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漱
石
初
期
作
品
の
基
底
を
な
す
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
写
生
文
的
発
想
、

ま
た
語
り
だ
が
、
そ
の
終
結
部
と
し
て
は
短
編
集
『
濠
虚
集
』
の
捧
尾
を
な
す

『
趣
味
の
遺
伝
（
明
3
9
・
1
）
』
、
ま
た
続
い
て
は
『
草
枕
』
（
明
3
9
・
9
）
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
語
り
手
と
し
て
登
場
す
る
〈
余
〉
と
は
何

か
。
こ
の
小
稿
の
目
途
は
こ
の
〈
余
〉
の
内
容
、
ま
た
役
割
の
分
析
を
通
し
て
、

初
期
漱
石
の
（
ひ
い
て
は
漱
石
文
学
自
体
の
）
あ
る
特
性
と
も
い
う
べ
き
も
の

を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
〈
余
〉
と
は
何
か
。
 
 
 
 
 
 
-

 
こ
れ
を
遡
れ
ば
先
ず
『
自
転
車
日
記
』
（
明
3
6
・
7
）
の
そ
れ
と
な
る
。
こ

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
自
己
を
颯
刺
的
に
語
っ
た
も
の
だ

が
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
明
治
3
8
・
1
～
3
9
・
8
）
以
前
の
最
初
期
の
も
の

と
し
て
『
倫
敦
消
息
』
（
明
3
4
・
5
・
6
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
『
倫

敦
消
息
』
だ
が
こ
れ
は
題
名
の
通
り
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
己
れ
の
消
息
を
つ
た
え

る
書
簡
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
病
床
に
あ
る
盟
友
子
規
を
慰
め
ん
と
し
て

筆
を
執
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
今
日
起
き
て
か
ら
今
手
紙
を
書
い
て
居
る
迄
の

出
来
事
を
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉
で
募
集
す
る
日
記
体
で
か
い
て
御
目
に
か
け
様
」

と
い
う
。
「
頗
る
平
凡
」
な
が
ら
「
僕
が
倫
敦
に
来
て
ど
ん
な
事
を
や
っ
て
居

る
か
が
一
寸
分
る
」
と
い
う
わ
け
だ
が
、
朝
の
洗
面
を
す
ま
し
身
な
り
を
整
え

て
食
堂
に
降
り
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
〈
僕
〉
は
一
転
し
て
〈
我
輩
〉
（
続
い
て

は
吾
輩
だ
が
時
に
我
輩
、
ち
な
み
に
第
二
便
四
月
二
十
六
日
付
、
作
品
と
し
て

は
第
三
章
で
は
す
べ
て
我
輩
）
と
な
る
。

 
す
で
に
見
る
ご
と
く
「
僕
が
倫
敦
に
来
て
ど
ん
な
事
を
や
っ
て
居
る
か
」
報

じ
よ
う
と
言
い
な
が
ら
、
作
者
が
自
己
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
る
や
一
転
し
て
、

〈
我
輩
〉
（
ま
た
は
吾
輩
）
と
い
う
呼
称
に
変
わ
る
。
言
わ
ば
自
分
の
姿
を
舞

台
に
乗
せ
て
、
い
ま
ひ
と
り
の
自
分
が
こ
れ
を
突
き
放
し
、
対
象
化
し
、
相
対

化
し
て
み
せ
る
と
い
う
構
図
で
、
こ
の
自
己
劇
化
あ
る
い
は
自
己
戯
画
化
は
、

ロ
ン
ド
ン
留
学
時
の
欝
屈
よ
り
の
解
放
、
ま
た
病
床
の
子
規
を
慰
め
ん
と
し
て

の
戯
文
め
か
し
た
滑
稽
化
と
も
み
え
る
が
、
恐
ら
く
こ
と
の
本
質
は
、
作
家
本

来
の
資
質
の
も
た
ら
す
必
然
の
選
択
と
も
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
己
対

象
化
の
複
眼
的
視
角
は
漱
石
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
だ
が
、
た
だ
後
の
漱
石

