
行
」(

上)
 
:
 

そ
の
材
源
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
国
文
学
ノ
ー
ト
」(

二
九)

一
九
九
二
） 

小
倉
脩
三
「
「
薤
露
行
」(

下)
 
:
 

そ
の
材
源
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
成
城
国
文
学
」(

八)
 

一
九
九
二
・
三
） 

8
1

小
倉
脩
三
「
「
薤
露
行
」(

下)
 
:
 

そ
の
材
源
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
成
城
国
文
学
」(

八)
 

一
九
九
二
・
三
） 

8
2

五
十
嵐
礼
子
「
「
薤
露
行
」 

:
 

乖
離
す
る
男
と
女
の
風
景
」
（
「
会
誌
」
一
六 

一
九
九
七
年
三
月
） 

8
3

菅
原
克
也
「
「
薤
露
行
」
の
修
辞
文
体
―
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
」
（
「
国
文
學 

:
 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」 

五
三

(

九)
 

二
〇
〇
八
・
六
） 

8
4

五
十
嵐 

礼
子
「
「
薤
露
行
」 

:
 

乖
離
す
る
男
と
女
の
風
景
」
（
「
会
誌
」
一
六 
一
九
九
七
・
三
） 
8
5

南
谷 

覺
正
「
「
薤
露
行
」
の
テ
ク
ス
ト
と
漱
石
」
（
「
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
」
一
八 

二
〇
一
一
・
三
） 
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 8
6 
J
.
M
.

フ
ァ
ン
・
ヰ
ン
タ-

著 

佐
藤
牧
夫 

渡
部
治
雄
訳 

『
騎
士
：
そ
の
理
想
と
現
実
』
（
東
京
書
籍
一
九
八
二
・
一
） 

8
7

南
谷 
覺
正
「
「
薤
露
行
」
の
テ
ク
ス
ト
と
漱
石
」
」
「
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集 

一
八
」
二
〇
一
一
・
三
） 

8
8

山
崎 

甲
一
「
「
薤
露
行
」
に
つ
い
て-

-

真
の
勇
士
、
壮
夫
と
い
う
こ
と
」
（
「
文
学
論
藻
」 

(

八
二)

二
〇
〇
八
・
二
） 

8
9

由
水
常
雄
『
鏡
の
魔
術
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
九
一
・
一
〇
） 

9
0

由
水
常
雄
『
鏡
の
魔
術
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
九
一
・
一
〇
） 

9
1

神
田
祥
子
『
漱
石
「
文
学
」
の
黎
明
』
（
青
簡
舎 

二
〇
一
五
・
一
・
一
五
） 

神
田
祥
子
が
指
摘
し
た
通
り
そ
の
「
繪
」
に
織
り
込
ん
だ
内
容
は
鏡
か
ら
題
材
得
た
も
の
で
、
「
「
マ
リ
ア
の
姿
」
や
「
リ
ア
の
面
影
」
「
魔

に
誘
わ
れ
し
乙
女
」
の
よ
う
に
、
物
語
的
な
虚
構
性
が
付
加
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。 

9
2

明
治
三
七
、
八
年
頃
「
断
片
十
二
」 

◯
鏡
。
胡
弓
に
写
す 

◯
コ
ン
デ
ン
ス
ド
、
エ
キ
ス
ピ
リ
エ
ン
ス 

◯
ア
ー
ノ
ル
ド
、
ぜ
、
ト
レ
イ
タ
ー 

◯
楯
に
写
る 

◯
十
年
の
命
を
縮
め
て
一
年
と
し
…
…
一
分
の
間
に
…
… 

◯
反
響
。
パ
ロ
ッ
ト
、
林
檎
、
蜂
、
空
、
大
地 

◯
川
の
向
カ
ラ
舟
が
出
テ
近
ヅ
イ
テ
来
ル 

◯
以
太
利
亜 

◯
楯
か
ら
抜
け
出
す
。
純
一
無
雑
。
夢
の
セ
オ
リ
ー 

◯
先
祖
が
北
ノ
国
ノ
巨
人
ト
戦
ツ
テ
楯
ヲ
得
ル
、
巨
人
楯
ヲ
与
フ
ル
ト
キ
楯
ノ
功
ヲ
説
ク 

▼
明
治
三
七
、
八
年
頃
の
断
片
に
「
鏡
に
写
る
」
と
い
う
記
述
と
「
盾
に
写
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
漱
石
は
意
識
的
に
「
幻
影
の
盾
」

の
中
で
盾
と
鏡
を
同
質
の
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

9
3

越
智
治
雄
「
漱
石
の
初
期
短
編
ー
ー
『
漾
虚
集
』
一
面
」
（
「
国
文
学
」
一
九
七
〇
・
四
） 

9
4

笹
田 

和
子
「
『
薤
露
行
』
論-

-

「
鏡
」
の
崩
壊
」
（
「
女
子
大
国
文
」(

一
二
三)

一
九
九
八
・
六
） 

9
5

大
岡
昇
平
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
八
・
五
） 
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十
三
人
の
騎
士
の
糾
弾
の
理
由
で
あ
る
「
赤
い
袖
」
の
贈
り
主
が
到
着
し
た
の
で
す
か
ら
、
ギ
ニ
ヰ
ア
の
疑
い
は
晴
れ
、
ま
た
乙
女
の

片
想
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
彼
女
の
嫉
妬
も
解
消
す
る
。
「
熱
い
涙
」
は
「
罪
」
の
章
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
「
憐
れ
」
の
完
成
で
あ

り
、
こ
の
場
面
を
エ
レ
ー
ン
の
純
情
の
哀
切
さ
と
と
も
に
、
危
機
が
回
避
さ
れ
た
安
堵
と
慰
安
の
場
面
に
し
て
い
る
の
で
す
。 

9
6

竹
盛
天
雄
『
漱
石
文
学
の
端
緒
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
九
一
・
六
） 

9
7

松
本 

雅
弘
「
〔
白
鳥
〕
の
物
語-

-

夏
目
漱
石
「
薤
露
行
」
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
四
〇(

一
一)

一
九
九
五
・
九
） 

「
薤
露
行
」
に
置
け
る
白
鳥
の
重
要
性
に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
故
大
岡
昇
平
氏
だ
と
思
わ
れ
る
が
（
「
『
薤

露
行
』
の
構
造
」
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
所
収
）
、
大
岡
説
は
白
鳥
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
化
身
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女

の
呪
い
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
行
方
不
明
な
ど
作
品
で
「
未
解
決
の
モ
チ
ー
フ
」
を
解
こ
う
と
す
る
。
「
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
」
や
ロ
セ
ッ
テ
ィ

を
引
き
つ
つ
作
品
の
構
造
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
数
あ
る
謎
を
解
決
し
て
ゆ
く
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
が
（
漱
石
と
「
ロ
ー
エ
ン

グ
リ
ン
」
の
関
わ
り
は
故
磯
田
光
一
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
た
「
「
日
本
オ
ペ
ラ
史
の
一
齣-

-

「
薤
露
行
」
の
白
鳥
を
め
ぐ
っ

て
」
」
）
、
そ
の
後
、
こ
の
白
鳥
は
「
詩
人
」
を
寓
す
る
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
の
再
登
場
の
た
め
の
化
身
で
、
「
作
者
と
外
部
と
の
対
立
の
構

図
」
と
示
す
と
い
う
尹
相
仁
氏
の
新
論
も
提
出
さ
れ
て
い
る
（
「
白
鳥
の
行
方
」
、
『
世
紀
末
と
漱
石
』
所
収
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
薤
露

行
」
は
多
様
な
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

9
8

「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」 

（
「
新
小
説
」 
一
九
〇
五
・
八
・
一
） 

 

今
日
ま
で
は
ー
維
新
後
西
洋
な
る
も
の
を
知
つ
て
以
来
、
西
洋
と
の
戦
争
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
然
し
そ
れ
は
砲
煙
弾
雨
の
間
に
力

を
角
す
る
の
戦
争
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
ま
で
ゝ
、
物
質
上
、
精
神
上
に
は
平
和
の
戦
争
は
常
に
為
さ
れ
つ
ゝ
あ
つ
た
の
で
あ
る
、
で
こ
の

平
和
の
戦
争
の
た
め
に
独
立
も
維
持
さ
れ
る
、
文
明
は
倍
ゝ
盛
ん
に
な
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
つ
た
、
こ
れ
は
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
文
化

の
庇
蔭
で
あ
つ
た
。
が
然
し
こ
の
庇
蔭
を
蒙
る
上
か
ら
其
の
報
酬
と
し
て
幾
分
か
彼
れ
に
侵
蝕
さ
れ
る
傾
向
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
、
（
中

略
）
ツ
マ
リ
風
俗
人
情
の
異
つ
た
西
洋
が
主
と
な
つ
て
来
た
。
即
ち
こ
の
平
和
の
戦
争
に
は
敗
北
し
た
。 

 

そ
れ
で
そ
の
結
果
が
妙
な
所
に
来
て
、
西
洋
に
は
敵
は
な
い
、
何
事
も
西
洋
を
学
ば
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、
真
似
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

ふ
観
念
ー
ー
こ
れ
が
年
来
、
今
日
ま
で
養
成
さ
れ
た
事
実
か
も
知
れ
ぬ
。
否
、
事
実
以
上
の
感
じ
が
起
こ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

9
9

内
田
道
雄
「
『
漾
虚
集
』
の
問
題
」
（
「
文
学
」
第
三
四
巻
第
七
号 
岩
波
書
店 

一
九
六
六
・
七
） 

1
0
0

相
原
和
邦
「
漾
虚
集
の
性
格
」
（
「
日
本
文
学
」
第
二
一
巻
第
六
号 

一
九
七
二
・
六
） 

1
0
1

宮
薗
美
佳
「
夏
目
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
考 

「
余
」
の
見
た
「
幽
霊
」
の
も
た
ら
し
た
も
の
」
（
「
人
文
論
究
」
第
四
六
巻
第
三
号 

一
九

九
六
・
一
二
） 
1
0
2

荻
原
桂
子
「
幽
霊
と
い
う
狂
気
ー
ー
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
」
（
「
九
州
女
子
大
学
紀
要
」
第
三
九
巻
第
三
号 

二
〇
〇
三
・
二
） 

1
0
3

北
川
健
二
「
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論
」
（
「
論
究
日
本
文
学
」
第
八
七
巻 

二
〇
〇
七
・
一
二
） 
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 1
0
4

神
田
祥
子
「
「
科
学
」
と
い
う
信
仰
ー
ー
夏
目
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
を
視
座
と
し
て
ー
」（
「
東
京
大
学
国
文
学
論
集
」
第
五
巻 

二
〇
一

〇
・
三
） 

1
0
5

松
本
良
太
「
隠
蔽
さ
れ
た
愛
の
強
要
観
念
：
夏
目
漱
石
『
琴
の
そ
ら
音
』
論
」
（
「
金
沢
大
学
国
語
国
文
」
第
三
七
巻 

二
〇
一
二
・
三
） 

1
0
6

中
村
古
峡
『
催
眠
術
講
義
』
（
東
京
日
本
変
態
心
理
学
会 

一
九
二
二
・
一
） 

1
0
7

一
柳
広
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

―
日
本
近
代
と
心
霊
学
―
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

1
0
8

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
）「
自
然
の
法
則
に
乖
離
し
物
界
の
原
理
に

背
馳
し
若
く
は
現
代
科
学
上
の
智
識
に
よ
り
て
闡
明
し
難
き
事
物
を
収
め
て
詩
科
文
品
と
な
す
事
あ
り
暫
く
命
名
し
て
超
自
然
の
文
素
と

謂
ふ
。
」 

1
0
9

小
倉
脩
三
「
「
琴
の
そ
ら
音
」
」
（
「
日
本
文
学
」
第
四
四
巻
一
〇
号 

日
本
文
学
協
会 

一
九
九
五
・
十
） 

1
1
0

塚
本
利
明
『
漱
石
と
英
文
学
ー
ー
『
漾
虚
集
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』
（
改
訂
増
補
版 

彩
流
社
二
〇
〇
三
・
八
） 

1
1
1

三
浦
清
宏
『
近
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史 

： 

心
霊
研
究
か
ら
超
心
理
学
へ
』
（
講
談
社 

二
〇
〇
八
・
四
） 

1
1
2

一
柳
広
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

―
日
本
近
代
と
心
霊
学
―
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

1
1
3

一
柳
広
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

―
日
本
近
代
と
心
霊
学
―
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

1
1
4

一
柳
広
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 
―
日
本
近
代
と
心
霊
学
―
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

1
1
5

『
明
治
文
学
全
集 

第
四
十
七
巻
』
（
筑
摩
書
房 
一
九
七
三
・
四
） 

1
1
6

竹
内
楠
三
『
実
用
催
眠
学
』
（
大
学
館 

一
九
〇
三
・
六
） 

1
1
7

佐
々
木
九
平
『
催
眠
術
に
於
け
る
精
神
の
現
象
』
（
矢
島
誠
進
堂 

一
九
〇
三
・
一
二
） 

1
1
8

姉
崎
正
治
「
高
山
樗
牛
に
答
ふ
る
の
書
」
（
「
太
陽
」
第
八
巻
第
三
号
一
九
〇
二
・
三
） 

吾
人
が
最
も
完
備
し
た
り
と
思
ひ
し
数
学
の
如
き
も
、
其
の
今
迄
の
試
為
は
今
奥
づ
ま
り
と
な
り
て
、
今
一
つ
新
生
面
を
開
く
に
は

何
が
一
つ
新
し
き
基
本
を
求
む
る
を
要
す
ど
い
ふ
に
あ
ら
ず
や
、
実
験
心
理
学
の
行
き
つ
ま
り
は
人
の
既
に
知
れ
る
所
、
近
世
の
萬
有

科
学
に
基
く
と
い
ふ
哲
学
が
、
十
九
世
紀
前
半
依
然
の
冥
想
哲
学
に
比
し
て
何
等
の
増
す
所
な
き
の
み
な
ら
ず
、
却
て
貧
し
か
ら
し
め

た
る
に
あ
ら
ず
や
、
此
に
於
て
僕
竊
に
思
ふ
に
今
迄
進
み
来
り
し
萬
有
科
学
又
哲
学
が
囊
小
路
の
奥
の
行
き
つ
ま
り
迄
進
み
、
終
に
自

家
の
破
産
を
宣
布
し
、
新
生
面
を
新
基
本
の
学
術
思
想
に
求
む
る
機
運
或
は
熟
し
つ
ゝ
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
進
化
論
が
十
九
世
紀

の
中
頃
に
出
で
ヽ
萬
有
科
学
と
社
会
化 マ

マ

学
と
の
共
同
的
基
本
を
作
ら
ん
と
せ
し
如
く
、
今
後
或
は
萬
有
化 マ

マ

学
と
精
神
化 マ

マ

学
と
を
結
合
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若
く
は
共
通
基
礎
を
得
、
此
に
依
り
て
社
会
的
科
学
を
も
哲
学
を
も
建
設
し
、
其
哲
学
は
又
同
時
に
総
て
人
間
の
要
求
信
仰
行
動
を
統

一
し
又
此
に
統
一
的
根
底
を
興
へ
得
る
時
運
来
る
事
あ
り
得
ざ
る
か
、
（
中
略
）
吾
等
は
行
き
つ
ま
り
の
囊
小
路
に
佇
立
し
て
土
を
堀

り
石
を
数
へ
て
精
緻
に
誇
ら
ん
か
若
く
は
又
新
生
面
を
求
め
て
新
原
野
の
開
拓
に
着
手
せ
ん
か
、 

 
1
1
9

一
柳
広
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

―
日
本
近
代
と
心
霊
学
―
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

1
2
0

村
上
陽
一
『
日
本
近
代
科
学
の
歩
み
』
（
三
省
堂 

一
九
七
七
・
八
） 

1
2
1

相
原
和
邦
「
漾
虚
集
の
性
格
」
（
「
日
本
文
学
」
第
二
一
巻
第
六
号 

一
九
七
二
・
六
） 

1
2
2

「
鼎
軒
先
生
」
（
「
東
京
經
濟
雜
誌
第
六
三
卷
第
一
五
九
一
号
」
一
九
一
一
・
四
）
『
鷗
外
全
集 

第
二
六
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
・

一
二
） 

1
2
3

「
鼎
軒
先
生
」
（
「
東
京
經
濟
雜
誌
第
六
三
卷
第
一
五
九
一
号
」
一
九
一
一
・
四
）
『
鷗
外
全
集 

第
二
六
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
・

一
二
） 

1
2
4 

「
鼎
軒
先
生
」
（
「
東
京
經
濟
雜
誌
第
六
三
卷
第
一
五
九
一
号
」
一
九
一
一
・
四
）
『
鷗
外
全
集 

第
二
六
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
・

一
二
） 

1
2
5 

浜
辺
正
彦
訳 

『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
（
岩
波
書
店 

一
九
三
九
・
四
） 

1
2
6 

そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
明
治
時
代
の
お
雇
い
外
国
人
教
師
の
一
人
ベ
ル
ツ
が
明
治
三
四
年
一
一
月
の
演
説
の
中
で
も
厳
し
く
批
判
し

て
い
る
。 余

の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
は
し
ば
し
ば
西
欧
学
術
の
発
生
と
本
態
と
に
関
し
、
誤
れ
る
見
解
を
い
だ
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
日
本
人
は
、
学
問
を
一
つ
の
機
械
と
み
な
し
、
年
が
ら
年
中
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
お
び
た
だ
し
い
仕
事
を
さ
せ
、
ま
た
無
制
限

