
随
想
「
空
車
」
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
四
月
二
三
日
に
書
き
上
げ

ら
れ
、
同
年
七
月
六
、
七
日
の
両
日
「
東
京
日
日
新
聞
」
、
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

（
１
）

に
発
表
さ
れ
た
。
森
鴎
外
は
同
年
四
月
一
三
日
約
三
五
年
務
め
た
陸
軍
軍
医

総
監
、
陸
軍
省
医
務
局
長
を
辞
任
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
は
辞
職
直
後
執
筆

（
２
）

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
鴎
外
五
五
歳
、
こ
の
時
期
の
「
心
の
表
白
」
を
綴

（
３
）

っ
て
い
る
と
さ
れ
、
「
鴎
外
エ
ッ
セ
イ
の
白
眉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
」
な
が

ら
、
「
在
来
か
ら
鴎
外
後
期
の
創
作
態
度
や
精
神
を
語
る
も
の
と
し
て
諸
家

（
４
）

に
引
用
さ
れ
る
」
に
留
ま
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
作
品

と
し
て
の
魅
力
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
な
が
ら
分
析
、
意
味

づ
け
を
試
み
、
鑑
賞
を
深
め
て
い
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
当
時
の
鴎
外
の

（
芦
○
）

「
精
神
内
部
」
の
有
様
に
つ
い
て
も
考
察
で
き
た
ら
と
憶
っ
て
い
る
。

序

森
鴎
外
「
空
車
」
考

森
鴎
外
「
空
車
」
考

「
空
車
」
は
大
き
く
二
章
に
分
れ
る
。
第
一
章
は
、
〈
空
車
〉
と
い
う
語

を
中
心
に
〈
古
言
〉
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
は
次
の
よ
う

に
始
ま
っ
て
い
る
。

む
な
ぐ
る
ま
は
古
言
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
け
ば
昔
の
絵
巻
に
あ
る
や

う
な
物
見
車
が
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
。
総
て
古
言
は
そ
の
行
は
れ
た
時
と

所
と
の
色
を
帯
び
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
其
侭
に
取
っ
て
用
ゐ
る
と
き
は
、

誰
も
其
間
に
異
議
を
挟
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
さ
う
ば
か
り
し

て
ゐ
る
と
、
其
訶
の
用
ゐ
ら
れ
る
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
。
此
範
囲
は
ア

ル
シ
ャ
イ
ス
ム
の
領
分
を
限
る
線
に
由
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
其

詞
は
擬
古
文
の
中
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
窮
屈
で

あ
る
。

－
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筆
者
は
、
〈
古
言
〉
が
「
其
詞
の
用
ゐ
ら
れ
る
範
囲
が
狭
め
ら
れ
」
、
ア
ル

シ
ャ
イ
ス
ム
含
月
冨
厨
日
①
）
、
つ
ま
り
古
語
の
懐
古
趣
味
に
陥
っ
て
い
く

傾
向
を
指
摘
す
る
。
擬
古
文
に
お
い
て
は
こ
の
「
窮
屈
感
」
が
。
層
甚
だ

し
く
な
っ
て
来
」
て
い
る
現
状
を
石
川
雅
望
の
「
都
の
手
振
」
や
「
北
里
十

二
時
」
等
の
作
品
に
看
て
取
っ
て
い
る
。
「
都
の
手
振
」
は
文
化
六
（
一
八

○
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
古
着
市
、
見
世
物
や
旅
館
な
ど
江
戸
の
風

俗
を
擬
古
文
体
で
記
し
た
随
想
で
あ
る
。
「
北
里
十
二
時
」
は
新
吉
原
遊
郭

の
異
名
北
里
の
一
日
を
雅
文
体
に
て
ス
ケ
ッ
チ
風
に
描
い
た
滑
稽
本
（
刊
行

年
未
詳
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
例
に
挙
げ
、
「
擬
古
文
で
さ
へ
あ
る

な
ら
、
文
の
内
容
が
何
で
あ
ら
う
と
、
古
言
を
用
ゐ
て
好
い
か
」
と
問
い
、

「
必
ず
し
も
さ
う
で
無
い
」
と
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
擬
古
文
で
の