は
こ
の
〈
我
輩
〉
と
い
う
呼
称
に
こ
も
る
一
種
軽
挙
な
ひ
び
き
を
き
ら
っ
た
。

晩
期
の
文
集
『
色
鳥
』
（
大
4
・
9
）
に
第
二
、
第
三
章
を
収
め
る
に
あ
た
っ

て
〈
我
輩
〉
は
す
べ
て
〈
僕
〉
と
な
る
。
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た
と
え
ば
そ
の
末
尾
の
一
節
「
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
つ
あ
る
」
が
、
「
そ
う
し
て
僕
は
君
の
病
気
を
慰
め
る
た

め
に
此
手
紙
を
認
め
．
つ
つ
あ
る
」
と
な
る
。
〈
我
輩
〉
が
く
僕
〉
と
な
り
、
〈
日

記
〉
が
く
手
紙
〉
と
な
っ
た
時
、
作
者
は
舞
台
か
ら
降
り
、
ド
ー
ラ
ン
を
落
と

し
て
素
顔
に
か
え
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
晩
期
修
正
の
『
倫
敦
消
息
』
こ
そ
本

来
の
写
生
文
の
ス
タ
イ
ル
に
還
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
ま
た
漱

石
の
当
初
書
か
ん
と
し
た
も
の
が
写
生
文
の
体
を
と
り
つ
つ
、
す
で
に
こ
れ
を

踏
み
出
さ
ん
と
す
る
、
独
自
の
志
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
言
え
ば
、
漱
石
は
こ
れ
を
「
今
日
起
き
て
か
ら
今
手
紙
を

書
い
て
居
る
迄
の
出
来
事
を
」
「
日
記
体
で
か
い
て
御
目
に
か
け
様
」
と
言
っ

て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
通
り
こ
の
語
り
の
本
体
は
日
記
体
な
ら
ぬ
書
簡
体
で
あ

る
。
潜
在
的
に
は
書
簡
的
発
想
が
、
お
の
ず
か
ら
に
こ
の
戯
文
の
流
露
を
う
な

が
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。
先
の
晩
期
改
稿
の
「
日
記
」
か
ら
「
手
紙
」

へ
の
改
変
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

 
漱
石
は
「
人
に
手
紙
を
書
く
こ
と
」
も
「
人
か
ら
手
紙
を
も
ら
ふ
事
」
も
「
大

す
き
で
あ
る
」
（
明
3
9
・
1
・
8
、
森
田
草
平
宛
書
簡
）
と
い
う
。
た
し
か
に

漱
石
の
書
簡
は
流
露
感
に
あ
ふ
れ
、
真
率
に
し
て
親
し
み
深
く
、
我
々
の
心
を

画
き
つ
け
て
や
ま
ぬ
も
の
が
あ
る
。
同
時
に
そ
の
書
簡
的
発
想
、
ま
た
方
法
と

し
て
の
書
簡
は
そ
の
作
中
に
み
ご
と
に
生
か
さ
れ
る
。
『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
の

遺
書
は
も
と
よ
り
、
『
行
人
』
最
終
部
の
H
さ
ん
の
手
紙
な
ど
、
書
簡
の
流
露

感
を
み
ご
と
に
生
か
し
き
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
書
簡
的
発

想
、
ま
た
流
露
は
、
形
と
し
て
の
書
簡
の
み
な
ら
ぬ
、
語
り
そ
の
も
の
の
随
所

に
生
き
る
。

 
た
と
え
ば
『
坊
つ
ち
や
ん
』
（
明
3
9
・
4
）
の
語
り
の
、
あ
の
溢
れ
る
ご
と

き
流
露
感
の
背
後
に
あ
る
も
の
も
ま
た
、
こ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
『
坊

つ
ち
や
ん
』
は
清
に
「
今
に
色
々
な
事
を
か
い
て
や
る
」
と
い
い
な
が
ら
、
つ

い
に
そ
の
約
束
は
果
た
さ
れ
な
い
。
お
れ
は
「
手
紙
を
書
く
の
が
大
嫌
だ
」
と

言
い
、
「
清
の
注
文
通
り
の
手
紙
を
か
く
の
は
三
七
日
の
断
食
よ
り
も
苦
し
い
」

と
い
う
。
手
紙
嫌
い
の
坊
つ
ち
や
ん
と
い
う
設
定
は
、
ラ
ン
グ
な
ら
ぬ
パ
ロ
ー

ル
を
得
意
と
す
る
と
い
う
べ
き
か
。
手
紙
嫌
い
と
い
う
封
じ
手
を
逆
用
し
て
、

作
者
は
坊
つ
ち
や
ん
の
語
り
を
流
露
さ
せ
る
。
『
倫
敦
消
息
』
の
日
記
体
な
る

も
の
が
底
に
書
簡
的
発
想
を
潜
在
さ
せ
る
ご
と
く
、
、
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
語
り