に
ど
こ
へ
で
も
運
搬
し
、
そ
こ
で
働
か
し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
西
欧
の
学
界
は
機
械
で

は
な
く
一
つ
の
有
機
体
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
有
機
体
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
繁
殖
に
は
、
一
定
の
気
候
、
一
定
の
雰
囲
気
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
日
本
の
人
び
と
は
、
外
人
教
師
か
ら
現
代
の
学
問
の
結
実
の
み
を
採
ろ
う
と
欲
し
た
。
一
方
教
師
た
ち
は
ま

ず
種
子
を
ま
こ
う
と
考
え
た
。
こ
の
種
子
が
芽
が
吹
き
、
日
本
に
お
け
る
学
問
の
樹
が
、
人
手
を
借
り
ず
に
美
し
い
果
実
を
つ
け
よ
う

望
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は
、
教
師
か
ら
最
新
の
収
穫
を
受
け
取
る
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新

し
い
収
穫
を
も
た
ら
す
根
元
の
精
神
を
学
ぶ
こ
と
を
せ
ず
に
。
（
中
略
）
諸
君
は
資
本
に
よ
り
（
学
問
と
い
う
）
巨
利
を
手
に
入
れ
る
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機
会
を
恵
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
に
資
本
の
利
子
を
使
う
だ
け
満
足
し
た
の
で
あ
る
。
今
は
遅
れ
を
取
り
返
す
絶
好
の
時

期
で
あ
る
。
（
浜
辺
正
彦
訳 

『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
岩
波
書
店
一
九
三
九
・
四
） 

1
2
7

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」
（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
） 

1
2
8

相
原
和
邦
「
漾
虚
集
の
性
格
」
（
「
日
本
文
学
」
第
二
一
巻
第
六
号 

一
九
七
二
・
六
） 

1
2
9

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」
（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
） 

 
 

最
後
に
解
釈
す
べ
き
は
、
マ
ク
ベ
ス
の
見
た
る
幽
霊
は
幻
怪
と
す
べ
き
か
、
又
幻
想
と
す
べ
き
か
の
問
題
な
り
。
客
観
的
に
真
物
の

幽
霊
を
舞
台
に
出
す
を
否
と
す
る
に
就
て
二
説
あ
り
。
一
は
此
幽
霊
は
独
り
マ
ク
ベ
ス
の
目
に
触
る
ゝ
の
み
に
て
、
同
席
の
他
人
の
瞳

孔
に
入
ら
ざ
る
が
が

マ

マ

故
に
、
何
人
の
眠
に
も
映
ず
る
実
物
を
場
に
登
す
は
、
当
を
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
の
考
な
り
。
ケ
ー
ク
、
ケ

ン
ブ
ル
、
ナ
イ
ト
の
諸
人
之
を
主
張
す
。
一
は
此
幽
霊
た
る
単
に
マ
ク
ベ
ス
の
妄
想
な
り
捏
造
せ
ら
れ
た
る
幻
影
の
一
塊
に
過
ぎ
ざ
る

を
以
て
、
之
を
廃
す
べ
し
と
の
意
な
り
。
第
二
の
幽
霊
に
就
て
ハ
ン
ド
ソ
ン
之
を
固
持
す
。
第
一
の
説
は
理
に
於
て
妥
当
な
る
も
、
之

を
廃
し
た
り
と
て
感
興
を
引
く
の
点
に
於
て
必
す
し
も
実
物
の
幽
霊
に
勝
ら
ず
。(

傍
線
引
用
者)

 
1
3
0

一
九
〇
五
年
一
二
月
一
一
日
付
高
浜
虚
子
宛
書
簡 

1
3
1

一
九
〇
六
年
一
月
一
六
日
付
皆
川
正
禧
宛
書
簡 

1
3
2

一
九
〇
六
年
二
月
一
三
日
付
森
田
草
平
宛
書
簡 

1
3
3 

「
新
潮
」
（
第
四
巻
第
二
号 

一
九
〇
六
・
二
） 

夏
目
漱
石
の
『
趣
味
の
遺
伝
』
は
異
種
様
の
文
な
り
、
妙
文
な
り
、
マ
ジ
メ
な
る
滑
稽
文
な
り
。 

「
中
央
公
論
」
（
第
二
一
年
第
二
号 

一
九
〇
六
年
二
月
一
日
発
行
） 

「
趣
味
の
遺
伝
」
は
題
丈
見
る
と
論
文
の
や
う
で
あ
る
が
、
論
文
で
は
な
い
、
小
説
で
あ
る
。
清
き
想
、
美
は
し
き
描
写
、
篇
中
到

る
処
に
満
ち
溢
れ
て
居
る
が
結
末
余
り
簡
略
に
過
ぎ
て
全
体
の
釣
合
が
取
れ
ぬ
様
な
心
地
す
る
の
は
遺
憾
だ
。
然
し
兎
に
角
新
春
の

文
壇
に
読
み
ご
た
へ
の
あ
る
の
は
此
人
の
作
で
あ
つ
た
。 

「
新
聲
」
（
第
拾
四
編
第
二
号 

一
九
〇
六
・
二
） 

漱
石
が
色
々
な
雑
誌
に
書
く
中
で
も
、
一
番
良
い
も
の
の
出
る
の
が
「
帝
国
文
学
」
だ
、
嘗
て
「
倫
敦
塔
」
が
あ
つ
た
が
、
新
春
の
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「
趣
味
の
遺
伝
」
は
、
倫
敦
塔
に
相
次
ぐ
べ
き
傑
作
だ
、
之
れ
か
ら
見
れ
ば
、
猫
も
、
幻
の
盾
も
薤
露
行
も
悉
く
駄
目
、
や
は
り
矢
張

り
漱
石
は
学
士
で
あ
つ
た
。
処
で
緑
雨
式
に
新
年
の
「
帝
文
」
を
分
類
す
る
と
、
俳
人
漱
石
坊
同
宿
三
博
士
、
五
文
学
士
と
云
ふ
こ
と

に
な
る
。 

「
芸
苑
」
（
巻
第
二 

左
久
良
書
房 

一
九
〇
六
・
二
） 

若
し
新
春
の
作
物
中
で
最
深
い
興
味
を
感
じ
て
読
む
だ
も
の
は
と
問
は
れ
た
な
ら
、
自
分
に
は
こ
の
作
を
挙
げ
る
に
躊
躇
し
な
い
、

と
之
れ
だ
け
書
く
と
自
分
は
も
う
何
も
外
に
云
ふ
こ
と
が
無
い
。 

「
文
庫
」
（
第
三
拾
一
巻
第
二
号 

内
外
出
版
協
会 

一
九
〇
六
・
二
） 

エ
モ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
僕
は
夏
目
嗽マ

マ

石
を
推
す
、
ど
う
し
て
も
嗽マ

マ

石
は
ゑ
ら
い
。
吾
輩
は
猫
で
あ
る
も
面
白
か
つ
た
が
、
『
趣
味
の

遺
伝
』
な
ど
も
実
に
興
味
が
あ
る
。
嗽マ

マ

石
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
所
が
あ
る
、
新
橋
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
飛
び
上
る
な
ど
は
実
に
滑
稽

だ
。
同
じ
く
ユ
モ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
佐
藤
紅
緑
を
推
す
も
の
が
あ
る
が
、
成
程
「
カ
チ

く
山
」
な
ど
は
面
白
い
け
ど
、
と
て
も
嗽マ

マ

石

に
は
及
ば
ぬ
。 

1
3
4

浩
一
さ
ん
と
小
野
田
の
お
嬢
さ
ん
の
不
可
思
議
な
恋
愛
の
実
現
を
主
題
と
し
、
作
者
の
内
的
意
識
を
掘
り
起
こ
し
た
越
智
治
雄
氏
「
『
漾
虚

集
』
一
面
」（
『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店 

一
九
七
一
）
。
こ
の
作
品
を
厭
戦
文
学
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
駒
尺
喜
美
「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦

文
学
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
― 

」（
「
日
本
文
学
」
二
一
、
一
九
七
二
・
六
）
。「
趣
味
の
遺
伝
」
と
い
う
霊
の
感
応
を
主
題
と
し
た
作
品
と
す
る

菊
地
弘
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」（
内
田
道
雄
・
久
保
芳
太
郎
編
「
作
品
論
夏
目
漱
石
」
双
文
社
出
版 

一
九
七
六
・
九
）
。
揮
真
文
学
と
見
る

鈴
木
醇
爾
「
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
つ
い
て
ー
ー
漱
石
に
お
け
る
揮
真
文
学
へ
の
方
法
的
模
索
」（
「
国
文
学 

ノ
ー
ト
」
第
十
六
号
、
成
城
短
期

大
学
国
文
学
研
究
室 

一
九
七
九
・
三
）「
趣
味
の
遺
伝
」
の
中
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
「
諷
語
」
に
着
目
し
た
竹
盛
天
雄
『
漱

石 

文
学
の
端
緒
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
九
一
・
六
）
、
ま
た
軍
事
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
知
覚
と
い
う
観
点
か
ら
論

じ
て
い
る
。
佐
藤 

泉
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
―
―
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
眼
に
つ
い
て
」 

(

「
国
文
学
―
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
九
巻

第
二
号
臨
時
号
、
一
九
九
四
・
一)

な
ど
。 
1
3
5

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』
（
岩
波
書
店 

一
九
四
二
一
・
二
） 
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 1
3
6

大
岡
昇
平
「
漱
石
と
国
家
意
識
」
（
「
世
界
」
一
九
七
三
・
一
・
二
） 

1
3
7

斉
藤
恵
子
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
の
世
界
」
（
「
比
較
文
学
研
究
」
第
二
四
号 

一
九
七
三
・
九
） 

1
3
8

山
崎
甲
一
「
写
す
わ
れ
と
写
さ
る
る
彼
―
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
こ
と
」
（
「
鶴
見
大
学
紀
要
」
第
二
三
号 

一
九
八
六
・
三
） 

1
3
9

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
0

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
1

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
2

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
3

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
4

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
5

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
6

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

1
4
7

御
三
家
は
徳
川
将
軍
家
の
一
族
で
あ
る
尾
州
、
紀
州
、
水
戸
の
三
家
を
い
う
。
尾
張
は
家
康
の
第
九
子
義
直
、
紀
伊
は
第
一
〇
子
頼

宣
、
水
戸
は
第
一
一
子
頼
房
に
は
じ
ま
り
、
代
々
徳
川
氏
を
称
し
た
。
親
藩
の
な
か
で
別
格
の
家
柄
と
し
て
最
高
の
待
遇
を
う
け
た
。
お

の
お
の
独
立
し
た
藩
を
か
ま
え
て
、
尾
張
家
は
名
古
屋
城
主
、
尾
張
一
国
・
美
濃
一
部
（
六
〇
万
石
余
）
、
紀
伊
家
は
和
歌
山
城
主
、
紀
伊

一
国
・
伊
勢
松
坂
（
五
五
万
石
余
）
、
水
戸
家
は
水
戸
城
主
、
常
陸
一
国
（
三
五
万
石
）
を
領
有
し
た
。
紀
州
藩
は
紀
伊
藩
、
和
歌
山
藩
と

も
い
う
。
紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）
一
国
と
伊
勢
国
（
三
重
県
）
の
一
部
を
領
有
し
た
藩
。
初
め
外
様
、
の
ち
親
藩
。
一
六
〇
〇
年
（
慶
長

五
）
関
ヶ
原
の
戦
い
の
結
果
、
浅
野
幸
長
が
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
か
ら
入
国
し
、
翌
年
検
地
を
実
施
し
、
高
野
山
領
を
除
い
て
三
七
万
六

五
六
二
石
余
を
打
ち
出
し
た
。
以
後
、
一
六
九
七
年
（
元
禄
十
）
、
九
八
年
に
地
詰
が
行
わ
れ
た
が
、
全
藩
的
な
検
地
は
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
慶
長
検
地
に
よ
っ
て
紀
伊
藩
が
確
立
し
た
が
、
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
で
軍
事
力
が
手
薄
に
な
る
と
北
山
一
揆
な
ど
が
起
き
て

支
配
は
動
揺
し
た
。
一
六
一
九
年
（
元
和
五
）
に
浅
野
氏
が
安
芸
国
（
広
島
県
）
に
転
封
と
な
る
と
、
徳
川
家
康
の
第
十
子
頼
宣
が
駿
河

（
静
岡
県
）
か
ら
入
り
、
伊
勢
・
大
和
（
奈
良
県
）
の
各
一
部
を
あ
わ
せ
て
五
五
万
五
〇
〇
〇
石
を
領
有
し
、
御
三
家
の
一
つ
と
な
っ

た
。
（
参
照
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版 

第
五
巻 

小
学
館 

二
〇
〇
三
・
五
） 

1
4
8 

「
あ
れ
か
こ
れ
か
、
生
か
死
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
と
き
」
（
『
葉
隠
全
集
』
編
者 

中
村
郁
一 

五
月
書
房
一
九
七
八
・
一
二
） 

1
4
9

編
者 

中
村
郁
一
『
葉
隠
全
集
』
（
五
月
書
房 

一
九
七
八
・
一
二
） 

1
5
0

福
地
重
孝
『
軍
国
日
本
の
形
成
』
（
春
秋
社 

一
九
五
九
・
一
一
） 

 
1
5
1 

『
法
令
全
書
』
第
二
十
二
巻
―
一 

明
治
二
二
年
（
出
典
内
閣
官
報
局 

原
書
房 

一
九
七
八
・
三
） 

法
律
／
朕
徴
兵
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
茲
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム
／
御
名 

御
璽
／
明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日
／
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
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黒
田
清
隆
／
陸
軍
大
臣
伯
爵
大
山 

厳
／
海
軍
大
臣
伯
爵
西
郷
従
道
／
法
律
第
一
号
（
官
報 

一
月
二
十
二
日
）
／
徴
兵
令
／
第
一
章 

総
則
／
第
一
条
／
日
本
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満
四
十
歳
迄
ノ
男
子
ハ
総
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
／
第
二
条

／
兵
役
ハ
分
テ
常
備
兵
役
後
備
兵
役
及
国
民
兵
役
ト
ス
／
第
三
条
／
常
備
兵
役
ハ
分
テ
現
役
及
豫
備
役
ト
ス
／
現
役
ハ
陸
軍
ハ
三
箇
年
海

軍
ハ
四
箇
年
ニ
シ
テ
満
二
十
歳
ニ
至
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
シ
豫
備
役
ハ
陸
軍
ハ
四
箇
年
海
軍
ハ
三
箇
年
ニ
シ
テ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服

ス
／
第
四
条
／
後
備
兵
役
ハ
五
箇
年
ニ
シ
テ
常
備
兵
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
之
ニ
服
ス
／
第
五
条
／
国
民
兵
役
ハ
満
十
七
歳
ヨ
リ
満
四
十
歳
迄

ノ
者
ニ
シ
テ
常
備
兵
役
及
後
備
兵
役
ニ
在
ラ
サ
ル
者
之
ニ
服
ス
／
（
中
略
）
／
第
十
一
条
／
満
十
七
歳
以
上
満
二
十
六
歳
以
下
ニ
シ
テ
官

立
学
校
（
帝
国
大
学
選
科
及
小
学
科
ヲ
除
ク
）
府
県
立
師
範
学
校
中
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ニ
於
テ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
ト
同
等
以
上
ト

認
メ
タ
ル
学
校
若
ク
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
学
則
ニ
依
リ
法
律
学
政
治
学
理
財
学
ヲ
教
授
ス
ル
私
立
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
所
持
シ

若
ク
ハ
陸
軍
試
験
委
員
ノ
試
験
ニ
及
第
シ
服
役
中
食
料
被
服
装
具
等
ノ
費
用
ヲ
自
辨
ス
ル
者
ハ
志
願
ニ
由
り
一
箇
年
間
陸
軍
現
役
ニ
服
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
但
費
用
ノ
全
額
ヲ
自
辨
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
証
ア
ル
者
ニ
ハ
其
幾
部
ヲ
官
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
／
前
項
ノ
一
年
志
願
兵
ハ
特
別

ノ
教
育
ヲ
授
ケ
現
役
満
期
ノ
後
二
箇
年
間
予
備
役
ニ
五
箇
年
間
後
備
役
ニ
服
セ
シ
ム
／
満
十
七
歳
以
上
満
二
十
六
三
以
下
ニ
シ
テ
官
立
府

県
立
師
範
学
校
ノ
卒
業
者
ハ
六
箇
月
間
陸
軍
現
役
ニ
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
服
役
中
ノ
費
用
ハ
当
該
学
校
ヨ
リ
之
ヲ
辨
償
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
／

前
項
志
願
兵
ニ
シ
テ
現
役
ヲ
終
リ
タ
ル
者
ハ
七
箇
年
間
予
備
役
ニ
服
シ
三
箇
年
間
後
備
役
ニ
服
シ
（
「
／
」
は
改
行
を
表
す
。
筆
者
に
よ