〈
古
言
〉
使
用
も
「
文
体
に
ふ
さ
は
し
く
な
い
内
容
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
結

果
的
に
読
者
の
「
受
用
」
、
享
受
、
鑑
賞
を
損
ね
る
と
記
す
。
筆
者
は
「
保

守
の
見
解
に
の
み
安
住
し
て
ゐ
る
窮
屈
に
堪
へ
な
い
」
心
境
を
告
白
し
た
う

え
で
、
守
旧
派
の
見
解
に
動
じ
ず
、
「
口
語
体
の
文
に
於
て
も
」
平
然
と
し

た
態
度
で
〈
古
言
〉
を
「
著
意
し
て
敢
て
用
ゐ
る
」
必
要
性
を
強
調
す
る
。

〈
古
言
〉
が
「
擬
古
文
の
中
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
」
な
い
こ
と
に
留
意
し
、
「
不

用
意
に
古
言
を
用
ゐ
る
」
皮
相
性
を
牽
制
し
つ
つ
、
「
口
語
体
の
文
」
に
於

て
も
意
識
し
て
〈
古
言
〉
を
使
用
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
。
〈
古
言
〉
の

も
つ
「
宝
」
を
生
か
し
つ
つ
、
さ
ら
に
〈
古
言
〉
に
「
新
な
る
性
命
を
与
へ

る
」
行
為
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
言
葉
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
言

葉
は
「
そ
の
行
は
れ
た
時
と
所
と
の
色
を
帯
び
」
る
と
い
う
時
代
「
固
有
の

第
二
章
は
、
〈
空
車
〉
と
い
う
〈
古
語
〉
を
実
際
に
口
語
文
で
用
い
（
る

こ
と
を
試
み
た
）
た
文
章
で
あ
る
。
前
章
で
「
文
自
体
に
於
て
は
猶
調
和
を

保
つ
こ
と
が
努
め
ら
れ
て
」
い
る
が
、
文
自
体
か
ら
「
古
言
を
引
き
離
し
て

今
体
文
に
用
ゐ
た
ら
ど
う
で
あ
ら
う
。
極
端
な
例
を
言
へ
ば
、
こ
れ
を
口
語

体
の
文
に
用
ゐ
た
ら
ど
う
で
あ
ら
う
」
と
発
意
し
、
自
ら
「
文
章
を
愛
好
す

る
人
は
之
を
見
て
、
必
ず
や
憤
慨
す
る
で
あ
ら
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。

「
古
言
を
其
中
に
用
ゐ
た
の
を
見
た
ら
、
希
世
の
宝
が
粗
暴
な
手
に
由
っ
て

段
た
れ
た
の
を
惜
ん
で
、
作
者
を
随
と
せ
ず
に
は
ゐ
ぬ
で
あ
ら
う
」
と
口
語

体
の
な
か
で
〈
古
言
〉
を
使
用
す
る
こ
と
が
、
世
に
も
稀
な
宝
物
を
壊
し
た

人
間
の
浅
薄
さ
に
瞼
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
こ
の
当
時
〈
古
言
〉

を
口
語
体
に
用
い
る
こ
と
が
如
何
に
荒
唐
無
稽
で
あ
っ
た
か
が
窺
い
知
れ
る

文
章
で
あ
る
。
そ
の
「
分
疏
」
は
、
前
章
に
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ

ブ
ハ
》
Ｏ

こ
れ
ま
で
〈
空
車
〉
が
「
く
う
し
や
」
あ
る
い
は
「
か
ら
ぐ
る
ま
」
と
訓

色
」
を
も
つ
と
同
時
に
そ
れ
ら
を
払
拭
す
る
不
朽
性
を
も
有
す
る
と
い
う
二

面
性
が
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
を
用
い
る
人
間
の
態
度
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
言
葉
は
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
束
縛

を
受
け
つ
つ
も
新
し
い
意
味
づ
け
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
を
維