も
ま
た
、
そ
の
背
後
に
作
者
特
有
の
書
簡
的
発
想
、
語
り
を
内
包
す
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
先
の
『
自
転
車
日
記
』
に
還
れ
ば
ど
う
か
。
こ
れ
が
ロ
ン
ド

ン
留
学
時
の
神
経
衰
弱
を
癒
す
べ
く
試
み
た
、
自
転
車
乗
り
の
失
敗
談
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
戯
画
的
銀
甲
の
筆
は
、
『
倫
敦
消
息
』

よ
り
も
さ
ら
に
苛
烈
と
な
る
。
『
倫
敦
消
息
』
と
違
っ
て
こ
れ
は
帰
国
後
の
作

で
あ
り
、
す
で
に
子
規
は
亡
く
、
ま
た
漱
石
自
身
家
族
を
か
か
え
て
の
多
忙
な

教
師
生
活
に
加
え
て
、
留
学
時
か
ら
持
ち
帰
っ
た
強
度
な
神
経
衰
弱
は
さ
ら
に

悪
化
し
、
疲
労
の
ロ
ハ
中
に
そ
の
欝
屈
は
さ
ら
に
深
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
戯
画
的
な
描
写
に
ふ
れ
、
苦
沙
彌
と
い
う
こ

の
「
滑
稽
な
男
を
映
し
て
い
る
の
は
『
猫
』
の
眼
」
で
あ
り
、
「
『
猫
』
の
眼
は

こ
の
作
品
の
底
で
あ
る
」
。
し
か
も
こ
れ
は
実
は
「
二
重
の
揚
げ
底
で
は
な
い
」

の
か
。
も
し
こ
の
「
揚
げ
底
」
を
取
っ
払
っ
て
し
ま
え
ば
、
「
そ
の
下
に
あ
ら

わ
れ
る
の
は
」
『
道
草
』
の
描
く
日
常
の
、
あ
の
「
凄
惨
」
な
姿
で
は
な
い
の

か
と
は
、
評
家
（
桶
谷
秀
昭
）
の
見
事
な
指
摘
だ
が
、
い
ま
こ
れ
に
な
ら
え
ば
、

『
自
転
車
日
記
』
の
饒
舌
に
す
ぎ
る
戯
文
的
風
体
、
そ
の
強
烈
な
自
己
調
刺
も

ま
た
、
そ
の
下
に
留
学
時
の
苛
烈
な
日
常
を
ひ
そ
め
た
、
こ
れ
も
ま
た
い
ま
ひ
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と
つ
の
「
揚
げ
底
」
で
は
な
い
の
か
。
し
か
も
こ
れ
が
『
道
草
』
に
語
ら
れ
た

時
期
に
草
さ
れ
て
い
惹
こ
と
を
思
え
ば
、
二
重
の
「
揚
げ
底
」
で
あ
っ
た
と
も

い
え
る
。

 
こ
こ
で
苦
沙
彌
と
い
う
「
滑
稽
な
男
」
な
ら
ぬ
、
〈
余
〉
の
滑
稽
を
映
す
語

り
手
の
眼
は
、
す
で
に
〈
猫
の
眼
〉
と
殆
ど
数
歩
の
距
離
に
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
こ
こ
で
も
〈
余
〉
と
と
も
に
〈
吾
輩
〉
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
結
末
近

く
、
最
後
の
失
敗
談
に
及
ん
で
二
度
使
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
で
に
作
中
の

〈
余
〉
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
〈
僕
〉
と
違
っ
て
〈
吾
輩
〉
と
い
う
即
自
な
ら
ぬ
、

対
自
の
目
を
充
分
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
と
れ
よ
う
。
作
者
は
こ
う