る
。
） 

1
5
2 

『
法
令
全
書
』
第
二
十
二
巻
―
一 

明
治
二
二
年
（
出
典
内
閣
官
報
局 

原
書
房 

一
九
七
八
・
三
） 

1
5
3

神
田
祥
子
は
「
余
」
が
寂
光
院
へ
浩
一
さ
ん
の
墓
参
に
出
か
け
た
女
を
女

A
と
し
て
い
る
。
ま
た
浩
一
さ
ん
が
郵
便
局
で
出
会
っ
た
あ

る
女
を
女

B
に
し
、
帯
刀
の
娘
の
縁
戚
で
あ
る
小
野
田
博
士
の
妹
を
女

C
に
し
て
い
る
。 

1
5
4

神
田
祥
子
「
趣
味
は
遺
伝
す
る
か
―
夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
論
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
巻
七
六 

二
〇
〇
七
・
五
） 

〈
余
〉
は
の
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
の
不
確
か
さ
は
、
最
終
的
に
女

A=

女

B
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
女

B=

女

C
で
あ
る
か
が
決
然
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
結
局
、
浩
さ
ん
が
女

B
に
た
い
し
て
ど
ん
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
は
以
前
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ

し
て
何
よ
り
も
決
定
的
な
の
は
、
仮
に
女

A=

女

B=

女

C
が
成
立
し
、
浩
さ
ん
と
の
間
に
恋
愛
感
情
が
あ
っ
た
ろ
し
て
も
。
真
に
そ
れ
が

〈
遺
伝
〉
に
よ
り
現
象
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、〈
余
〉
は
す
で
に
結
果
の
分
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

そ
れ
が
あ
た
か
も
何
か
の
理
論
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
を
後
付
け
し
て
い
る
と
す
ら
思
え
る
の

で
あ
り
、〈
余
〉
が
し
ば
し
ば
軽
薄
な
語
り
手
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。（
中
略
）〈
余
〉
が
事
件
の
顛
末
を
す
べ
て
知
っ

た
上
で
、
こ
の
物
語
を
書
い
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
や
は
り
〈
余
〉
の
意
図
的
な
語
り
の
操
作
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を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
と
を
詳
し
く
叙
述
す
る
と
す
れ
ば
、〈
余
〉
は
当
然
女

C=

女

B
で
あ
る
こ
と
の
も
っ
と
解

り
易
い
証
拠
や
、
な
ぜ
一
目
見
た
だ
け
の
男
女
に
恋
愛
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
理
由
、
さ
ら
に
そ
れ
が
〈
遺
伝
〉
に
よ
る
こ
と
の
詳
し
い

根
拠
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
理
論
の
破
綻
は
さ
ら
に
明
ら
か
で
あ
る
。〈
余
〉
は
〈
趣
味
の
遺
伝
〉
理
論
が
あ
た
か
も
成
立

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
読
者
を
錯
覚
さ
せ
ら
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
筆
を
擱
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

1
5
5

一
柳
広
孝
「
「
理
科
」
と
漱
石
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
か
ら
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
」
四
二
巻
六
号
、
一
九
九
七
・
五
） 

1
5
6

夏
目
金
之
助
『
文
学
論
』
「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
」
『
漱
石
全
集 

第
十
四
巻
』
（
岩
波
書
店

一
九
九
五
・
八
） 

1
5
7

相
賀
徹
夫
『
教
育
学
全
集
３ 

近
代
教
育
史 

３
』
（
小
学
館 

一
九
七
五
・
一
〇
） 

1
5
8

麻
生 

誠
『
教
育
学
大
全
集
３ 

近
代
化
と
教
育
』
（
第
一
法
規
出
版 

一
九
八
二
・
一
一
） 

1
5
9

麻
生 

誠
『
教
育
学
大
全
集
３ 
近
代
化
と
教
育
』
（
第
一
法
規
出
版 

一
九
八
二
・
一
一
） 

1
6
0

夏
目
金
之
助
『
文
学
論
』
「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
」
『
漱
石
全
集 

第
十
四
巻
』
（
岩
波
書
店

一
九
九
五
・
八
） 

1
6
1

夏
目
金
之
助
『
文
学
論
』
「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
」
『
漱
石
全
集 

第
十
四
巻
』
（
岩
波
書
店

一
九
九
五
・
八
） 

1
6
2

剣
菱
「
新
刊
雑
誌
瞥
見
」
（
「
読
売
新
聞
」
一
九
〇
五
・
九
・
七
） 

1
6
3

中
島
孤
島
「
片
々
録
」
（
「
早
稲
田
学
報
」
一
九
〇
五
・
一
〇
） 

1
6
4

「
文
壇
消
息
」
（
無
署
名
）
（
「
中
央
公
論
」
一
九
〇
五
・
一
〇
・
一
） 

「
漱
石
氏
の
「
一
夜
」
我
中
央
公
論
誌
上
に
揚
げ
ら
れ
る
ゝ
や
、
或
者
は
朦
朧
に
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
云
ひ
、
或
者
は
無
意
味
な

る
作
な
り
と
云
へ
り
、
而
も
目
あ
る
者
は
其
価
値
を
知
れ
り
。
土
井
晩
翠
氏
は
我
社
に
書
を
寄
せ
て
、
近
時
文
壇
の
珍
品
は
漱
石
君
の
一
夜

也
と
云
ひ
、
綱
島
梁
川
氏
も
亦
之
を
激
賞
し
て
措
か
ず
、
曰
く
漱
石
氏
の
文
名
は
仄
に
之
を
聞
き
し
が
、
其
作
を
讀
み
し
は
一
夜
を
以
つ
て

初
め
と
す
、
其
飄
逸
に
し
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
る
處
、
他
人
の
容
易
に
企
及
し
得
ざ
る
妙
あ
り
、
文
名
の
一
代
に
高
き
も
の
の
故
な
き
に
あ

ら
ず
と
」 

1
6
5

「
片
々
録
」
（
「
早
稲
田
学
報
」
一
九
〇
五
・
十
）
に
お
い
て
「
近
刊
の
「
中
央
公
論
」
に
あ
る
夏
目
漱
石
の
短
編
「
一
夜
」
讀
ん
で
何

の
こ
と
や
ら
更
に
分
ら
ず
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る 

1
6
6

一
九
〇
五
・
九
・
一
一
付 

中
川
芳
太
郎
宛
書
簡
。
畔
柳
都
太
郎
に
対
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
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 1
6
7

一
九
〇
五
・
九
・
一
七
付 

高
浜
清
宛
書
簡 

1
6
8

岩
上
順
一
『
漱
石
入
門
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
五
九
・
一
二
） 

1
6
9

内
田
道
雄
「
「
一
夜
」
釈
義
」
（
「
古
典
と
現
代
」
古
典
と
現
代
の
会 

一
九
六
六
・
九
） 

1
7
0

三
好
行
雄
「
人
生
と
夢
ー
「
一
夜
」
私
論
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
学
燈
社 

一
九
七
六
・
一
一
） 

1
7
1

「
杜
鵑
を
生
れ
て
初
め
て
聞
い
た
」
と
い
う
髯
あ
る
男
が
言
い
あ
げ
た
言
葉
を
通
し
て
、
今
ま
で
彼
が
「
内
」
の
世
界
に
し
か
見
え
な

い
あ
り
方
を
裏
返
し
に
見
え
る
。 

1
7
2 

「
縁
」
と
い
う
漢
字
に
は
「
幾
通
り
物
読
み
が
あ
り
、
（
え
ん
、
え
に
、
え
に
し
、
よ
り
、
た
よ
り
、
ゆ
か
り
、
へ
り
、
ふ
ち
）
、
そ
れ

ぞ
れ
の
読
み
に
、
関
係
の
概
念
を
核
と
す
る
い
く
つ
か
の
意
味
が
（
依
存
、
き
ず
な
、
愛
、
運
命
、
業
、
結
婚
、
偶
然
）
」
と
し
て
い
る
。

（
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[
著]

 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
五
・
六
）
） 

1
7
3

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[

著]
 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
五
・
六
） 

1
7
4

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[

著]
 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
五
・
六
） 

1
7
5

内
田
道
雄
「
「
一
夜
」
釈
義
」
（
「
古
典
と
現
代
」
古
典
と
現
代
の
会 

一
九
六
六
・
九
） 

1
7
6

脚
気
は
明
治
に
な
っ
て
都
市
化
と
と
も
に
激
増
し
、
結
核
と
並
ぶ
二
大
国
民
病
と
な
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
減
少
傾

向
に
あ
っ
た
も
の
の
、
日
清
日
露
戦
争
時
に
は
特
に
軍
隊
で
問
題
と
な
り
、
日
清
戦
争
中
に
は
、
戦
地
で
の
入
院
患
者
約
十
一
万
人
の
う
ち

実
に
三
万
人
が
脚
気
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
原
因
不
明
で
あ
り
、
中
毒
説
・
伝
染
説
・
栄
養
障
害
説
が
あ
っ
た
。
鈴
木
梅
太

郎
に
よ
る
オ
リ
ザ
ニ
ン
発
見
は
こ
の
あ
と
明
治
四
三
年
で
あ
る
。（
山
下
政
三
『
脚
気
の
歴
史 

:
 

ビ
タ
ミ
ン
の
発
見
』
（
思
文
閣
出
版 

一
九

九
五
・
六 

参
照
）
）
「
脚
気
」
と
い
う
病
気
は
日
露
戦
争
に
お
け
る
代
表
的
な
病
気
の
一
つ
で
あ
り
、
「
一
夜
」
の
中
で
「
脚
気
」
と
い

う
言
葉
は
「
縁
側
」
で
座
っ
て
い
る
丸
顔
に
よ
っ
て
何
度
も
持
ち
上
げ
た
こ
と
で
、
そ
の
作
品
は
日
露
戦
争
と
関
わ
っ
て
い
な
い
と
は
言
え

な
い
と
思
う
。 

1
7
7 

平
岡
敏
夫
「
日
露
戦
後
文
学
序
説
」
（
「
文
藝
言
語
研
究
」
文
藝
篇
一
筑
波
大
学 

一
九
七
六
） 

 

開
戦
当
初
の
不
安
と
期
待
の
と
き
は
「
此
時
分
は
号
外
が
一
番
よ
く
売
れ
た
時
で
一
寸
し
た
小
競
合
か
前
哨
の
衝
突
位
で
も
二
錢
も
三
錢

も
奮
発
し
て
号
外
を
買
つ
て
見
る
と
い
ふ
勢
で
あ
つ
た
」
と
も
あ
る
が
、
勝
利
の
確
信
が
で
き
て
か
ら
は
、「
ま
づ
国
民
一
般
誰
も
非
常
に
立

派
な
壮
大
な
日
本
国
民
の
将
来
と
い
ふ

V
i
s
i
o
n

を
描
き
出
し
た
」
と
し
て
、
政
治
上
、
経
済
上
、
東
洋
に
お
い
て
欧
米
を
圧
倒
し
、
東
洋
の

文
明
と
西
洋
の
文
明
と
を
湊
合
調
和
し
て
一
層
偉
大
な
新
文
明
を
建
設
す
る
と
か
、
日
本
の
文
明
の
発
達
は
こ
れ
で
完
全
で
あ
る
か
ら
西
洋
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文
明
を
取
り
入
れ
る
よ
り
逆
に
日
本
の
文
明
を
西
洋
に
伝
播
す
べ
き
だ
な
ど
の
議
論
が
生
ま
れ
た
、
自
分
ら
も
そ
う
い
う
始
末
で
あ
っ
た
と

述
べ
る
。 

1
7
8 

他
に
は
四
月
に
時
局
講
話
会
に
お
い
て
、
法
学
博
士
で
あ
る
志
田
鉀
太
郎
の
「
私
法
の
沿
革
に
よ
り
日
露
の
関
係
を
論
ず
」（
「
太
陽
」
一

九
〇
五
・
七
）
と
い
う
講
演
が
あ
り
、
六
月
二
十
五
日
時
局
講
演
会
の
講
説
で
法
学
博
士
山
田
三
良
の
「
日
露
戦
争
と
強
大
国
」
（
「
太
陽
」

一
九
〇
五
・
八
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
普
通
学
務
局
長
澤
柳
政
太
郎
の
「
戦
争
と
国
民
の
精
神
」
（
「
太
陽
」
一
九
〇
五
・
八
）
と
い
う
も

の
が
あ
る
。 

1
7
9

林
美
一
『
時
代
風
俗
考
証
事
典
』
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
〇
一
・
一
） 

一
六
七
〇
年
［
寛
文
一
〇
年
］
に
徳
川
四
代
将
軍
・
家
綱
の
時
代
に
「
大
ヒ
ゲ
の
禁
止
令
」
と
言
う
物
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
ひ
げ
と
い

う
の
は
頬
な
ら
び
に
口
の
上
下
に
ひ
げ
を
長
く
生
や
す
こ
と
を
さ
し
た
ら
し
く
、
文
字
通
り
貴
賤
上
下
を
お
し
な
べ
て
厳
し
く
こ
れ
を
禁
じ

た
。
し
か
し
顎
の
先
に
ひ
げ
を
生
や
す
こ
と
だ
け
は
比
較
的
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
も
の
か
、
医
者
・
山
伏
・
神
官
・
人
相
見
な
ど
に
は
往
々

に
し
て
顎
鬚
を
た
く
わ
え
る
者
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
武
家
に
関
し
て
は
厳
格
で
こ
れ
以
降
、
額
の
月
代
と
口
髭
・
顎
鬚
を
ツ
ル
ツ

ル
に
剃
る
こ
と
が
正
装
と
さ
れ
、
幕
末
の
志
士
の
間
で
月
代
を
崩
す
髪
型
が
流
行
る
ま
で
は
概
ね
守
ら
れ
た
。 

 

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
「
鎖
国
」
と
い
う
外
交
』
（
小
学
館 

二
〇
〇
八
・
八
） 

江
戸
時
代
の
「
鎖
国
」（
海
禁
）
体
制
の
も
と
で
は
、
日
本
を
「
中
華
」
と
し
た
独
自
の
華
夷
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
が
居
住
す

る
蝦
夷
地
（
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
）
は
、
日
本
か
ら 

見
て
「
蛮
族
の
地
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
。1

7

世
紀
半
ば
以
降
の
日
本
で
は
、
髭
を
は
や
さ

な
い
こ
と
が
文
明
人
た
る
日
本
人
の
常
識
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
日
本
人
の
絵
画 

で
、
髭
を
生
や
し
か
つ
髷
を
結
わ
な
い
野

蛮
人
と
し
て
ア
イ
ヌ
が
描
か
れ
た
こ
と
は
、
日
本
人
の
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
偏
見
や
蔑
視
感
の
形
成
及
び
強
化
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、
西
洋

人
に
対 

す
る
蔑
称
で
あ
る
「
毛
唐
」
も
、
当
時
の
日
本
人
か
ら
み
て
、
髭
を
生
や
す
こ
と
を
「
野
蛮
」
と
み
な
す
常
識
を
背
景
と
し
て
作
ら

れ
た
言
葉
で
あ
る
。 

1
8
0 

「
新
小
説
」
明
治
三
十
八
年
八
月
で
は
、
夏
目
漱
石
の
「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」
、
畔
柳
芥
舟
の
「
三
策
」
、
角
田
浩
々
歌
客
の
「
戦
後
の

文
壇
」
が
あ
る
。
九
月
で
は
、
上
田
万
年
の
「
戦
後
の
文
壇
に
就
て
」
、
山
路
愛
山
の
「
戦
捷
後
の
文
壇
に
対
す
る
希
望
」
、
上
田
敏
の
「
戦

後
の
文
壇
」
、
三
宅
雪
嶺
の
「
非
常
な
人
」
で
あ
る
。
十
月
で
は
島
田
三
郎
の
「
極
端
か
ら
極
端
」
、
幸
田
露
伴
の
「
戦
後
の
文
壇
に
就
い
て
」
、

海
老
名
弾
正
の
「
戦
後
文
壇
に
対
す
る
予
の
希
望
」
、
十
一
月
で
樋
口
龍
峡
の
「
戦
後
の
社
会
状
態
と
文
壇
の
趨
勢
」
が
発
表
さ
れ
た
。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B3%C9%FA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B3%C9%FA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%F0%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%F0%B2%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%EB%CB%F6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%EB%CB%F6
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%93&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%93&action=edit&redlink=1
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 1
8
1

夏
目
漱
石
「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
八
） 

1
8
2

夏
目
漱
石
「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
八
） 

1
8
3

上
田
万
年
「
戦
後
の
文
壇
に
就
て
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
九
） 

1
8
4

角
田
浩
々
歌
客
「
戦
後
の
文
壇
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
八
） 

1
8
5

仏
教
に
お
け
る
因
縁
の
意
味
。
因
と
縁
の
こ
と
。
因
と
は
、
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
内
的
な
直
接
原
因
の
こ
と
。
縁
と
は
外
か
ら
因
を
助
け

る
間
接
原
因
（
条
件
）
の
こ
と
。
一
切
の
も
の
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
と
さ
れ
る
。
因
縁
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
：h

e
t
u
-
p
r
a
t
y
a
y
a

）

（
中
村
元
監
修
『
新
・
佛
教
辞
典
』
誠
信
書
房 

二
〇
〇
六
・
五
・
二
五 

参
照
） 

 

日
本
の
仏
教
で
は
「
縁
」
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
プ
ラ
チ
ヤ
ヤ
、
即
ち
外
的
・
間
接
的
原
因
に
対
応
し
、「
因
」
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

ヘ
ツ
ー
、
即
ち
内
的
・
直
接
的
原
因
と
区
別
さ
れ
る
（
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[