持
し
、
不
朽
性
を
も
つ
と
共
に
、
時
代
を
超
え
て
そ
れ
を
用
い
る
人
間
た
ち

の
思
考
の
持
続
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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ま
れ
て
き
た
こ
と
に
、
「
わ
た
く
し
の
意
中
の
車
と
合
致
し
難
い
」
旨
を
語

り
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
く
う
し
や
」
は
「
耳
に
聴
い
て
何
事
と
も
弁
へ
難
」

く
、
「
か
ら
ぐ
る
ま
」
は
「
懐
か
し
く
な
い
詞
で
あ
」
り
、
「
そ
の
上
軽
さ
う

に
感
ぜ
ら
れ
る
」
ゆ
え
「
忌
避
」
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

筆
者
は
次
の
よ
う
に
訓
み
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
る
意
味
を
付
与

こ
の
よ
う
に
〈
古
語
〉
が
時
代
に
規
定
さ
れ
る
要
素
を
払
拭
し
、
「
新
な

る
語
」
と
し
て
蘇
ら
せ
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
章
は
さ
ら
に
三
節
に
分
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
節
は
、
「
意
中
の
車
」

の
概
略
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
の
意
中
の
車
は
大
い
な
る
荷
車
で
あ
る
。
其
構
造
は
極
め

て
原
始
的
で
、
大
八
車
と
云
ふ
も
の
に
似
て
ゐ
る
。
只
大
き
さ
が
こ
れ

に
数
倍
し
て
ゐ
る
。
大
八
車
は
人
が
挽
く
の
に
此
車
は
馬
が
挽
く
。
此

車
だ
っ
て
い
つ
も
空
虚
で
な
い
こ
と
は
、
言
を
須
た
な
い
。
わ
た
く
し

は
白
山
の
通
で
、
此
車
が
洋
紙
を
梱
載
し
て
王
子
か
ら
来
る
の
に
逢
ふ

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
さ
う
云
ふ
時
に
は
此
車
は
わ
た
く
し
の
目
に
と

ま
ら
な
い
。

わ
た
く
し
は
む
な
ぐ
る
ま
と
訓
む
こ
と
に
し
た
。
わ
た
く
し
は
著
意

し
て
此
古
言
の
帯
び
て
ゐ
る
時
と
所
と
の
色
を
奪
っ
て
、
新
な
る
語
と

し
て
こ
れ
を
用
ゐ
る
の
で
あ
る
。

森
鴎
外
「
空
車
」
考

前
節
を
受
け
て
こ
の
車
が
〈
空
車
〉
と
し
て
行
く
際
に
出
交
わ
す
と
き
、

「
わ
た
く
し
」
は
「
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
ど
と
語
る
。

「
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る
」
と
は
、
左
丘
明
「
春
秋
左
氏
伝
」
中
の
「
目
逆

而
送
之
」
か
ら
採
っ
て
お
り
、
「
逆
」
と
「
迎
」
は
同
義
語
、
招
い
て
来
さ

せ
る
、
来
る
も
の
を
受
け
る
意
で
、
来
る
も
の
を
見
守
り
迎
え
、
ま
た
過
ぎ

「
わ
た
く
し
」
の
「
意
中
の
車
」
と
は
、
「
馬
が
挽
く
」
大
八
車
の
数
倍

も
あ
る
「
大
い
な
る
荷
車
」
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
車
が
実
際
に
荷
物
を
十

分
に
積
載
し
て
い
る
と
き
は
心
に
留
ま
ら
な
い
体
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
二
節
は
、
〈
空
車
〉
が
筆
者
を
魅
了
す
る
様
が
語
ら
れ
る
。

わ
た
く
し
は
此
車
が
空
車
と
し
て
行
く
に
逢
ふ
毎
に
、
目
迎
へ
て
こ

れ
を
送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
車
は
既
に
大
き
い
。
そ
し
て
そ
れ
が