し
て
主
人
公
〈
余
〉
の
自
転
車
乗
り
失
敗
談
を
戯
文
風
に
縷
々
描
き
終
わ
っ
た

あ
と
、
下
宿
の
婆
さ
ん
姉
妹
の
冷
酷
さ
を
謁
し
、
「
此
二
型
さ
ん
の
呵
責
に
逢
っ

て
よ
り
以
来
、
余
が
猜
疑
心
は
盆
深
く
な
り
、
余
が
継
子
根
性
は
日
に
日
に
増

長
し
、
遂
に
は
明
け
放
し
の
門
戸
を
閉
鎖
し
て
我
黄
色
な
顔
を
愈
黄
色
に
す
る

の
巳
を
得
ざ
る
に
至
れ
り
、
彼
二
婆
さ
ん
は
全
が
黄
色
の
深
浅
を
測
っ
て
彼
等

一
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
る
、
余
は
実
に
彼
等
に
と
っ
て
黄
色
な
活
動
晴
雨

計
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
「
無
残
な
る
か
な
」
と
は
そ
の
結
び
の
言
葉
だ
が
、

こ
の
自
虐
は
戯
文
な
が
ら
も
い
さ
さ
か
き
つ
い
。
い
や
、
む
し
ろ
作
者
は
作
中

の
〈
余
〉
を
見
事
に
演
じ
き
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
恐
ら
く
こ
の
〈
吾
輩
〉
と
併
称
さ
れ
、
即
自
な
ら
ぬ
対
自
の
眼
を
含
む
〈
余
〉

の
語
り
は
、
お
の
ず
か
ら
に
『
猫
』
の
第
一
章
と
並
ぶ
い
ま
ひ
と
つ
の
処
女
作

『
倫
敦
塔
』
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
（
い
ず
れ
も
『
猫
』
第
一
章
同
様
、
明
治

三
八
年
一
月
、
「
帝
国
文
学
」
「
学
鐙
」
の
両
誌
上
に
発
表
）
へ
と
連
続
し
て
ゆ

く
。
こ
う
し
て
『
倫
敦
塔
』
以
下
『
漂
瞬
結
』
（
明
3
9
・
5
）
に
み
る
く
余
〉

の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
漱
石
の
い
う
、

写
生
文
に
お
け
る
〈
余
〉
と
は
何
か
に
い
ま
少
し
考
察
の
眼
を
向
け
て
み
た
い
。

写
生
文
は
言
う
ま
で
も
な
く
子
規
や
虚
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

誌
上
に
試
み
ら
れ
た
文
章
革
新
運
動
に
発
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
は
じ
め
叙

事
文
あ
る
い
は
記
事
文
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
主
張
は
子
規
の
『
叙
事
文
』
（
「
日

本
」
明
3
3
・
1
）
な
る
一
文
に
も
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
眼
目
は
言
葉
を
飾
ら
ず
、

誘
結
せ
ず
、
「
只
あ
り
の
ま
・
見
だ
る
ま
ま
に
其
事
物
を
描
写
す
る
」
と
い
う

写
実
あ
る
い
は
「
実
叙
」
の
姿
勢
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
代
散
文
史
上
に
妙
か

ら
ぬ
影
響
を
残
し
た
も
の
だ
が
、
漱
石
の
出
発
が
こ
の
写
生
文
に
始
ま
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
同
時
に
漱
石
の
当
初
書
か
ん
と
し
た
も
の
が
写
生
の

体
を
と
り
つ
つ
、
こ
れ
を
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
す

で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

 
こ
こ
で
漱
石
の
「
写
生
文
」
聖
な
る
も
の
が
問
題
と
な
る
が
、
『
写
生
文
』

（
明
4
0
・
1
）
，
な
る
一
文
の
な
か
で
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
写
生
文
の
要

諦
は
、
先
ず
対
象
を
映
す
「
作
者
の
心
的
状
態
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
つ
ま
り

大
人
が
子
供
を
視
る
の
態
度
」
で
あ
り
、
「
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る

も
の
」
、
泣
く
子
を
冷
静
に
見
守
る
親
の
「
無
慈
悲
」
「
冷
酷
」
な
ら
ぬ
「
傍
か

ら
み
て
気
の
毒
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
に
も
か
よ
う
も
の
だ
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
。
、
そ
こ
に
「
ゆ
と
り
」
が
あ
り
、
「
我
を
写
す
に
あ
ら
ず
彼
を
写
す
と
い
ふ
」

「
客
観
的
」
態
度
が
生
ま
れ
る
と
も
い
う
。
こ
れ
は
『
草
枕
』
に
い
う
「
余
裕

は
画
に
於
て
、
詩
に
於
て
、
も
し
く
は
文
章
に
嘗
て
、
必
須
の
条
件
で
あ
る
」

と
い
う
指
摘
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
「
『
鶏
頭
』
序
」
（
明
4
0
・
1
1
）
に
い
う