著]
 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』（
筑
摩
書
房 

一

九
八
五
・
六
）
） 

1
8
6

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

1
8
7

「
批
評
家
の
立
場
」
（
「
新
潮
」
第
二
巻
六
号 

一
九
〇
五
・
五
） 

1
8
8

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 
一
九
二
一
・
一
） 

1
8
9

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 
一
九
二
一
・
一
） 

1
9
0

長
谷
川
天
渓
『
自
然
主
義
』
（
博
文
館 

一
九
〇
八
・
七
） 

1
9
1

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

1
9
2

仏
教
に
お
け
る
因
縁
の
意
味
。
因
と
縁
の
こ
と
。
因
と
は
、
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
内
的
な
直
接
原
因
の
こ
と
。
縁
と
は
外
か
ら
因
を
助
け

る
間
接
原
因
（
条
件
）
の
こ
と
。
一
切
の
も
の
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
と
さ
れ
る
。
因
縁
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
：h

e
t
u
-
p
r
a
t
y
a
y
a

）

（
中
村
元
監
修
『
新
・
佛
教
辞
典
』
誠
信
書
房 

二
〇
〇
六
・
五
・
二
五 

参
照
） 

 

日
本
の
仏
教
で
は
「
縁
」
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
プ
ラ
チ
ヤ
ヤ
、
即
ち
外
的
・
間
接
的
原
因
に
対
応
し
、「
因
」
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

ヘ
ツ
ー
、
即
ち
内
的
・
直
接
的
原
因
と
区
別
さ
れ
る
（
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[

著]
 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』（
筑
摩
書
房 

一

九
八
五
・
六
）
） 

1
9
3

鈴
木
理
恵
「
一
夜
」
（
漱
石
）
ー
ー
そ
の
構
造
と
秘
奥
ー
ー
（
「
金
城
国
文 

(

五
九)
」
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会 

一
九
八
三
・
三
） 

1
9
4

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

 



 

111 
 

 1
9
5

『
漱
石
全
集
第
二
巻
』
の
注
釈
よ
り
、
「
南
亜
ヨ
リ
帰
ル
義
勇
兵
歓
迎
ノ
為
メ
非
常
ノ
雑
沓
ニ
テ
困
却
セ
リ
」
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ア
戦

争
よ
り
帰
還
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
義
勇
兵
の
凱
旋
と
歓
迎
の
た
め
の
雑
沓
で
あ
る
。 

1
9
6

松
本 
雅
弘
〔
白
鳥
〕
の
物
語-

-

夏
目
漱
石
「
薤
露
行
」
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
四
〇(

一
一)

（
一
九
九
五
・
九
） 

 

「
薤
露
行
」
に
置
け
る
白
鳥
の
重
要
性
に
つ
い
て
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
故
大
岡
昇
平
氏
だ
と
思
わ
れ
る
が

（
「
『
薤
露
行
』
の
構
造
」
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
所
収
）
、
大
岡
説
は
白
鳥
を
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
化
身
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ャ
ロ
ッ

ト
の
女
の
呪
い
、
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
行
方
不
明
な
ど
作
品
で
「
未
解
決
の
モ
チ
ー
フ
」
を
解
こ
う
と
す
る
。
「
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
」
や
ロ
セ

ッ
テ
ィ
を
引
き
つ
つ
作
品
の
構
造
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
数
あ
る
謎
を
解
決
し
て
ゆ
く
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
が
（
漱
石
と
「
ロ

ー
エ
ン
グ
リ
ン
」
の
関
わ
り
は
故
磯
田
光
一
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
た
「
「
日
本
オ
ペ
ラ
史
の
一
齣-

-

「
薤
露
行
」
の
白
鳥
を
め

ぐ
っ
て
」
」
）
、
そ
の
後
、
こ
の
白
鳥
は
「
詩
人
」
を
寓
す
る
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
の
再
登
場
の
た
め
の
化
身
で
、
「
作
者
と
外
部
と
の
対
立
の

構
図
」
と
示
す
と
い
う
尹
相
仁
氏
の
新
論
も
提
出
さ
れ
て
い
る
（
「
白
鳥
の
行
方
」
、
『
世
紀
末
と
漱
石
』
所
収
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
薤
露

行
」
は
多
様
な
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

1
9
7

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
）「
自
然
の
法
則
に
乖
離
し
物
界
の
原
理
に

背
馳
し
若
く
は
現
代
科
学
上
の
智
識
に
よ
り
て
闡
明
し
難
き
事
物
を
収
め
て
詩
科
文
品
と
な
す
事
あ
り
暫
く
命
名
し
て
超
自
然
の
文
素
と

謂
ふ
。
」 

1
9
8

「
鼎
軒
先
生
」
（
『
東
京
經
濟
雜
誌
第
六
三
卷
第
一
五
九
一
号
』
一
九
一
一
・
四
）
『
鷗
外
全
集 

第
二
六
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
・

一
二
） 

1
9
9

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」
（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
） 

2
0
0

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

2
0
1

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

2
0
2

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 
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引
用
文
献 

 

姉
崎
正
治
「
高
山
樗
牛
に
答
ふ
る
の
書
」
（
「
太
陽
」
第
八
巻
第
三
号
一
九
〇
二
・
三
） 

竹
内
楠
三
『
実
用
催
眠
学
』
（
大
学
館 

一
九
〇
三
・
六
） 

佐
々
木
九
平
『
催
眠
術
に
於
け
る
精
神
の
現
象
』
（
矢
島
誠
進
堂 

一
九
〇
三
・
一
二
） 

夏
目
漱
石
「
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
就
て
」
（
「
帝
国
文
学
」
第
一
〇
巻
第
一
号 

一
九
〇
四
・
一
） 

大
町
桂
月
「
雑
評
録
」
（
「
太
陽
」 

一
九
〇
五
・
二
） 

「
霹
靂
鞭 

作
家
な
ら
ざ
る
二
小
説
家
」
（
「
天
鼓
」
北
上
屋
書
店 

一
九
〇
五
・
五
） 

「
批
評
家
の
立
場
」
（
「
新
潮
」
第
二
巻
六
号 

一
九
〇
五
・
五
） 

「
戦
後
文
界
の
趨
勢
」 

（
「
新
小
説
」 

一
九
〇
五
・
八
・
一
） 

角
田
浩
々
歌
客
「
戦
後
の
文
壇
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
八
） 

上
田
万
年
「
戦
後
の
文
壇
に
就
て
」
（
「
新
小
説
」
一
九
〇
五
・
九
） 

剣
菱
「
新
刊
雑
誌
瞥
見
」
（
「
読
売
新
聞
」
一
九
〇
五
・
九
・
七
） 

中
島
孤
島
「
片
々
録
」
（
「
早
稲
田
学
報
」
一
九
〇
五
・
一
〇
） 

「
文
壇
消
息
」
（
無
署
名
）
（
「
中
央
公
論
」
一
九
〇
五
・
一
〇
・
一
） 

大
塚
保
治
「
国
民
的
精
神
の
一
頓
挫
」
（
「
太
陽
」
一
九
〇
五
・
一
二
） 

「
二
百
号
の
四
小
説
を
評
す
」
無
名
氏
（
「
中
央
公
論
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
一
） 

「
十
一
月
の
新
聞
雑
誌
」
（
「
明
星
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
四
） 

「
月
次
文
壇
」
（
「
時
代
思
潮
」
一
九
〇
五
・
一
二
・
五
） 

長
谷
川
天
渓
『
自
然
主
義
』
（
博
文
館 

一
九
〇
八
・
七
） 

森
田
草
平
『
文
章
道
と
漱
石
先
生
』
（
春
陽
堂 

一
九
一
九
） 

清
原
貞
雄 

『
明
治
時
代
思
想
史
』
（
博
文
館 

一
九
二
一
・
一
） 

中
村
古
峡
『
催
眠
術
講
義
』
（
東
京
日
本
変
態
心
理
学
会 

一
九
二
二
・
一
） 

小
宮
豊
隆
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
の
漱
石
先
生
」
（
『
渋
柿
』
一
九
二
四
・
一
二
） 
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浜
辺
正
彦
訳 

『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
（
岩
波
書
店 

一
九
三
九
・
四
） 

小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』
（
岩
波
書
店 

一
九
四
二
・
一
二
） 

増
田
四
郎
・
柳
宗
玄
編
『
図
説
世
界
文
化
史
大
系
』
第
七
巻
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世 

（
角
川
書
店 

一
九
五
九
・
七
） 

福
地
重
孝
『
軍
国
日
本
の
形
成
』
（
春
秋
社 

一
九
五
九
・
一
一
） 

岩
上
順
一
『
漱
石
入
門
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
五
九
・
一
二
） 

内
田
道
雄
「
『
漾
虚
集
』
の
問
題
」
（
「
文
学
」
第
三
四
巻
第
七
号 

岩
波
書
店 

一
九
六
六
・
七
） 

内
田
道
雄
「
「
一
夜
」
釈
義
」
（
「
古
典
と
現
代
」
古
典
と
現
代
の
会 

一
九
六
六
・
九
） 

越
智
治
雄
「
漱
石
の
初
期
短
編
ー
『
漾
虚
集
』
一
面
」
（
「
国
文
学
」
学
燈
社 

一
九
七
〇
・
四
） 

相
原
和
邦
「
漾
虚
集
の
性
格
」
（
「
日
本
文
学
」
第
二
一
巻
第
六
号 

一
九
七
二
・
六
） 

伊
豆
利
彦
「
日
露
戦
争
と
作
家
へ
の
道
」
（
「
日
本
文
学 

二
一(

六)

」
日
本
文
学
協
会 

一
九
七
二
・
六
） 

駒
尺
喜
美
「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学
ー
「
趣
味
の
遺
伝
」
ー 

」
（
「
日
本
文
学
」
二
一
、
一
九
七
二
・
六
） 

大
岡
昇
平
「
漱
石
と
国
家
意
識
」
（
「
世
界
」
一
九
七
三
・
一
・
二
） 

斉
藤
恵
子
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
の
世
界
」
（
「
比
較
文
学
研
究
」
第
二
四
号 

一
九
七
三
・
九
） 

『
明
治
文
学
全
集 

第
四
十
七
巻
』
（
筑
摩
書
房 
一
九
七
三
・
四
） 

「
鼎
軒
先
生
」
（
「
東
京
經
濟
雜
誌
第
六
三
卷
第
一
五
九
一
号
」
一
九
一
一
・
四
）
『
鷗
外
全
集 

第
二
六
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
・
一

二
） 

今
井
宏 

『
明
治
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
』 

（
研
究
社 
一
九
七
四
） 

岡
三
郎
「
夏
目
漱
石
の
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
の
解
明
：
そ
の
事
実
と
夢
想
に
つ
い
て
」
（
「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
（
一
六
）
青

山
学
院
大
学 

一
九
七
四
） 

松
村
昌
家
「
漱
石
「
幻
影
の
盾
」
と
英
文
学
」
（
「
論
集
」 

二
二(

一)
 

神
戸
女
学
院
大
学
一
九
七
五
・
九
） 

相
賀
徹
夫
『
教
育
学
全
集
３ 

近
代
教
育
史 

３
』
（
小
学
館 

一
九
七
五
・
一
〇
） 

菊
地
弘
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」
（
内
田
道
雄
・
久
保
芳
太
郎
編
「
作
品
論
夏
目
漱
石
」
双
文
社
出
版 

一
九
七
六
・
九
） 

松
村
昌
家 

漱
石
の
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
と

C
a
r
l
y
l
e

’s
 H
o
u
s
e

」
（
「
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
」
第
二
三
巻
第
一
号 

神
戸
女
学
院
大

学
研
究
所 

一
九
七
六
・
九
） 

三
好
行
雄
「
人
生
と
夢
ー
「
一
夜
」
私
論
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
学
燈
社 

一
九
七
六
・
一
一
） 
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塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
の
背
景-

-

比
較
文
学
的
考
察
」
（
「
専
修
人
文
論
集 
(

一
八)

」 

一
九
七
六
・
一
二
） 

村
上
陽
一
『
日
本
近
代
科
学
の
歩
み
』
（
三
省
堂 

一
九
七
七
・
八
） 

『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
（
講
談
社 

一
九
七
七
・
一
一
） 

『
法
令
全
書
』
第
二
十
二
巻
―
一 

明
治
二
二
年
（
出
典
内
閣
官
報
局 

原
書
房 

一
九
七
八
・
三
） 

編
者 

中
村
郁
一
『
葉
隠
全
集
』
（
五
月
書
房 

一
九
七
八
・
一
二
） 

塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
の
背
景-

二-

主
と
し
て
テ
ニ
ス
ン
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
専
修
人
文
論
集 

(

二
二)

」 

一
九
七
九
・
一
） 

鈴
木
醇
爾
「
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
つ
い
て
ー
ー
漱
石
に
お
け
る
揮
真
文
学
へ
の
方
法
的
模
索
」（
「
国
文
学 

ノ
ー
ト
」
第
一
六
号
、
成
城
短
期

大
学
国
文
学
研
究
室 

一
九
七
九
・
三
） 

松
村
昌
家
「
『
漾
虚
集
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
体
験
」
（
『
講
座
夏
目
漱
石 

二
』 

有
斐
閣 

一
九
八
一
・
八
） 

J
.
M
.

フ
ァ
ン
・
ヰ
ン
タ-

著 

佐
藤
牧
夫 

渡
部
治
雄
訳
『
騎
士
：
そ
の
理
想
と
現
実
』
（
東
京
書
籍 

一
九
八
二
・
一
） 

出
口
保
夫
『
ロ
ン
ド
ン
の
夏
目
漱
石
』
（
河
出
書
房
新
社 

一
九
八
二
・
九
） 

麻
生 

誠
『
教
育
学
大
全
集
３ 

近
代
化
と
教
育
』
（
第
一
法
規
出
版 

一
九
八
二
・
一
一
） 

鈴
木
理
恵
「
一
夜
」
（
漱
石
）
ー
ー
そ
の
構
造
と
秘
奥
ー
ー
（
「
金
城
国
文 

(

五
九)

」
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会 

一
九
八
三
・
三
） 

塚
本
利
明
「
倫
敦
塔
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究 

」
第
二
八
巻(

一
四)

 

一
九
八
三
・
一
一
） 

村
田
好
哉
「
漱
石
「
倫
敦
塔
」
の
世
界
」
（
「
日
本
文
藝
研
究
」 

三
五(

四)
 

一
九
八
三
・
一
二
） 

宮
井
一
郎
『
漱
石
文
学
の
全
貌 

上
巻
』
（
国
書
刊
行
会 
一
九
八
四
・
五
） 

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク[

著]
 
 

宮
原
信
訳
『
空
間
の
日
本
文
化
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
五
・
六
） 

山
崎
甲
一
「
写
す
わ
れ
と
写
さ
る
る
彼
―
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
こ
と
」
（
「
鶴
見
大
学
紀
要
」
第
二
三
号 

一
九
八
六
・
三
） 

大
岡
昇
平
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
八
八
・
五
） 

加
納
孝
代
「
『
倫
敦
塔
』
ー
ー
黒
き
塔
の
影
、
堅
き
塔
の
壁
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
三
巻(

八)

一
九
八
八
・
八
） 

上
田
正
行
「
漱
石
と
「
数
」
ー
ー
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
を
中
心
に
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
一
九
九
〇
・
一
） 

竹
盛
天
雄
『
漱
石
文
学
の
端
緒
』
（
筑
摩
書
房 

一
九
九
一
・
六
） 

竹
盛
天
雄
「
幻
影
の
盾
」
ー
ー
「
純
一
無
雑
」
の
傾
向
（
『
漱
石
文
学
の
端
緒
』 
筑
摩
書
房 

一
九
九
一
・
六
） 

由
水
常
雄
『
鏡
の
魔
術
』
（
中
央
公
論
社 

一
九
九
一
・
一
〇
） 
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小
倉
脩
三
「
「
薤
露
行
」(

上)
 
:
 

そ
の
材
源
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
国
文
学
ノ
ー
ト
」(

二
九)

一
九
九
二
） 

小
倉
脩
三
「
「
薤
露
行
」(

下)
 
:
 

そ
の
材
源
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
成
城
国
文
学
」(

八)
 

一
九
九
二
・
三
） 

硲
香
文
「
夏
目
漱
石
「
幻
影
の
盾
」
論
ーD

r
u
e
r
i
e

に
潜
む
重
層
」
（
「
叙
説
」
奈
良
女
子
大
学
文
学 

国
語
国
文
研
究
室 

一
九
九
三
・
一

二
） 

佐
藤 

泉
「
『
趣
味
の
遺
伝
』
ー
ー
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
眼
に
つ
い
て
」 

(

「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
九
巻
第
二
号
臨
時
号
、

一
九
九
四
・
一)

 

熊
坂
敦
子
「
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
論
ー
ー
夢
と
現
実
」
（
『
国
文
学
』
別
冊
『
漱
石
の
全
小
説
を
読
む
』
一
九
九
四
・
一
） 

一
柳 

広
孝
「
「
幻
影
の
盾
」
の
〈
幻
影
〉
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究 

」
三
九
（
二
）
学
燈
社 

一
九
九
四
・
一
） 

一
柳
廣
孝
『
「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
と
「
千
里
眼
」 

ー
日
本
近
代
と
心
霊
学
ー
』
（
講
談
社 

一
九
九
四
・
八
） 

山
下
政
三
『
脚
気
の
歴
史 

:
 

ビ
タ
ミ
ン
の
発
見
』
（
思
文
閣
出
版 

一
九
九
五
・
六
） 

夏
目
金
之
助
『
文
学
論
』
「
第
三
編
文
学
的
内
容
の
特
質
第
二
章
文
芸
上
の
真
と
科
学
上
の
真
」
『
漱
石
全
集 

第
十
四
巻
』
（
岩
波
書
店
一

九
九
五
・
八
） 

松
本 

雅
弘
「
〔
白
鳥
〕
の
物
語-

-

夏
目
漱
石
「
薤
露
行
」
」
（
「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
四
〇(

一
一)

一
九
九
五
・
九
） 

小
倉
脩
三
「
「
琴
の
そ
ら
音
」
」
（
「
日
本
文
学
」
第
四
四
巻
一
〇
号 

日
本
文
学
協
会 

一
九
九
五
・
一
〇
） 

塚
本
利
明
「
「
幻
影
の
盾
」
に
お
け
る

M
.