空
虚
で
あ
る
が
故
に
、
人
を
し
て
一
層
そ
の
大
き
さ
を
覚
え
し
む
る
。

こ
の
大
き
い
車
が
大
道
狭
し
と
行
く
。
こ
れ
に
繋
い
で
あ
る
馬
は
骨
格

が
暹
し
く
、
栄
養
が
好
い
。
そ
れ
が
車
に
繋
が
れ
た
の
を
忘
れ
た
や
う

に
、
緩
や
か
に
行
く
。
馬
の
口
を
取
っ
て
ゐ
る
男
は
背
の
直
い
大
男
で

あ
る
。
そ
れ
が
肥
え
た
馬
、
大
き
い
車
の
霊
で
で
も
あ
る
や
う
に
、
大

股
に
行
く
。
此
男
は
左
顧
右
胴
す
る
こ
と
を
な
さ
な
い
。
物
に
遇
っ
て

一
歩
を
緩
く
す
る
こ
と
を
も
な
さ
ず
、
一
歩
を
急
に
す
る
こ
と
を
も
な

さ
な
い
。
労
若
無
人
と
云
ふ
語
は
此
男
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
と
疑
は

れ
る
。
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こ
の
車
に
逢
う
と
「
徒
歩
の
人
」
も
「
騎
馬
の
人
」
も
「
貴
人
の
馬
車
」

も
「
富
豪
の
自
動
車
」
も
「
隊
伍
を
な
し
た
士
卒
」
も
「
送
葬
の
行
列
」
も

〈
避
け
る
〉
の
で
あ
る
。
〈
避
け
る
〉
と
い
う
言
葉
が
こ
の
短
い
文
章
中
に
六

回
も
連
続
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
必
要
が
あ
る
。
大
八

車
の
数
倍
も
あ
る
「
大
い
な
る
荷
車
」
だ
か
ら
権
力
や
身
分
を
有
す
る
あ
ら

ゆ
る
層
の
人
物
で
さ
え
こ
の
〈
空
車
〉
を
避
け
る
様
が
描
か
れ
る
。
こ
の
時

の
〈
避
け
る
〉
と
は
、
荷
車
が
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
る
た
め
意
識
し
て
遠

ざ
か
ざ
る
を
得
な
い
光
景
と
〈
空
車
〉
だ
か
ら
人
々
の
注
意
や
関
心
を
惹
か

ず
、
気
に
も
留
め
な
い
状
況
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
と
対

照
的
に
「
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る
」
「
わ
た
く
し
」
は
、
こ
の
荷
車
に
と
て

も
惹
か
れ
て
お
り
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
観
察
し
て
い
る
様
が
映
し
出
さ

れ
て
い
る
。

「
わ
た
く
し
」
が
な
ぜ
こ
の
荷
車
に
興
味
関
心
が
わ
く
の
か
。
第
一
に
荷

車
そ
の
も
の
が
大
き
く
、
そ
の
構
造
が
極
め
て
原
始
的
で
あ
る
こ
と
。
第
二

去
っ
て
い
く
の
を
親
し
み
を
込
め
て
見
送
る
情
景
を
祐
佛
さ
せ
る
。

此
車
に
逢
へ
ば
、
徒
歩
の
人
も
避
け
る
。
騎
馬
の
人
も
避
け
る
。
貴

人
の
馬
車
も
避
け
る
。
富
豪
の
自
動
車
も
避
け
る
。
隊
伍
を
な
し
た
士

卒
も
避
け
る
。
送
葬
の
行
列
も
避
け
る
。
此
車
の
軌
道
を
横
る
に
会
へ

ぱ
、
電
車
の
車
掌
と
難
も
、
車
を
駐
め
て
、
忍
ん
で
そ
の
過
ぐ
る
を
待

た
ざ
る
こ
と
を
得
な
い
。
そ
し
て
此
車
は
一
の
空
車
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ

ブ
（
》
○

に
こ
れ
を
挽
く
馬
が
暹
し
く
、
し
か
も
「
車
に
繋
が
れ
た
の
を
忘
れ
た
や
う

に
、
緩
や
か
に
」
悠
々
と
進
ん
で
い
る
こ
と
。
第
三
に
馬
方
も
ま
た
「
左
顧

右
胴
す
る
こ
と
を
な
さ
」
ず
、
「
物
に
遇
っ
て
一
歩
を
緩
く
す
る
こ
と
を
も

な
さ
ず
、
一
歩
を
急
に
す
る
こ
と
を
も
な
さ
な
い
」
。
馬
も
馬
方
も
周
囲
を

気
に
せ
ず
、
迷
い
た
め
ら
う
こ
と
も
な
く
、
自
由
気
儘
に
振
る
舞
っ
て
い
る

様
子
が
「
わ
た
く
し
」
を
魅
了
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
が
一
個

の
〈
空
車
〉
と
し
て
、
何
物
に
も
囚
わ
れ
ず
、
自
己
の
ペ
ー
ス
で
堂
々
と
歩

を
進
め
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
車
が
空
っ
ぽ
だ
か
ら
、
馬
も
馬
方
も

苦
し
ま
ず
に
気
楽
に
余
裕
を
も
っ
て
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
存
在
感
が
あ
っ
て
な
お
か
つ
素
朴
で
単
純
で
あ
る
荷
車
、
そ
の
空
っ
ぽ

の
車
が
楽
々
と
進
む
様
に
惹
か
れ
夢
中
に
な
る
「
わ
た
く
し
」
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。

本
来
わ
れ
わ
れ
は
、
ぎ
っ
し
り
と
荷
物
を
山
積
み
し
て
い
る
車
、
息
を
吐

い
て
進
む
暹
し
い
馬
、
馬
方
は
八
方
に
気
を
配
り
荷
車
や
馬
を
束
ね
な
が
ら

一
心
不
乱
に
運
ん
で
い
く
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
想
像
し
な
が
ら
そ
れ
ら
が
魅

力
的
で
美
し
い
と
感
じ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
真
面
目
に

確
実
に
果
た
す
こ
と
の
大
切
さ
、
人
馬
一
体
と
も
言
う
べ
き
調
和
美
、
大
き

な
荷
車
や
暹
し
く
栄
養
が
好
い
馬
、
背
の
直
い
大
男
の
馬
方
か
ら
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
生
命
力
を
導
き
出
す
こ
と
は
容
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文

章
は
逆
に
こ
の
荷
車
が
〈
空
虚
〉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
価
値
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
て
興
味
深
い
。
何
物
に
も
制
約
を
受
け
た
く
な
い
態
度
や
物
を
運
ぶ

こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
な
い
指
向
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

時
期
筆
者
は
文
芸
を
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

四



た
と
え
ど
ん
な
貴
重
品
を
積
載
し
て
い
る
車
よ
り
も
こ
の
〈
空
車
〉
こ
そ

が
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
肝
要
で
あ
る
。
原
稿
用
紙

（
四
○
○
字
詰
）
約
七
枚
程
度
の
短
い
作
品
に
前
、
前
々
節
に
引
き
続
き

「
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
」
、
「
言
を
須
た
な
い
」
と
い

う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
魅
力
の
秘
密
が
匿
さ
れ
て
い
る
。

「
或
物
」
が
ど
ん
な
に
貴
重
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
車
そ
の
も
の
の
価
値
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
筆
者
は
お
そ
ら
く
〈
空
車
〉
そ
の
も
の
に
価

こ
れ
は
文
芸
と
は
何
か
実
利
を
尊
ぶ
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
文
章
を
書
く

行
為
、
文
芸
に
つ
い
て
思
考
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
椀

曲
的
に
表
白
し
た
表
現
だ
と
い
え
る
。
文
芸
と
は
〈
空
車
〉
を
挽
く
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
自
体
に
文
芸
の
本
質
が
存
在
す
る
こ
と
を
そ
の

〈
空
虚
〉
感
と
と
も
に
語
っ
た
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
二
節
最
終
行

「
そ
し
て
此
車
は
一
の
空
車
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
と
こ
の
荷

車
を
〈
空
虚
〉
と
い
う
熟
語
で
形
容
し
た
真
意
は
こ
こ
に
あ
る
。

第
三
節
は
、
前
節
で
の
見
解
を
強
調
す
る
形
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
此
空
車
の
行
く
に
逢
ふ
毎
に
、
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る

こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
わ
た
く
し
は
此
空
車
が
何
物
を
か
載
せ
て
行
け

ば
好
い
な
ど
と
は
、
か
け
て
も
思
は
な
い
。
わ
た
く
し
が
此
空
車
と
或

物
を
載
せ
た
車
と
を
比
較
し
て
、
優
劣
を
論
ぜ
よ
う
な
ど
と
思
は
い
こ

と
も
、
亦
言
を
須
た
な
い
。
縦
ひ
そ
の
或
物
が
い
か
に
貴
き
物
で
あ
る

に
も
せ
よ
。森

鴎
外
「
空
車
」
考

値
を
見
い
出
だ
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
〈
空
車
〉
の
魅
力
と
は
、
こ
の

〈
空
車
〉
の
姿
に
一
切
の
実
用
価
値
を
排
し
た
自
由
な
存
在
と
し
て
、
無
用

の
価
値
を
発
見
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
一
章
に
於
て
「
宝
を
掘
り
出
し
て
活
か
し
て
こ
れ
を
用
ゐ
る
」
と
記
し
、

「
古
言
に
新
な
る
性
命
を
与
へ
る
」
と
書
き
表
わ
し
た
こ
と
と
重
ね
れ
ば
、

そ
れ
は
く
古
言
〉
と
し
て
「
く
う
し
ゃ
」
あ
る
い
は
「
か
ら
ぐ
る
ま
」
と
訓

む
時
の
意
と
違
っ
て
、
〈
空
車
〉
を
「
む
な
ぐ
る
ま
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
り

新
し
い
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
こ
こ
に
「
く
う
し
や
」
や

「
か
ら
ぐ
る
ま
」
が
用
の
な
い
車
と
解
釈
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
む
な
ぐ
る

ま
」
は
何
物
に
も
囚
わ
れ
な
い
こ
と
を
形
容
す
る
意
味
あ
る
車
と
し
て
位
置

づ
け
さ
れ
て
甦
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
魅
了
す
る
様
を
「
春
秋
左
史
伝
」
の

一
節
を
使
い
な
が
ら
自
己
の
心
情
を
語
っ
た
と
こ
ろ
が
、
言
葉
の
も
つ
不
朽

性
、
連
続
性
を
示
し
得
て
い
て
味
わ
い
深
い
。
〈
古
言
〉
の
再
発
見
か
ら
新

た
な
る
語
と
し
て
甦
ら
せ
た
際
価
値
観
の
転
倒
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
驚
か

さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
語
の
意
味
変
容
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
新
た
な

語
と
し
て
「
時
と
所
と
の
色
」
を
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
替
え
れ

ば
、
新
時
代
で
の
価
値
観
を
表
わ
し
得
る
語
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
筆
者
の
問
題
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

筆
者
は
、
〈
空
車
〉
を
「
む
な
ぐ
る
ま
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た

な
る
三
つ
の
感
情
を
付
与
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
解
放
感
、
空
虚
感
、
願
望

三
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解
放
感
の
裏
に
潜
む
空
虚
感
、
そ
れ
は
淋
し
い
光
景
へ
と
変
わ
り
ゆ
く
要

素
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
当
時
の
筆
者
の
心
境
を
照
ら
し
出
す
そ

の
視
点
か
ら
〈
空
車
〉
を
解
釈
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
。

そ
の
空
虚
感
は
何
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
か
。
そ
れ
を
埋
め
る
術
と
し
て
人

は
想
像
と
行
為
を
繰
り
返
す
。
想
像
と
行
為
が
一
体
化
し
た
も
の
が
文
章
執

筆
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
の
言
語
化
の
過
程
で
人
間
の
願
望
が
託
さ
れ
て

感
か
ら
な
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
随
想
が
陸
軍
軍
医
総
監
、
陸
軍
省
医
務

局
長
を
辞
任
し
た
直
後
の
執
筆
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
〈
空
車
〉

を
し
て
自
ら
軍
務
・
官
僚
職
を
辞
し
、
一
在
野
人
と
し
て
の
自
己
の
感
情
を

そ
の
解
放
感
と
置
き
換
え
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
退
職
後
は
何