ア-

ノ
ル
ド
」
（
「
専
修
人
文
論
集
（
五
九
）
」
一
九
九
六
・
一
〇
） 

宮
薗
美
佳
「
夏
目
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
考 

「
余
」
の
見
た
「
幽
霊
」
の
も
た
ら
し
た
も
の
」
（
「
人
文
論
究
」
第
四
六
巻
第
三
号 

一
九
九

六
・
一
二
） 

五
十
嵐
礼
子
「
「
薤
露
行
」 

:
 

乖
離
す
る
男
と
女
の
風
景
」
（
「
会
誌
」
一
六 

一
九
九
七
・
三
） 

一
柳
広
孝
「
「
理
科
」
と
漱
石
―
「
趣
味
の
遺
伝
」
か
ら
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
」
四
二
巻
六
号
、
一
九
九
七
・
五
） 

笹
田 

和
子
「
『
薤
露
行
』
論-

-

「
鏡
」
の
崩
壊
」
（
「
女
子
大
国
文
」(
一
二
三)

一
九
九
八
・
六
） 

寺
田
寅
彦 

二
月
二
五
日 

土 

晴 

日
記 

（
『
寺
田
寅
彦
全
集
』
第
一
九
巻 

岩
波
書
店 

一
九
九
八
・
八
） 

笠
谷
和
比
古
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ 

江
戸
御
留
守
居
役 

近
世
の
外
交
官
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
・
四
） 

 

林
美
一
『
時
代
風
俗
考
証
事
典
』
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
〇
一
・
一
） 

荻
原
桂
子
「
幽
霊
と
い
う
狂
気
ー
ー
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
」
（
「
九
州
女
子
大
学
紀
要
」
第
三
九
巻
第
三
号 

二
〇
〇
三
・
二
） 
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塚
本
利
明
『
漱
石
と
英
文
学
ー
ー
『
漾
虚
集
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』
（
改
訂
増
補
版 

彩
流
社
二
〇
〇
三
・
八
） 

編
者 
小
森
陽
一 

成
田
龍
一
『
日
露
戦
争
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
（
紀
伊
國
屋
書
店 

二
〇
〇
四
・
二
） 

中
村
元
監
修
『
新
・
佛
教
辞
典
』
（
誠
信
書
房 

二
〇
〇
六
・
五
・
二
五
） 

神
田
祥
子
「
趣
味
は
遺
伝
す
る
か
―
夏
目
漱
石
「
趣
味
の
遺
伝
」
論
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
巻
七
六 

二
〇
〇
七
・
五
） 

北
川
健
二
「
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」
論
」
（
「
論
究
日
本
文
学
」
第
八
七
巻 

二
〇
〇
七
・
一
二
） 

山
崎 

甲
一
「
「
薤
露
行
」
に
つ
い
て-

-

真
の
勇
士
、
壮
夫
と
い
う
こ
と
」
（
「
文
学
論
藻
」 

(

八
二)

二
〇
〇
八
・
二
） 

三
浦
清
宏
『
近
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史 

： 

心
霊
研
究
か
ら
超
心
理
学
へ
』
（
講
談
社 

二
〇
〇
八
・
四
） 

菅
原
克
也
「
「
薤
露
行
」
の
修
辞
文
体
―
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
」
（
「
国
文
學 

:
 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」 

五
三

(

九)
 

二
〇
〇
八
・
六
） 

ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
「
鎖
国
」
と
い
う
外
交
』
（
小
学
館 

二
〇
〇
八
・
八
） 

神
田
祥
子
「
「
科
学
」
と
い
う
信
仰
ー
ー
夏
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』
（
小
学
館 

二
〇
〇
九
・
一
） 

太
平
洋
戦
争
研
究
会
著
『
キ
ー
ワ
ー
ド
日
露
戦
争
と
明
治
日
本 

:
 

歴
史
を
知
れ
ば
現
在
が
わ
か
る
』
（
新
人
物
往
来
社 

二
〇
〇
九
・

二
） 

片
山
慶
隆
『
日
露
戦
争
と
新
聞 

:
 

「
世
界
の
中
の
日
本
」
を
ど
う
論
じ
た
か
』
（
講
談
社 

二
〇
〇
九
・
一
一
） 

小
森
陽
一
『
漱
石
論 

:
 
2
1

世
紀
を
生
き
抜
く
た
め
に
』
（
岩
波
書
店 

二
〇
一
〇
・
五
） 

水
川
隆
夫
『
夏
目
漱
石
と
戦
争
』
（
平
凡
社 

二
〇
一
〇
・
六
） 

藤
尾
健
剛
『
漱
石
の
近
代
日
本
』
（
勉
誠
出
版 

二
〇
一
一
・
二
） 

秦
郁
彦
『
病
気
の
日
本
近
代
史 

:
 

幕
末
か
ら
平
成
ま
で
』
（
文
藝
春
秋 

二
〇
一
一
・
五
） 

野
網
摩
利
子
『
夏
目
漱
石
の
時
間
の
創
出
』
（
東
京
大
学
出
版
会 

二
〇
一
二
・
三
） 

伊
藤
宏
見
『
夏
目
漱
石
と
日
本
美
術
』
（
国
書
刊
行
会 

二
〇
一
二
・
四
） 

川
床
優
『
漱
石
の
デ
ザ
イ
ン
論
』
（
六
耀
社 

二
〇
一
二
・
一
二
） 

若
山
滋
『
建
築
家
と
小
説
家 

近
代
文
学
の
住
ま
い
』
（
彰
国
社
二
〇
一
三
・
二
） 

森
本
隆
子
『
〈
崇
高
〉
と
〈
帝
国
〉
の
明
治—
夏
目
漱
石
論
の
射
程
』
（
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
一
三
・
三
） 

古
田
亮
『
特
講 

漱
石
の
美
術
世
界
』
（
岩
波
書
店
二
〇
一
四
・
六
） 

岸
元
次
子
『
漱
石
の
表
現—

そ
の
技
巧
が
読
者
に
幻
惑
を
生
む
ー
』
（
和
泉
書
院 

二
〇
一
四
・
八
） 

神
田
祥
子
『
漱
石
「
文
学
」
の
黎
明
』
（
青
簡
舎 

二
〇
一
五
・
一
・
一
五
） 

佐
藤
泰
正
『
漱
石
に
お
け
る
〈
文
学
の
力
〉
と
は
』
（
笠
間
書
院
二
〇
一
六
・
一
二
） 
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後
記 

  

本
論
文
を
閉
じ
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
へ
の
謝
辞
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

本
研
究
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
博
士
前
期
課
程
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
終
始
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
頂
き
ま
し
た
立
命
館
大
学
文
学

部
の
瀧
本
和
成
教
授
に
心
か
ら
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
先
生
に
は
長
い
期
間
に
わ
た
り
、
研
究
の
進
め
方
や
論
文
の
書
き
方
だ
け

で
は
な
く
、
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
の
姿
勢
な
ど
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
ど
れ
も
言
葉
を
尽
く
し
て
も
足
り

な
い
ほ
ど
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。 

博
士
後
期
課
程
特
別
研
究
に
お
き
ま
し
て
は
、
拙
い
私
の
研
究
発
表
に
つ
い
て
丁
寧
に
ご
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
中
川
成
美
教
授
、

花
﨑
育
代
教
授
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
入
学
以
来
、
終
始
懇
切
な
る
御
指
導
、
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
、
浅
野
洋
教
授
に

も
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
関
心
だ
け
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
で
あ
っ
た
私
に
新
し
い
未
知
の
領
域
で
の
研
究
の
手

が
か
り
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
よ
り
広
く
視
野
で
の
研
究
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
て
下
さ
っ
た
大
学
院
生
達
に
も
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
特
に
、
先
輩
の
深
町
博
史
氏
に
は
、
複
数
の
論
文
の
修
正
に
お
い
て
大
変
有
意
義
か
つ
的
確
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心

よ
り
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

そ
し
て
、
研
究
の
喜
び
と
厳
し
さ
を
実
感
さ
せ
、
様
々
な
教
え
を
頂
き
、
私
の
研
究
の
視
野
を
も
広
げ
て
く
れ
ま
し
た
日
本
文
芸
学

会
に
感
謝
の
気
持
ち
と
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。
ま
た
日
本
で
留
学
し
て
い
る
間
に
は
多
く
の
人
々
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
す
べ
て
の
出
会
い
に
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。
そ
れ
は
私
の
人
生
に
お
け
る
大
き
な
財
産
に
な
る
と
信
じ
て
お
り
ま

す
。 最

後
に
、
こ
れ
ま
で
自
分
の
思
う
道
を
進
む
こ
と
に
対
し
、
温
か
く
見
守
り
そ
し
て
辛
抱
強
く
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
両
親
に
対
し

て
は
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
て
謝
辞
と
致
し
ま
す
。 

二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日 
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一
○
︱
念

一
一
○
︱

5

_
○

九
︱

⒕

一
○
九
︱

⒓

_
0
九

︱
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一
○
九
︱

Ⅱ

一
0
九

︱
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0

一
0
九

︱
d

一
0
九

︱
5

一
0
九

︱
3

一
○
八
︱
8

一
○
八
︱

6

一
○
八
︱
s

一
○
八
︱

4

一
0
七

︱

丐

一
0
七

︱
°

全
集
真
数

ι
走
°
留

∽̀
天

扬

O

<
余

忙
埽

♂
b
屯

佘

旦
那
棣
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螈
舆

r
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(
舢

泞

杞
枸
垣
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磊
付

西
^
西

^

吵
b
9
°
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9

旯
之
(
居

办
丶
向

^

此
暗
鼹
飧
坂

犒

<
压
寸

初

出

ι
(
°

留

∽
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O
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扎
江
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♂
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舨
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汁

枸
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椐
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西
^
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Φ
b
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°
b
9

冕
之
(
居

办
向

^

此
暗
蔺
枉
坂

捣
<

靥
寸
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版

ι
走
°
留

∽
^
勃

O

<
余

匚
埽

芒
南
漶
余

旦
那
糕

!

瞧
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□
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荷
谷
忿
酏
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枸
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西

〈
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9
`
\

旯
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(
居

灬
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^
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固
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捣

<
压
寸
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「琴0七 b音 J 吴同表
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四
丨
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〓
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l
⒕
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一
〓
T
︱
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一
〓
下
︱

7

~
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︱̄
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一
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l
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一
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︱
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一
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一
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一
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︱
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︱
ˉ
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︱

⒖
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真
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∽
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小
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鹿
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∽
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∽
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∽

折
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仕
棣
今
夜

小
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°
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吠
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鹿
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扬
石
O
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∽
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汇
考
^
(
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世
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旦
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∽
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亲
￡
何
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σ
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觚
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版
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扬
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∽
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∽
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∽
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f琴0子 b音」 具同表

一
 
一
五

︱

⒕

一
 
一
五

︱

⒕

一
 
一
五

︱

B

一
 
一
五

︱

⒓

一 
一
五
丨

⒑

一 一
四
︱

⒖

一
一
四
︱

⒓

一 
一
四
︱

⒛

一
四
︱

9

一 一
四
︱
7

一 一
四
︱
7

一 
一
四
︱

5

一 
一
四

丨

5

一 一
四
︱

逐

一 一
四
︱
3

一 一
四
︱

2

一
一
四
︱
1

全
集
贾
数

(
储

力丶

眼
丈
时
旮

英
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∽

寝
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吠
定

此
半
夜

南
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、

固
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压
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周

囡
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丶

吹
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吠
之
弓

惩
雉
作

呛
9
泫

勰
∽
r
茴

余

泫

寝

6
之
(
小

声

初

出

(
、

憷
小

眼
丈
盱
砻

其
0
丸

∽

寝
返
9

吠
至

此
夜
半

南
6
固

巷

压
逼

周

圜
力丶

b
吹

<

吠
磊
弓

熙
造
作

噫
吵
声
泫

勰
∽
走
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余

噫
寝
局
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尾
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尸

初
版
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懂
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眼
丈
啻
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丸
∽
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吠
之

此
半
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南
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压
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周
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∽
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一
一
九
︱
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︱
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一
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︱

丐
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一
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︱
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七
︱

⒛
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七

丨

⒑

一
七
︱
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_
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︱
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一

一
七

丨
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一
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l
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巧
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I
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一
亠
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︱

9
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亠
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︱
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一
六
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l
衽

一
 
一
六

ˉ
︱
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一
亠↑
︱
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全
集
真
数

犬
0
速

吠
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巾
黹
∽
走

坂

町
埽
6
、

余
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啻
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汾

、
叩
<

居
b
皮

庵

寝
苦
9

寝
返
9

世
来

6

b
丶

枕

0

居
t
峙

昵
占

癯
局

麂
世

d

O
世

∽

加
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出

犬
0
速

吠

巾
布

蔫
∽
走

坂
町

埽
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°

余
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叩
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皮
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寝
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寝
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来

6

b
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0

居
0
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畴
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∠

寝

6
麂
世

d

o
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南
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初
版

□
犬
0
逮

吠

布
巾

鬻
弓
∽
走

坂

丁
埽
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余

耳
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、

叩
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居
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皮
庸

寐
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9
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返
9

世
(
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弓

b
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枕

0
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t
畸

昵
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瘢
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0
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∽
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f琴0七 b音」 具同表

一
二
二

l
7

一
二
二

l
5

一
二
二

l
1

〓

〓
l
丐

一
二

一
l
B

〓

〓
l
Ⅱ

一
二

一
丨

9

一
二

一
丨

9

一
二
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8

一
二
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5

一
二
○

l
Ⅱ

一
二
0
l
Ⅱ

一
二
0
l
1

一
一
九
丨

⒕

一 
一
九

}
Ⅱ
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一
九
︱

⒑

一

一
九
︱

8

全
集
真
数

脊
中

生

^
(

￡
、
炅
座

罔
宄

6

(
被

入
0
t

怯
、
私
汇

来
走
屯

0

少
ι
其
丶

固
<
°

柱
于
0
尢

麂
世

力丶
〓
⌒改
行
ˇ
占

寝

坊

鬻

∽

少
少

世

∽

初

出

杳
中

生
之

(

F
、

畏
座

罔
之
白

(
入

b
ι

0
走

泫
°
私
怔

来
走
Ο

少
ι
其

罔

<
桉
寸
走

麂
世

力、
匕
⌒改
行
ˇ
占

寝
坊

黧

∽

少
少

世
丙

初
版

背
中

生
^
(

￡
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坐
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固
^
6

(
被

入
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走

吐
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汇

来
走
‘

0

少
ι
其
丶

罔
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°

惫
寸
0
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世

力丶
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占

寐

坊
麓
6
∽
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々

世

p
全
集

「琴O寻 b耆」 昊同表

一
二
五
l
⒓

一
二
五
丨

Ⅱ

一
二

五

丨

7

一
二
五

l
2

一
二
四

l
8

_
二

四
丨
5

一
二
四

}
5

一
二
四

l
2

_
二

三
l
4

一
二
三

l
4

_
二

三
l
2

_
二

三
l
1

〓

三

丨

⒓

一
二
二

l
Ⅱ

一
二
二

l
9

一
二
二
丨
9

一
二

二

丨

8

全
集
真
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(
助

汁
(
具

扎
丶
助
汁

(
具

扎
占

^
`
`
`

二
,
l

婶
寸
°
所

有
耶
煞
耶

座
敷

白
暖
簇

冫
冫

`

将
綦
腽

源
巷
”

奴
汾
居
弓

(
屯

志
∽

敏
心

柳
、
桉

O

寝

<
羽
臌

檬
惫
鬻

初
出

(
助

时
<
具

扎
之

⌒
`
`
` 二

二
l

坤
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所
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耶
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白
暖
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丿
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綦
獬

源
♂
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奴
灬
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6

(
枉

∽

疑

心
柳
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o
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(
羽
触
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枉
鬻

初
版

(
助

汁
(
具

扎
、
助
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(
具

扎
⒉

二

二
l

婶
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有
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缴
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暖
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’
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`
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募
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苔
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灬
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屯

惫
∽

敏
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桉

o
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羽
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檬
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「琴0乇 b啬」 巽同菱

一
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七
丨

7

一
二
七
丨
6

一
二
七

l
5

一
二
七
l
3

一
二

七
l
2

一
二
七

l
2

一
二
六
l
⒗
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⒕
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⒓
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六
︱
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⒛
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六
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5
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细
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茫
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芒
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昔
ι
￡
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走
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^
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∠
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￡
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集

「琴O七 b音」 具同表
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七
l
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数
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峙
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夜
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七
︱
9

一
八
七
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八
七
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一
八
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︱
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︱
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︱
1

一
八
五
︱

⒛

一
八
五
︱
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︱
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︱
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集
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∽
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台
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∽
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∽
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台
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∽

幕

々

<
°

 
一

0

小
基
吟

满

州
灬
逆

弓

冖人

⌒
一
ˇ

初
版

扬
b
,

耳
鼯
∽
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︱
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︱
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︱
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沦
°
蜘
蛛

蛛
蜘

小
匚
∠

(
、

冖香

湿
氖
(
泫

茶

昆
尺
八
合
啻
世

歌
蘑
吕

弓
。
惚
托

扬
走
9
(

仑
占
匕
频

寸
凇
体

<
腧 臊

返
寸

讨
石
Ο
眉

φ
芍
小
汇

多
Ο
萝

初
版

世
沦
、
蜘
蚨

蜘
蛛

小
匚
占

(
、

冖香

湿

氖

(
枝

荼
昆

⌒
二
篙
所
ˇ

尺
八
啻
合
世

歌
麻
吕

弓
°
惚
杠

南
走
9
(

心
一
占
频

十
枪
走
体

(
、

睑

臊
ο
返
寸

汀
芍
眉

嘲
丙
冲
办
匚

多
<
Ο

萝

全

集

「一夜」巽同表

_
四

T
l
Ⅱ

一
四
T
l
2

一
四

T
︱

1

~
四

○
︱

5

一
四
0
︱

3

~
四

○
︱
1

一
三
九
丨

⒙

_
三

八
︱

8

一
三

八

︱

5

一
三

七

丨

9

一
三
七
︱

8

~
三

七
︱

5

一
三
七
︱

2
|

14

一二
六

l

⒓̄

一
三

六

l

︱H

二

二
六

︱̄

7

全
集
真
数

扬
6
.