に
も
束
縛
さ
れ
ず
に
解
放
感
を
味
わ
い
生
き
ら
れ
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
現

実
は
む
し
ろ
空
虚
感
を
伴
う
生
活
が
待
ち
受
け
て
い
た
と
い
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
事
実
同
じ
随
想
「
な
か
じ
き
り
」
（
「
斯
論
」
第
一
巻
第
五
号
大
正

六
・
九
）
に
は
次
の
よ
う
な
胸
中
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

老
い
は
漸
く
身
に
迫
っ
て
来
る
。
前
途
に
希
望
の
光
が
薄
ら
ぐ
と
共

に
、
自
ら
背
後
の
影
を
顧
み
る
は
人
の
常
情
で
あ
る
。
人
は
老
い
て
レ

ト
ロ
ス
ペ
ク
チ
イ
フ
の
境
界
に
入
る
。
（
中
略
）
歳
計
を
な
す
も
の
に

中
為
切
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
此
数
行
を
書
し
て
一
生
の

中
為
切
と
す
る
。
し
か
し
中
為
切
が
或
は
即
総
勘
定
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
少
く
も
官
歴
よ
り
観
れ
ば
、
総
勘
定
も
亦
此
の
如
き
に
過
ぎ
な

い
○

こ
の
随
想
は
、
言
葉
に
深
く
関
わ
り
拘
り
な
が
ら
、
幾
重
に
も
重
な
る
言

葉
の
も
つ
重
層
性
を
捉
え
、
表
現
し
得
て
い
る
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
。

ま
た
、
言
葉
が
孕
む
時
代
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
時

代
に
決
定
的
に
規
定
さ
れ
る
言
葉
の
性
格
を
逆
手
に
と
り
、
〈
古
言
〉
を

〈
新
語
〉
と
し
て
蘇
生
す
る
術
を
披
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
と
い
う

も
の
が
い
か
に
自
由
で
発
想
の
源
た
り
得
る
か
を
示
し
得
て
い
る
点
に
お
い

て
も
秀
で
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
中
に
於
て
語
り
手
「
わ
た
く
し
」
を
全
一

九
回
登
場
さ
せ
て
い
る
そ
の
強
調
の
意
図
が
、
よ
り
屈
折
し
た
人
間
の
感
情

を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
随
想
の
特
色
と
も
な
り
得
て
い
る
こ
と
は

特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
筆
者
と
語
り
手
と
が
距
離
を
保
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
語
り
手
を
相
対
化
す
る
視
点
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と

も
こ
の
作
品
の
奥
行
を
深
め
て
い
る
。
従
来
の
研
究
が
は
じ
め
か
ら
無
批
判

表
現
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
の
な
か
で
そ

の
空
虚
感
が
積
極
的
な
側
面
を
も
ち
始
め
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
る
種
理
想
化

さ
れ
た
形
で
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
〈
空
車
〉
が
全
て
の

束
縛
か
ら
の
自
由
や
実
利
的
態
度
を
超
え
て
形
成
さ
れ
る
芸
術
的
態
度
を
標

傍
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
退
官
時
の
鴎
外
の
解
放
感
、
そ
の
後
の
空
虚
感
を

（
６
）

埋
め
る
行
為
と
し
て
の
史
伝
執
筆
、
理
想
的
文
芸
観
に
結
び
つ
い
て
い
く
と

考
え
ら
れ
る
。

結

一
ハ



的
に
筆
者
鴎
外
と
重
ね
て
分
析
、
鑑
賞
し
、
長
年
作
品
を
平
面
的
な
解
釈
に

留
ま
ら
せ
て
き
た
こ
と
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
空
車
」
が
言
語
の
様
々
な
位
相
を
表
現
し
、
そ
れ
ら
が
結
び
目
と
な
っ

て
全
体
の
枠
組
み
へ
広
が
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
文
章
の
豊
饒
さ

と
相
俟
っ
て
こ
の
随
想
を
よ
り
趣
き
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。
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