密
啻

萝
Ο
箭

婶
占
〓
 
一
人

d
丶

暖

♀
力丶
昆

汾
扬
弓

.

密

啻
勤
<
。

匕

拍

手

0
、

⊥
汾

强
ι丶

(

謇

∽

(

南

巷
目
仓
阴
<

d
哎

t
占

石
屯
莳

初

出

扬
局
、

密

啻
箩
O
鼯

婶
冫
〓

 
_
人

d
暖 婶

加
冕

分
扬

6

密

啻
勤
<
。

L

拍

手
’

.
上

办

强
θ

(

画

∽

(

扬
扎

目
办
圊
<

d
忖

t
占

6
泫

静

初
版

扬
弓
。

蜜

砻
□
萝
Ο
鼯

婶

〓

占

一
人

d
、

暖

々
加
t
旯

沦
南
6
。

蜜

啻
勤

<
匚

拍

子

,
、

上
办

强
∽

(

童
自
∽

(

扬

扎
目
啻
阴
<

泫
d
走

占

白
谌
静

全

集



f-夜 」晏同表

一
四
二
︱
冫

~
四

二
︱

4

一
四
T
︱

⒖

一
四

T
︱

M

全
集
真
数

⌒
三

十

八

年

七

月

二

+
六

日

ˇ
泫
娅
何

变
c
允

遇
琶
濒
。

初
出

谌
、
如
何

变
世
儿

遇
苔
枪
°

初

版

泫
如
何

梦
世
芍

诅
苔
沦
。

全

集



夏 回漱石年揩

明治六年

(1873)
明治五年

(1872)
明治四年

(1871)
明治三年
(187
0)

明治二年

(1869)
麈痞四年 明

治一年

(1868)

匮疮三年 (1867年
)

六葳 五 葳 四椒 三 葳 二 箴 一 蒇 0箴 年 擀

鲞
父
蕴
原
昌
之
助
灬
第

∞
大
区
⒄
小
区
O
F
晨

占
意
9
、

事
铬

铍
所

⌒浅
草
飘
勖
町
四
番
地
、
猊
在
台
柬
区
驹
形

一
丁
目
ˇ
0
插

祝
巷
匚
移
弓
°

五
月
、
最
初
O
F
籍

灬
偏
制
♂
扎
、
奏
父
泫
金
之
助
啻
美
子

霄

己

芒
ι
(
登

碌
°
饕
父
蕴
原
昌
之
助
灬
、
第

∞
区

〓

小
区

锒

凶
赤
坂
田
町

1
丁

目
ˇ
O
F
昃

占
惫
石
。

奏
父
螅
原
昌
之
助
汾
添
年
寄
啻
免
釉
之
愈
芍
°
饣
O
後

丶
内
蔽

耕
宿
忙
引
巷
上
σ
丶
笑
0
母

千
枝
0
实

家
办
艇
营
ι
(
∽

走
、
株

莱
中
O
妓

楼
伊
豆
橘
屺
留
守
番
代
拗
9
汇

一
畸
住
扭
°

僵
痘
力丶

b
疱

癔
怔
小
力丶

9
、

痘
0
痕

办
颜
怔
残
6
°

四
月
、
名
主
制
度
麂
止
、
五
十
番
勰
制
度
占
志
吵
、
饕
父
蕴
陌

昌
之
助
沦
四
十

一
番
粗
0
添

年
寄
之
愈
0
走

汔
b
、

浅
草
三
固
盯

^
移

耘
寸
6
°

笑
父
直
克
泫
二
十
六
番
勰
O
中

年
寄
占
飧
6
。

〓

月

 
内
藤
新
宿
北
野
町

一
六
番
地
忙
住
担
名
主
、
蕴
原
昌

,

叨

⌒瓦
留

当
峙
8
藏

ˇ
丶
妻
坤
寸

⌒瓦
S
ˇ

0
菱

子
占
志
芍
°

衮
父
泫
丧
走
幼
∽
J
弓

死
南
￡
O
(
、

荚
父
菖
克
办
後
旯
人
啻

n

∠
b
(
∽

走
°

二
月
九
日

⌒旧
厝

一
月
五
日
ˇ
生
基
扎
°
出
生
地
泫
江
尸
牛
泳

焉
埸
下
横
町

⌒现
在
0
柬

京
都
新
宿
区
喜
久
井
町

一
番
地

°̌
俞

炅
目
小
兵
衙
菖
克

⌒文
化

1
4
年

⌒1
8
1
7
年

ˇ
生

 
五

+

亠g、

母
千
枝

⌒文
政
九
年

⌒1
8
2
6
年

ˇ
生

 
四
十
二
椒

°̌

兄
姊
汇
泫
佐
和
0
留

e
·

次
女
尔
♂
0
留

0
冖

以
上
汶
具
母
姊
一

炅
男

 
大

一
⌒後
匚
大
助

 
冖留
e
、

次
男
泶
之
助

⌒後
匚
菖
刚

两
田
ˇ
、
三
男
和
三
郎

⌒後
江
汆
拈
走
￡
茴
矩

瓦
g
ˇ

、
四
男
久
±

⌒品
8
ˇ

、
三
女
b
小

⌒品
8
ˇ

、
冖四
男
三
女
吐
夭
折
凵灬
∽
走
°

冖申
日
申
刻
o
生

嵌
札
匚
泫
金
镐
0
宇

砻
0
时

扎
d
艴

啻
免
托

^

占
∽
,
迷

信
力丶

b
金

之
助
∠
命
名
♂
扎
走
一
°
生
後
读
b
惫

<
阳

谷
O
古

逍
具
屋
k
里

子
匚
出
♂
扎
6
汾

、
十
c
江

逮
扎
戾
♂
扔

云υ°

主
裣
作
品

夏目漱石年艚

明治+三年
(1880)

明治十二年

(187
9)

明治十一年
(1878)

明治十年
(1877)

明治九年
(1876)

明治八年
(1875)

明治七年

(1874)

十三葳 十二葳 十一箴 十箴 九蒇 八葳 七藏

二
O
年

⌒
一
融
翌
年
ˇ
府
立
第

一
中
学
校
砻
中
退
°

三
月
、
神
田
_
ν

檎
中
学

⌒束
京
府
立

一
中
ˇ
正
规
科
忙
入

学
° 一

月
、
最
姊
佐
和
死
去

⌒三
十

一
葳

°̌

二
月

 
友
人
允
b
占

回
竟
雉
萧
忙

η正
成
揄
一
啻
凳
表
。
署
么

媪
原
。

宀
月
市
谷
学
校
上
等
小
学
第
八
揪
忿
卒
奖
。

五
月
、
神
田
猿
粢
町
O
锦

幸
学
校
寻
常
科
第
二
糨
後
期
k
蚨

校
°
十
月
同
校
同
橛
胳
了
°

五
月
、
市
谷
学
校
下
等
小
学
第
二
镢
鼹
了
°

一
二
月
丶
同
校
下
等
小
学
第

一
极
佟
了
°

五
月
尸
田
小
学
校
下
等
小
学
校
第
四
微
苕
鹈
了
。

〓

月
牛
达
0
市

谷
学
校
下
等
小
学
校
第
三
橛
砻
愍
了
°

金
之
助
泫
笑
家
(
港

畏
兄
大
助
匚
勉
弥
啻
指
樽
苔
扎
6
。

大

助
泫
二
0
嗔

围
成
校
忙
在
学
中
下
南

°
走
b
ι

∽
°

今
月

 
媲
原
夫
埽
0
固

(
雕

婚
汾
成
立
°

五
月
、
第
八
橛
、
第
七
舨
啻
同
峙
怔
胳
了
°
+
一

月
丶
同
第

六
徼
第
五
微
啻
同
畸
忙
貉
了
°

二
O
年

末
、
金
之
助
吐
媳
原
家
k
在

籍
Ο
嵌
吝
、
菱
母
占
共
汇

夏
目
家
匚
引
巷
取
b
札

弓
°
 
引
巷
取
b
扎

汔
後
屯
、
初
b
汇

,
b
泣

、
辶
扎
圭
(
通

9
奏

父
母
啻
笑
O
而

舰
、
菖
克
夫
埽
啻

祖
父
母
占
扣
屯

0
(
∽

t
°

春
嗔
蕴
原
昌
之
助
灬
旧
幕
臣
O
未

亡
人
日
根
野
力丶
0
占

交
涉

笆
屯

0
走

匚
占
力丶

b
、

夫
埽
圊
o
不

和
灬
生

0
、

奏
母
扛
共
汇
一

时
夏
目
家
k
厌

6
°

ι
力丶
ι
金
之
助
吐
尸
籍

上
蕴
原
家
Ο
畏
男
、

尸
主
(
南

°
(
、

雕
婚
占
泱
薏
ι
走
奏
母
泫
金
之
助
砻
蕴
原
家

^

遐
扌
。
羲
父
力、

0
及

0
乏

Ο
遵
扎
子
扎
~
占

浅
草
寿
町
十
番
地
汇

仕
杪
°
‘
月

 
公
立
O
浅

草
寿
町
尸
田
小
学
校
下
等
小
学
校
第
八

湫
k
入

学
寸
弓
。



夏 目漱石年揩

明治二+年
(1887)

明治十九年
(1886)

明治十八年

(1885)

明治十七年
(1884)

明治十六年

(1883)

明治十五年

(1882)

明治十四年
(1881)

二十箴 十九箴 十八箴 +七蒇 十六年 十五葳 十四葳

三
月
、
辰
兄
大
助
肺
穑
核
(
死

去

⌒享
年

∞
0

六
月
、
次
兄
泶
之
助
肺
精
核
(
死

去
⌒享
年
浅
ˇ

九
月
、
三
兄
茴
矩
灬
夏
目
家
玄
相
碛
°

金
之
助
丶
高
等
中
学
校
予
科

一
极
k
追

徼
°
中
村
导

公
b
嫌

合
匚
避
0
、

富
士
山
匚
登
0
走

、
匚
弓
J
厶

急
性
卜
’
示

l
厶

忙
小
力丶

9
、

实
家
^
昃

0
t
°

四
月

 
大
学
予
偏
罔
灬
第
_
高

等
中
学
校
占
改
称

♂
扎
6
°

七
月

 
腹
膜
炎
O
走

D
高

等
中
学
校
予
科

一
橛

^

0
避

触
款
黢
啻
受
汀
b
扎

矿
、
成
艏
屯
恶

<
(
落

第
寸

6
。

二
扎
灬
酝
檄
芒
惫

0
<
子

O
後

泳
卒
桨
基
(
首

庶

(
通

ι
走

o

九
月

O
J
乙

自
活
砻
决
意
ι
中
村
占
本
所
0
江

萸

羲
塾

⌒私
塾

ǒ
教

铞
芒
惫
9
、

塾
o
寄

宿
舍
怔
酝
居
°

月
耠
∞
田
°

中
村
是
公
丶
橘
本
左
五
郯

b
芒

丶
神
田
猿
粢
町

O

木
富
屋
忙
下
宿
ι
(
通

学
寸
6
°

九
月
、
束
京
大
学
予
筛
明
予
科
忙
入
学
、
学
昃
泫
杉

佣
重
刚
。
入
学
菖
後
、
盲
蜴
炎
江
力丶
力丶

0
t
°

一
峙
变

豕
^
埽

6
°

八
月

 
大
学
予
偏
罔
啻
受
黢
寸
弓
走
b
、

神
田
暧
河

百
O
成

立
学
舍
匚
入
学
ι
英
鼯
啻
学
茅
°
同
橛
忙
橘
太

左
五
郎
丶
太
田
逢
人
汾
∽
芍
°
橘
本
左
五
郎
占
下
宿
衤

日
炊
生
活
啻
ι
志
办
b
通

学
ι
走
二
占
乜
扬

0
走

°

夏
Ο
J
弓

二
松
学
舍
啻
退
学
ι
走
占
∽
抄
扎
6
。

漠
籍
婶
小
融
啻
藐

~
(
舆

味
啻
持
b
、

自
分
屯
婶

0

飞
黔
上

,
占

思
,
灬

、
最
兄
加
b
文

学
泫
娥
桨
江
漶
沦

b
志

卜
扛
叱
薰
♂
扎
6
°

_
月

 
母
千
枝
没
°
府
立
第

一
中
学
校
啻
中
退
°

四
月
、
三
岛
中
洲
O
澳

文
塾
二
松
学
舍
匚
蛎
矿
弓
。

七
月
、
同
第
三
极
第

一
磔
胳
了
°

十

一
月
、
同
第
二
极
第
三
睬
胳
了
°

夏 目漱石年蹭

明治二十五年
(1892)

明治二+四年
(1891〉

明治二+三年
(1890)

明治二+二年
(1889)

明治二十一年
(I888)

~十五蒇 二+四箴 二十三葳 二十二蒇 二+一箴

四
月
、
分
家
ι
丶
北
海
道
平
民
∠
志
0
走

⌒北
海
道
後
志
国
岩
内
郡
眸

上
町
十
七
版
地
浅
田
仁
三
郎
k
移

籍
ˇ
°
徵
兵
啻
避
汁
弓
走
吵
占
考
冫

6
扎

(
∽

芍
°

五
月
、
西
祝
0
推

蔫
(
、

束
京
荨
罔
学
校

⌒睨
在
0
早

稻
田
大
学
ˇ

o
萧

肺
占
浍
°
t
。

六
月
冖老
子
0
哲

学
一
⌒文
科
大
学
柬
洋
哲
学
揄
文
ˇ
轨
簟
°

七
月

η哲
学
雉
蒜
〓
镉
集
委
曼
占
志
0
走

。
同
月
子
规
灬
学
年
弑
酴

仔
落
第
ι
退
学
°
漏
省
寸
白
子
规
冱
芒
屯
匚
固
西
旅
行
忙
出
、
中
国
丶

四
国
屯
回
6
°

八
月
、
松
山
忙
子
媲
怔
勖
沧
6
°

二
0
嘎

高
浜
虚
子
占
会
0
走

°

九
月
子
规
占
占
屯
匚
坪
内
迨
遥
啻
葫
裕
汔
°

十
月
、
 
冖文
擅
匚
拈
汁
6
平

等
主
羲
0
代

表
者
 
,
才

”
卜
、
示
彳

冫
卜
々
冫
O
萧

k
0
∽

(
一

 
⌒哲
学
雉
萧
ˇ
寄
稿
°

十
二
月
、
翻
欹

η萧
伯
7
二

y
冫

〓
⌒同
ˇ
寄
稿
。

七
月

 
特
待
生
芒
浍
0
走

°
同
月

J
弓

、
卜
,
亦

丨
厶
(
通

0
(
l
'
丶

走
眼
医
者

⌒缺
河
台
0
井

上
眼
科
ˇ
(
会

0
走

女
O
子

怔
初
恋
ι
走
。

夏
、
中
村
是
公

b
2
富

士
山
忙
再
0
登

山
°

七
月
下
旬

 
一二
兄
O
妻

登
世
没

⌒u
箴

ˇ

八
月
、
子
规
南
(
謦

鹪
忙
、
入
学
当
初
O
抱

夤
办
崩
扎
走
二
占
啻
伛
氵

定
°

十
二
月

 
英
文
科
o
主

任
J
M
氵

亻
夕
y
冫

教
授
汇
糗
基
扎
(
召

文
融
吁
砻
英
舐
寸
芍
°

七
月

 
第

一
高
等
中
学
校
本
科
卒
桨
°

夏
、
坤
<
二

十
日
固
丶
箱
根
匚
避
s
丶

瀵
静
十
数
首
啻
作
0
走

°

九
月

 
束
京
帝
国
大
学
文
科
大
学

⌒束
大
O
前

身
凵
英
文
科
忙
入
学
十

6
°

文
部
省
耸
聋
生
占
意
0
走

⌒年
额
八
十
五
罔
ˇ
°

二
0
年

小
b
翌

年
k
力

丶
汁
(
厥

世
觏
匚
陷

0
走

°

一
月

 
正
田
子
规
占
知
9
°

影
警
忿
受
渺
6
°

【
O
交

友
灬
漱
石

O

又
学
的
生
涯
砻
泱
定
ι
走
°

五
月
、
子
睨
吐
血
、
晁
舞
∽
0
手

舐
匚
初
b
(
俳

句
啻
ι
弓

L
走

。

子
规
O
η

七
饣
0
集

匚
怔
大
∽
ι
刺
激
苎
扎
丶
 
η
冖
七
乏
,
秤

岵
〓

η初
莎
(
漱

石
占
署
名
L
轨

簟
°

八
月
、
学
友
占
厉
州
砻
抓
行
°
九
月
悬
O
杞

行
瀵
萧
文
集

〓
木
屑
绿
贮

⌒d
<
世

0
弓

<
ˇ

啻
著
寸
°
爱
媛
累
松
山
k
埽

省
中
o
子

规
忙
送
6
°

一
月

 
夏
目
家
忆
徨
籍
ι
走
、
後
籍
匚
除
ι
奏
父
宛
怔
奏
育
料
O
件

(
_
札

入
扎
t
°

 
七
月
第

一
高
等
中
学
校
予
科
砻
卒
桨
°
九
月
、
同

字
校
本
科

一
部

⌒文
科
ˇ
怔
迮
学
、
英
文
学
啻
尊
攻
寸
6
°

本
科
暹
学

旺
0
∽

(
漶

、
建
椠
家
占
志
6
走

莎
工
科
啻
望
朽
(
∽

走
小
、
米
山
倮

二
郎
o
忠

言
忙
上
9
、

文
科
志
望
匚
梦
抄
6
°

同
极
怔
法
山
田
美
妙
、
上
橛
怔
漶
川
上
眉
山
、
尾
崎
征
蘖
、
石
橘
黑

蒹
b
灬

∽
(
砚

友
社
砻
待
σ
、
二
0
年

五
月
丶
 
冖我
粢
多
文
薄
一
第

一

号
啻
凳
行
ι
(
∽

走
°

冖老
子
0
哲

学
凵
⌒文
科
大

学
柬
洋
哲
学

揄
文
ˇ

η攵
埴
k
书

汁
6
平

等
主

羲
0
代

表
者

夕
才
”
卜
、
示

亻
冫
卜
ˇ
冫

0
萧

怔
0
∽

(
〓翻

欹

η萧
伯
亍

二
y
冫

〓

冖方
丈
融
〓
英

欹
η
囿
七

晋
0

静
〓
匚

㈥
木
屑
碌
坠



夏 目漱石年鹅

明治二十九年
(1896)

明治二十八年

(1895)

明治二十七年
(189钅 )

明治二十六年
(1893)

二十九葳 二十八蒇 二十七蒇 二十六葳

四
月
、
松
山
中
学
校
苕
辞
任

 
熊
本
累
O
第

五
高
等
学
校
耱

颤
占
ι
(
赴

任
扌
石
°
 
⌒月
箱

δ
0
冂

ˇ
初
莎
、
五
高
教
授
菅

虎
雄
Ο
家
k
下

宿
扌
芍
°

五
月
熊
本
市
下
通
町
0
借

家
怔
移
石

六
月

 
熊
本
0
自

宅
(
中

根
镜
子
占
黯
婚
式
啻
南
r
走

°

七
月

 
教
授
占
飧
弓
°

九
月

 
镜
占
占
屯
匚
九
州
眯
行
°
二
O
市

内
合
羽
町
二
三
七

杳
地

⌒睨
坪
井
№
丁
目
ˇ
怔
纭
居
扌
白
°

十
月
、
教
酾
啻
々
b
上

京
ι
走
∽
二
占
二
芒
啻
中
根
重

一
相

砍
寸
白
灬
寞
现
世
矿
忙
佟
抄
°
t
°

十

一
月

冖漾
虚
碧
堂
囡
謇
匚
∠
∽
0
藏

謇
啻
铫
之
、
自
分

o

吾
萧
砻
漾
虚
碧
堂
占
名
付
叶
6
°

四
月
丶
突
然
高
等
铜
簸
学
校
扣
上
够
束
京
尊
阴
学
校
啻
辞
任

ι
、
爱
嫒
杲
寻
常
中
学
校

⌒松
山
中
学
校
ˇ
怔
英
薷
科
教
酮
七
︱

(
赴

任
°
 
⌒月
耠
留

冂
ˇ

八
月
、
日
清
戟
争
徒
蕈
中
k
喀

血
ι
走
子
规
灬
埽
娜
、
漱
石
∩

下
宿
汇
住
愈
°
松
山
O
俳

句
步
丨
夕
″

η松
凤
会
〓
江
参
加
°

十
月
上
京
寸
芍
子
规
O
送

刖
O
句

会
啻
阴
<
°

十
二
月
、
上
京
ι
碌
锬
灬
扣
二
珍
、
夤
族
院
馨
融
官
畏
中
根
莆

一
o
最

女
镜
子
占
旯
合
∽
砻
ι
婚
豹
扌
6
°

二
月

J
弓

、
肺
穑
核
0
疑

∽
啻
持
b
、

瘭
菱
忙
努
b
6

七
月
下
旬
、
伊
香
保
温
泉
木
暮
篚
匚
滞
在
。

八
月
松
嘉
怔
旅
行
寸
石
°

九
月
、
湘
南
海
岸
^
行

巷
、
二
0
嗄

小
石
川
O
菅

虎
雄
O
家

衽
下
宿

十
月

 
小
石
川
O
尼

寺
法
蒇
院
匚
移
6
°

十
二
月

 
嫌
盒
O
冂

党
寺
(
参

禅
、
积
宗
演
O
ι

占
(
⌒

翌

年
一
月
嵌
(
ˇ

。
神
鼹
衰
弱
怔
浍
弓
°

一
月
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
敲
鼯
会
(
、

 
η英
国
斋
人
∩

入
地
山
川
汇
对
扌
6
僦

念
〓
啻
萧
演
° 
冖哲
学
雉
蒜
一
怔
遵
载

兮
一

月
︱
九
月
ˇ
°

七
月

 
英
文
科
仓
卒
桨
°
帝
国
大
学
大
学
院
汇
迮
学
寸
6
°

八
月

 
学
罾
院
大
学
英
鼯
教
酾
0
就

硪
鼯
办
南
0
走

灬
、
不
翮
冖

橙
6
。

匚
0
嗄

铪
木
大
拙
O
侬

糗
(
、

世
界
宗
教
会
畿
(
融

演
扌

0
积

宗
演
0
原

稿

η体
教
小
史
匚
0
英

歌
啻
楠
正
卞
6
°

十
月

 
束
京
高
等
蛳
箍
学
校
O
英

鼯
教
酾
占
松

0
走

°

⌒年
俸
畲
0
田

ˇ

自
分
0
謇

斋
啻

漾
虚
碧
堂
L
名

付
汁
6
。

八
月
日
清
戟
争

耩
演

冖英
国
萧

人
O
天

地
山
川

匚

对

寸

局
锇

念
匚冖仫

教
小
史

L

o
英

欹
忿
楠
正

夏 目漱石年镨

明治三十三年
(1900)

明治三十二年
(I899)

明治三十一年
(1898)

明治三+年
(1897)

三十三葳 三+二蒇 三十一葳 三十蒇

四
月
教
硬
心
得
占
意
°
t
°

市
内
北
千
反
烟
七
八
番
地
文
学
精
舍

趼
忙
稣
居
°

五
月

 
文
部
省
力丶

b
英

鼯
研
究
o
走

D
满

二
年
0
英

国
留
学
砻
命

世
b
扎

6
⌒

留
学
聋
憾
年
馥
千
八
百
冂
ˇ

七
月

 
埽
京
。
妻
子
啻
妻
o
窦

家
匚
蹈
汀
尢
°

九
月
八
日

 
F
亻

ν
汽
船
'
口

亻
它
冫
号
(
横

浜
出
航
°
十
月
二

十
日
、
^
丿

刭
着
°
万
博
竟
会
啻
矜
t
丶

同
二
十
八
日
丶
口
冫

F
冫

到
着
°
市
内

㈥ρ
鬯
焉̀
终

宙
禺

匚
下
宿
°
 
三
十

一
日
口
冫
r

冫
塔
啻
矜
t
°

 
⌒
η偷
敦
塔
〓
o
素

材
占
仑
6
ˇ

°

十

一
、
十
二
月
、
s
旨

只
⒐
茗
8
〓

晶
Φ
忙
(
秆

`
教

授
0
耩

羲
啻
聪
耩
、
同
峙
k
十

二
月
小
b
冫

ェ
l
只

r
7
研

宪
家
s
⒏

∞

博
士
怔
0
巷

佃
人
教
授
砻
,
时

、
前
者
泫
舆
味
灬
b
小

矿
矿
c
婶

莎

走
灬
、
後
者
泣
翌
年
o
十

月
J
弓

基
(
通

0
走

°

十

一
月
、
市
内
g
●

二
只
<
8
邕

ˇ
筹
艮

’
Φ弓

g
8
⒐

忙
下
宿

啻
奕
之
、
°

♂
b
汇

、
十
二
月
末
、
市
内
Φ
 
〓
孑
⒏
g
:
邕

8̌
吝

g
蔫

〓

一蛋
`
8
一

匚
蚨
居
°

一
月
、
五
高
o
同

僚
奥
太
郎
占
九
州
旅
行
°

五
月

 
晏
女
肇
子
艇
生
°

六
月

 
英
鼯
科
主
任
之
浍
弓
°

九
月

 
山
川
信
次
郎
占
阿
麻
山
匚
登
局
°
 
⌒
彐
一百
十
日
L
0
材

秆
占
愈
芍
ˇ
。

三
月

 
家
主
0
埽

郯
O
汇

沙
市
内
并
川
渊
八
番
地
怔
耘
居
。
镜
子

㈨
匕
只
亍
丿

l
症

ι
￡
∽
k
激

化
°

六
月

 
寺
田
寅
彦
灬
初
b
(
勖

罔
寸
6
°

七
月

 
内
坪
井
町
七
十
八
番
地
汇
酝
居
°
十

一
、
十
二
月
、
 
η不

吕
之
言
一
 
⌒小
卜
卜
珲
只
ˇ
啻
糸
瓜
先
生
0
号

(
凳

表
°

六
月

 
父
菖
克
没
。

七
月

 
镜
占
占
屯
k
上

京
、
膏
族
院
謇
葩
官
辰
官
舍
怔
宿
泊
°

基
b
凇

<
妻

灬
流
廑
ι
、
病
後
嫌
盒
材
木
座
乱
橘
河
内
屋
忙
耘
地
癀

莨
°
妻
o
旯

舞
∽
占
汪
屯
怔
根
案
岸
庵
o
病

床
o
子

煜
砻
旯
舞
0
走

°

九
月

 
大
江
村
四
百

一
番
地
枉
蕲
居
。

十
月
末
、
妻
埽
白
°

暮
扎
小
b
翌

年
正
月
汇
小
渺
(
、

山
川
信
次
郎
担
小
天

⌒扣
南

基
ˇ
温
泉

⌒熊
本
燥
玉
名
市
浜
屋
ˇ
忆
脒
行
° 
?
〓

O
嗔

O
炅

茼

吐

冖蕈
枕
L
0
薰

材
担
桉
芍
ˇ
°

冖不
一盲
之
〓一一Ξ

糸

瓜
先

生
0
号

(

凳
表



夏 目漱石年鹃

明治三+七年

(1904)

明治三十六年
(1903)

明治三十五年
(1902)

明治三十四年

(1901)

三+七葳 三+六葳 三十五蒇 三十四蒇

一
月
、
二
月
英
文
学
Ο
秤
黼
、
翻
欹
忿

η帝
国
文
学
〓

冖英
文
学
嚣
萧
〓
江
凳
表

四
月

 
明
治
大
学
耩
蛳
啻
兼
任
°

五
月
新
体
静

冖徒
簟
行
〓
⌒帝
国
文
学
ˇ
凳
表

夏
、
 
冖文
学
腧
一
静
羲

'
l
卜

啻
作
成
o
傍

b
新

侏

萧
·
俳
体
萧
浍
ε
啻
走
ι
浍
黔
°

十

一
月
丶
十
二
月
、
新
体
萧
丶
俳
体
萧

一尼
〓
⌒虚
二

芒
合
作
凵
⌒示
卜
卜
豸
只
ˇ
凳
表
°
十
二
月

 
亠鬲
浜
虚
二

o
锄

沙
(
、

文
蕈
会

冖山
会
匕
(
〓

吾
蕈
泫
猫
(
扬

芍

砻
凳
表
扌
白

一
月
丶
香
港
、
畏
崎
玄
鼹
(
神

卢
忙
上
陲
°
二
四
日
睡

跆
柬
京
匚
着
<
°

二
月

 
束
京
市
本
郯
区
朐
达
千
肽
木
五
十
七
番
地

冖Ψ

只
区
千
肽
木

一
丁
目
凵

⌒以
前
江
畴
外
居
住
ι
走
家
(
、

义
填
漂
谶
扬
哆
ψ
忆
粝
居
。

四
月

 
第

〓
呙
等
学
校
耩
酾

⌒年
俸

d
0
田

ˇ
、
束
肓

帘
国
大
学
文
科
大
学
英
文
科
耩
酮
⌒年
俸

留
0
冂

ˇ
啻
蒹

士
°

㈣
月
圭
(
、

大
学
(
冖

英
文
学
形
式
揄
吐
啻
耩
羲
、
神

栓
衰
弱
再
够
高
ι
、
的
二
小
月
妻
子
占
别
居
、
平
o
固

冖文
学
瀚
〓
蘸
羲̀

l
卜

旮
作
成
、
九
月
力丶

b
大

学
下

阑
鼹
ι
t
°

六
月
丶
 
冖自
酝
萆
日
靛
匚
 
⌒示
卜
卜
午
只
ˇ
啻
凳
羡

卞
月
月

 
一二
女
泶
子
涎
生
°

卞
一
月

 
神
鼹
衰
弱
再
凳
。
翌
年
五
月
J
乙

吝
(
航

<
^

°
巷
0
6
巷

冖文
学
揄
一
著
述

O
t
b
蓣

謇
占
`
l

卜
匚
尊
念
ι
走
°
九
月
神
鼹
衰
弱
灬

0
O
9
、

凳
狂
∩

,
抄

♂
沦
日
本
k
标

b
0
尢

°

氕
分
蛎
换
o
走

b
自

稣
革
O
稽

古
啻
ι
走
°
 
⌒
冖自
莽

罩
日
琵
〓
O
素

材
占
桉
6
°

卞
月

 
只
0
冫

卜
’

'
F
旮

眯
行
ι
走
°

留
学
期
罔
满
期
、
十
二
月
五
日

 
口
冫

F
冫

啻
走

0

(
埽

国
o
途

汇
0
卜

走
°

一
月

 
次
女
恒
子
涎
生
°

四
月

 
市
内

'
g
〓

∞
匚
移
戆
°

土
月

 
池
田
菊
苗
灬
来
(
丶

二
力
月
固
同
宿
寸
石
。
蚰

田
O
影

警
啻
受
汁
(
η

文
学
翰
一
o
著

述
啻
静
画
寸
6
^

~
R
冖

 
 士叩
亠㈣
≡
∞
冖
 冖
’
Φ 

0
’

Φ
仍
ο
Ǒ
冖

Φ
°
’日
●日

∪g
悬

p
⒏

邑
g
ˇ

∞
≤
冷
匚
移
轹
。
二
0
下

宿
匚

二
屯

0
(
埽

国
基
(
冖

文
学
揄
〓
o
著

述
匚
没
殒
寸

6
°

留
学
聋
0
不

足
占
孤
独
感
小
b
神

鼹
袁
弱
匚
陷

z
0
°

英
文
学
o
秤

榆
、

η帝
国
义
学
一

蕞
蒜
匚
匚
凳
表

冖徒
覃
行
吐

俳
体
萧

冖
尼
一

⌒虚
子
∠

合
作
凵

二
月
日
露
戟
争

英 翻
文 歌
学 旮

η自
耘
革
日
融
一

簟月
年 δ
g日

正
同
子
熳
没

夏目漱石年蹭

明治四十年
(1907)

明治三十九年
(1906)

明治三十八年

(1905)

四十葳 三十九箴 三十八箴
~
月

 
冖
鞴
筢
吐
 
⌒春
踢
堂
(
刊

行
ˇ
 
η野
分
匚
⌒
η示

卜
卜
芊
只
〓
ˇ
 
 

η写
生
文
匚
 
⌒嬴
壳
新
罔
ˇ

二
月

 
朝
日
新
固
钍
入
社
O
静

灬
起
匚
6
°

二
月

 
冖束
京
朝
日
新
固
匚
主
簟
池
迈
三
山
O
葫

罔

旺
上

°
(
入

社
砻
决
意
寸
6
。

 
⌒月
耠

№0
0
冂

他
怔

寰
阜
ˇ
帝
国
大
学
、
 
一
高
忙
辞
表
砻
出
ι
走
°
月
末

小
b
四

月
匚
力丶
时
(
京

都
·大
阪
啻
旅
行
ι
饪
°
0
睫

买
人
草
匚

四
月

η京
怔
着
叶
6
夕

匚
⌒朝
日
新
圊
ˇ

冖文
芸
0
哲

学
的
基
楗
〓
啻
束
京
美
衍
学
校
(
出

耩
演

⌒五
︱
六
月

冖朝
日
新
圊
一
忙
遵
载
ˇ

一
月

 
冖趣
味
o
遣

佞
匚
⌒
勹帝
国
文
学
〓
ˇ

四

月

 
η
坊

°
b
七

”

匚

⌒

冖
小

卜

卜

牟

只

匚

ˇ

五
月

 
㈠漾
虚
集
峻
 
⌒大
食
蔷
店
ˇ
出
版

七
月

 
η吾
翡
漶
猫
(
扬

弓
〓
脱
稿
完
秸

八
月

 
一二
女

 
泶
子
束
大
病
院
忙
入
院

九
月

 
冖草
枕
〓
 
⌒
η新
小
融
〓
ˇ
、
岳
父
死
去

十
月

 
冖二
百
十
日
←
⌒
冖中
央
公
翰
〓
ˇ

十

一
日

 
第

一
回

冖木
曜
会
匚
 
⌒每
迥
木
曜
日

啻
面
会
日
占
ι
、
罔
下
生
占
悉
敲
寸
6
会

合
ˇ

十

一
月

 
〓吾
薰
泣
猫
(
扬

6
坠

中
镉
大
盒
蔷
店

服
部
蔷
店
扶
吵
出
版
°

+
二

月

 
本
绑
区
西
片
町
十
番
地

3
`
七

号

⌒猊

·
文
京
区
西
片

冖
丁
目
ˇ
汇
鞋
居

一
月

冖吾
鬻
泫
猫
(
扬

弓
一
⌒
冖小
卜
卜
珲
只
匚
ˇ

冖偷
敦
塔
一
⌒
η帝
国
文
学
〓
ˇ
冖力

l
,
亻

”
博
物

即
一
⌒
η粤
镫
匚
ˇ
 
忙
凳
表

二
月

冖吾
纛
吐
猫
(
南

局
〓
 
⌒航
镉
ˇ
⌒
冖示
卜
k

干
只
匚 ̌

三
月
明
治
大
学
(
一

偷
敦
Ο
7
烹

二l
'
`
冫

卜

礴
演
ι
汔
°

四
月

 
冖幻
影
o
盾

匚
⌒
冖示
卜
卜
珲
只
一
ˇ

六
月

 
η琴
0
亏

b
音

一
⌒
冖七
人
一
ˇ

九
月

 
冖
一
夜
匚
⌒
冖中
央
公
黼
匚
ˇ

十
月

冖
吾
辈
漶
猫
(
南

白
吐
上
俪

⌒服
鄯
蕾
店
ˇ

出
版
°

十

一
月

 
η薤
露
行
匚
⌒
冖中
央
公
硫
〓
ˇ

十
二
月

 
四
女
爱
子
涎
生
°

二
0
年

五
月

J
弓

丶
教
槭
忙
留
漾
6
^
巷

力丶
文
学

石
小
0
迭

狄
忙
煨
罔
ι
走
°
匚
O
年

屯
神
搔
衰
退

一

逍
一
退
。

〓
鹁
能
坚

η野
分
匚

冖军
生
文
匚

η京
江
着
时
6
夕

匚

冖文
芸
0
哲

学
的
基
髓
匚
耩
演

η趣
味
o
遣

佞
〓

冖坊
0
b
坤

杉
匚

〓漾
虚
集
坠

冖革
枕
吆

η二
百
十
日
匚

冖吾
辈
噫
猫
(
南

6
匚

冖偷
敦
塔
匚

冖力
丨
’
亻
”
博
物
筋
〓

冖幻
影
Ο
盾
一

冖琴
O
子

b
音

匚

冖
一
夜
匚

冖薤
露
行
匚



夏目漱石年蹭

明治四十二年
(1909)

明治四十一年

(1908)

四+二葳 四十一蒇

一
月

 
冖永
日
小
品
〓
⌒
η朝
日
新
罔
〓
三
月
基
(
连

戴
ˇ

三
月

冖
文
学
秤
揄
岵
 
⌒春
踢
堂
ˇ

五
月

 
冖/
'
圹

亻
只
0
卦

〓
 
⌒
冖国
民
新
罔
匚
ˇ

六
月

 
冖子
扎
小
b
〓

凳
表
⌒十
月
基
(
遵

载
ˇ

九
月

 
中
村
是
公
0
招

待
(
满

州
⌒当
峙
ˇ
占
朝
僻

⌒当

盱
ˇ
啻
旅
行
寸
6
°

十
月

 
η满
鞲
占
匚
弓
 
 

匕
⌒
冖朝
日
新
罔
匚
遵
戢
ˇ

十

一
月
二
十
五
日

 
㈠朝
日
文
芸
楠
匚
啻
劓
骰
、
主

宰
寸
石
°

一
月

 
冖坑
夫
匕
⌒四
月
吝
(
遵

鼓

、̌
虚
子
著

㈥
黯
殒
〓

o
序

文
啻
蔷
巷

⌒冖朝
日
新
圊
匕

 
㈠虞
美
人
草
岵
 
⌒春

踢
堂
刊
行
ˇ

二
月

 
冖刽
作
家
0
熊

度
匚
砻
耩
演
⌒四
月

冖芯
卜
卜

礻
只
一
ˇ

四
月
∽
b
Φ

芍

冖煤
娌
吐
事
件
起
二
弓
°
森
田
草
平
扣

目
宅
忙
引
巷
取
9
冖

煤
娌
匚
0
孰

簟
啻
勘
莎

⌒翌
年

一

月
小
b
五

月
、
 
冖朝
日
新
固
匚
连
戴
ˇ
 
冖
冖
坑
夫
〓

0

作
意
占
自
然
派
倨
奇
派
o
交

涉
匚
 
⌒
冖文
章
世
界
〓

(

凳
表
ˇ

五
月

 
η文
舄
〓
?
大

阪
朝
日
新
固
〓
、
後

δ
月

冖示

卜
卜
豸
只
〓
k
一

括
蛎
载
ˇ

七
月

 
η萝
十
夜
匕
⌒八
月
嵌
(
ˇ

九
月

 
冖三
四
郎
吐
⌒十
二
月
求
(
ˇ

 
勹草
枕
吐
 
⌒春

踢
堂
(
出

版
ˇ

十
二
月

 
次
男
伸
六
涎
生

五
月

 
冖入
社
o
辞

一
丶
 
η
冖
虞
美
人
草
坠
予
告
匚

⌒
冖朝
日
新
固
匕

k
凳

表
ˇ

五
月
囿
文
学
揄
坚
大
窟
謇
店
、
罕
囗辈
泫
猫
(
南

6
匕

下
俪
大
合
蔷
店

·
服
部
謇
店
上
,
出

版
°

六
月

 
晏
男
触

一
涎
生
°
 
冖虞
美
人
草
一
 
⌒
冖朝
日

新
圊
匚
十
月
基
(
遵

载
°
子
0
後

o
小

融
法
寸
^
(

冖朝
日
新
圃
一
K
揭

载
♂
扎
6
ˇ

稔
理
大
臣
西
圜
寺
公
望
小
b
文

士
招
待
会

⌒雨

声
会
ˇ
怔
招
小
扎
芍
灬
断
芍
°

九
月

 
早
稻
田
南
町
七
番
地

⌒睨
新
宿
区
早
稻
田
南

町
 ̌
^
轹

居
°
胃
病
忙
苦
ι
愈
°

十
月

J
6
静

曲
砻
眩
Ε
眇
尢

十

一
月
虚
子
著

㈠孺
竣
匕
0
序

文
啻
孰
肇
°

P
水

日
小
品
匚

冖
文
学
秤
黼
匕

η/
'
氵

亻
只
O
卧

匚

η子
扎
力丶

b
匚

冖
满

赣

之

二
乙
r
二

乙

匚

冖坑
夫
一

冖劓
作
家
o
悲

度
一
哲
静
演

η文
舄
匚

冖萝
十
夜
匚

η三
四
郎
匚

㈥
草
枕
匕

冖虞
美
人
草
匚

冖
羯
顽
吐
0
序

文

夏 目漱石年揩

明治四十五年
(1912)

明治四十四年
(1911)

明治四十三年

(1910)

四十五葳 四十四箴 四+三箴

一
月

 
冖彼
岸
遇
迄
〓
⌒四
月
基
(
遵

裁
ˇ

二
月

 
池
迈
三
山
没

 
葬
橇
江
出
席

四
月

 
石
川
啄
木
0
葬

傣
忙
出
席

t
月

三
十
日

 
明
治
天
皇
崩
御

 
大
正
啻
改
元

八
月

冖明
治
天
皇
奉
悼
之
辞
一
 
⌒
冖法
学
裼
会
雉
懿
一
忙
葵

汞
ˇ

几
月

 
㈠
彼
岸
遇
迄
匕
 
⌒春
踢
堂

 
出
版
ˇ
、
同
月
徇
_
榈

圃
佐
藤
病
院
忙
入
院
、
痔
啻
再
手
衍
ι
尢
°

十
二
月

 
〓行
人
匚
⌒翌
年
十

一
月
基
(
连

蕺
ˇ

一
月

冖
罔
岵
 
⌒舂
踢
堂
ˇ

二
月

 
文
学
博
士
号
辞
退
°
退
院
°
°

六
月

 
畏
野
累
、
新
湍
杲
^
夫

人
同
行
(
藩

演
抓
行
°
 
η拗

育
左
文
芸
〓
桉
r
啻

耩
演

八
月
束
京
忿
尢
b
 

朗
西
^
耩

演
脒
行
°
十
三
日

冖道
粢
冫

泐
桨
L
 
⌒明
石
ˇ
、
十
五
日

η况
代
日
本
0
朋

化
匚
 
⌒和
歌

山
ˇ
、
十
七
日

冖中
味
∠
形
式
匚
 
⌒蟒
ˇ
丶
同
日

冖文
芸
冫

道
德
〓
 
⌒大
阪
ˇ
砻
耩
演
。
佟
了
後
、
胃
清
痨
再
凳
ι
、
大

阪
(
入

院
寸
白
°

九
月

 
埽
京
丶
痔
疾
啻
乎
衍
扌
白
°

十
月

冖朝
日
文
芸
镧
ι
怔
逵
载
中
0
森

田
草
平

冖自
叙
仫
一

涂
社
内
(
罔

题
化
ι
主
肇
池
迓
三
山
灬
辞
瞄
、
漱
石
泫
朝
日

文
芸
稠
o
晓

止
怔
上

0
(
辞

表
啻
提
出
十
6
灬

慰
留
♂
扎

一°
。

月
二
十
九
日

 
雠
子
突
然
死

⌒死
因
沦
不
明
(
扬

饣
O
畸

o
後

悔
灬
後
年
漱
石
0
遣

体
解
剖
汇
蘩
灬

6哆 + _
月

〓
饣
扎
小
b
坠

⌒春
踢
堂
ˇ
、
冖束
洋
美
衍
囡
蹭
〓
⌒
冖韶

日
新
圊
一
ˇ

三
月

 
冖罔
〓
凳
表
⌒六
月
基
(
ˇ

 
五
女
雕
子
涎
生

六
月

 
胃
镬
疬
0
走

b
辰

车
胃
踢
病
院
忙
入
院
°

八
月

 
耘
地
癀
菱
匚
修
善
寺
温
泉
菊
屋
旅
鲼
汇
滞
在
寸
6
。

八
月
二
+
四

日
大
量
吐
血
ι
危
篇
状
悲
k
陷

6
灬

、
次
第
汇

回
篌
寸
芍
°

十
月

 
埽
京
ι
、
辰
每
胃
踢
病
院
江
入
院
寸
芍
°
∽
扫
吵

6
“

修
善
寺
O
大

患
”

(
、

大
巷
柱
蛎
锱
∠
惫
ハ
走
°

η思
∽
出
寸
事
柱
ε
匕
⌒
η朝
日
新
圊
一
 
十
月
二
十
九

日

力丶

b
翌

年

二

月

圭

(
ˇ

η彼
岸
遇
迄
〓

冖明
治
天
皇
奉
悼
之

辞
匚

η
罔
坚

η教
育
芒
文
芸
匚
耩

演
冖道
粢
占
碱
奖
匚

冖
睨

代

日
本
o
脚

化
匚冖中

味
L
形

式
一

冖文
芸
占
道
德
匚

冂
悬
扎
小
b
匕

冖束
洋
美
衍
囡
稽
匚

一阳
匚

冖
思

∽
出
扌

事

浍

r
〓



夏 目漱石年蹭

大正五年

(1916)

大正四年

(1915)

大正三年
(1914)

大正二年

(1913)

四十九箴 四十八箴 四十七蒇 四十六葳

一
月

一
日

 
η点
殒
碌
〓
 
⌒朝
日
ˇ
 
⌒
一
月
二
十

一
日
茧
(
≡

丿
亠l

ˇ

千
治
癔
O
走

b
埸

河
原
温
泉

⌒
行
<
°

四
月
 
丿
二
丨
々
千
(
港

桎
<
糖

尿
病
占
判
明
、
七
月
上
囱

萤
(
医

雨
真
翩
嘉

一
郎
0
治

瘵
啻
受
渺
6
°

五
月
七
日
小
b
十

日
固
惬
r
胃

溃
疬

⌒六
度
目
ˇ
0
走

莎
病

队
°

同
五
月
二
十
六
日

 
㈠明
暗
〓
⌒+
二

月
十
四
日
未
完
0
亲

十

遵
载
胳
了
ˇ

一
月
十
三
日

 
冖硝
子
声
o
中

匚
兮
一月
二
十
三
日
茧
(
ˇ

潼

蕺二
月
末

 
亠只
都
旆
行
°
五
度
回
Ο
胃
溃
疬
(
病

队
°
黑
母
嫡

甬
田
奋
♂
没
°

四
月

 
埽
京
°
 
冖
硝
子
卢
0
中

匕
 
冖自
装
凵
 
⌒岩
波
謇
店
ˇ

山
版

^
月

 
冖道
草
〓
 
⌒九
月
十
日
基
(
ˇ

⌒朝
日
ˇ

卞
二
月

 
芥
川
能
之
介
·久
米
正
雄
灬
木
曜
会
k
参

加
扌
白
°

_
月

㈠
行
人
L
⌒

大
盒
謇
店
(
出

版
ˇ

四
月
二
十
日

 
→心

 
先
生
O
遣

謇
〓
⌒s
八

月
三
十
日
、
∩

b
冖

二
`
弓

〓
之
改
题
ˇ
⌒朝
日
(
遵

载
ˇ

儿
月

 
四
度
目
0
胃

横
嬷
(
一

夕
月
病
队
°

卞
月

 
㈥
二
二
弓
〓
 
⌒岩
波
窨
店
ˇ
出
版

卞
一
月

 
薷
演

冖私
0
佃

人
主
羲
〓
⌒学
罾
院
鞴
仁
会
ˇ

~
月

、
神
鼹
衰
弱
灬
再
凳
丶
六
月
吝
(
脘

<
°

二
月
耩
演
集

冖
社
会
占
自
分
L
⌒

笑
蘖
之
日
本
社
怔
出
版
≡

三
月
耒

 
胃
溃
疬
再
凳

⌒三
度
目
ˇ
丶
五
月
茧
(
自

宅
衤

肭
队
°

四
月
七
日

冖行
人
匚

(
中

艳

九
月

 
冖行
人
〓
0
觥

俪
冖麈
劳
〓
啻
凳
表
⌒十

一
月
完
箱
ˇ̂

二
O
年

江
北
海
遒
力丶

b
移

籍
ι
τ
丶
束
京
府
平
民
匚
庚

一°
°

冖点
蹊
绿
〓

η明
暗
匚

㈥
硝
子
尸
0
中

坠

冖道
草

L

冖
’吐
一̌厶'
匕

蘸
演

冖私
o
佃

人
主
羲
〓

冖行
人

L

耩
演
集

曰社
会
占
自
分
坠

夏 目漱石年融

十
一
月
十
六
日
丶
最
後
o
木

嚯
会
左
愈

0
走

°

十
一
月
二
十
二
日
 
胃
溃
疬

⌒七
度
目
ˇ
再
凳
ι
队
床
寸
6
°

谷
憩
泫
次
第
匚
慝
化
ι
走
。

二
十
八
日
大
内
出
血
、

十
二
月
二
日
、
再
度
大
内
出
血
(
艳

对
安
静
、
面
会
榭
铯
芒

父
0
t

十
二
月
九
日

 
午
後
六
峙
四
十
五
分
、
胃
澧
疬
匚
上
畛
死
去
°

大
人
小
b
解

剖
0
凳

羲
灬
南
9
、

决
定
♂
札
弓
。

十
二
月
十
日

 
遭
体
o
解

剖
灬
柬
京
帝
国
大
学
医
科
大
学

(

行
b
扎

6
°

钠
刀
眩
最
阜
又
郎
°

十
二
日
午
前
十
畴
青
山
萧
埸
(
葬

橇
°
尊
雨
吐
秋
宗
演
灬

0
占

眇
t
°

戒
名

η文
献
院
古
道
漱
石
居
士
叮
°
十
二
月

+

三
日

 
骨
拾
∽
°

十
二
月
十
四
日

 
η明
暗
〓
o
连

载
灬
鼹
了
扌
局
°

十
二
月
二
十
八
日

 
雒
司
夕
谷
墓
地
(
埋

骨
式
°