「
余
裕
派
」
「
余
裕
の
あ
る
小
説
』
、
さ
ら
に
は
「
此
余
裕
か
ら
生
ず
る
低
徊
趣

初
期
漱
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
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味
」
な
ど
の
提
唱
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
評
家
に
よ
っ
て
引
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
を
さ
ら

に
方
法
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
に
『
文
学
論
』
（
明
4
0
・
5
）
中
の

言
及
が
あ
る
。
そ
こ
に
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
が
登
場
す
る
。
『
文
学
論
』
第

四
実
際
八
章
「
間
隔
論
」
は
、
作
品
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
に
鋭
く
言
及

-
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
の
「
間
隔
論
」
の
眼
目
は
〈
幻

惑
〉
論
に
あ
る
。
文
学
の
「
目
的
は
『
幻
惑
』
の
二
字
に
帰
着
す
る
」
が
、
こ

れ
を
主
題
、
内
容
な
ら
ぬ
表
現
の
方
法
と
し
て
み
れ
ば
、
読
者
を
「
幻
惑
」
す

べ
き
方
法
の
か
な
め
は
、
「
篇
中
の
人
物
の
読
者
に
た
い
す
る
位
置
の
遠
近
」

に
あ
る
と
い
う
。
な
ら
ば
作
者
は
い
か
に
す
れ
ば
、
こ
の
位
置
を
読
者
に
接
近

さ
せ
て
「
幻
惑
」
で
き
る
か
。
答
え
は
明
白
で
あ
り
「
中
間
に
介
在
す
る
著
者

の
影
を
隠
し
て
、
作
者
と
篇
中
の
人
物
と
を
し
て
当
面
に
対
座
せ
し
む
る
」
こ

と
だ
と
い
う
。

 
 
こ
れ
に
は
「
二
法
」
あ
り
、
「
読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、
両
者
を

同
立
脚
地
に
置
く
は
其
一
法
」
。
い
ま
ひ
と
つ
は
「
著
者
自
か
ら
動
い
て
篇
中

 
の
人
物
と
融
化
し
、
毫
も
其
介
在
し
て
独
存
す
る
の
痕
 
を
留
め
ざ
る
が
如
き

手
段
を
用
ふ
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
第
一
法
」
を
と
っ
た
も
の
は
「
批
評
的

作
物
」
と
も
い
う
べ
く
、
作
家
は
「
元
中
の
人
物
と
一
定
の
間
隔
を
保
っ
て
批

評
的
眼
光
を
以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述
」
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
「
第

二
法
」
は
「
同
情
的
作
物
」
と
い
う
か
、
「
作
者
の
自
我
を
主
張
せ
ざ
る
」
も
の
、

批
判
を
さ
っ
て
「
篇
中
の
人
物
と
盲
動
す
れ
ば
足
る
」
も
の
、
即
ち
「
森
中
の

人
物
の
如
何
に
愚
昧
な
る
も
」
「
浅
薄
な
る
も
」
、
ま
た
「
狭
隆
な
る
も
」
、
こ

れ
を
問
わ
ず
「
徹
底
」
「
専
念
に
同
情
し
」
、
か
く
「
著
者
の
自
我
を
没
し
得
て
」

よ
く
「
読
者
の
心
を
動
か
す
」
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
「
二
方
法
」
が
「
逆

行
」
す
れ
ば
、
即
ち
h
作
家
の
態
度
と
な
り
、
心
的
状
況
と
な
り
、
主
義
と
な

り
、
人
生
観
と
な
り
、
発
し
て
小
説
の
二
代
区
別
と
な
る
」
と
い
う
。

 
漱
石
の
方
法
が
こ
こ
に
い
う
「
第
一
法
」
に
近
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ

れ
は
「
第
二
法
」
を
除
外
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
「
第
一
法
」
に
い
う
コ

定
の
間
隔
を
保
つ
」
た
「
批
評
的
眼
光
」
が
同
時
に
、
ま
る
ご
と
対
者
を
包
む

 
「
第
二
法
」
に
い
う
「
同
情
的
」
視
角
を
と
れ
ば
、
恐
ら
く
先
に
い
う
写
生
文

に
お
け
る
「
作
者
の
心
的
状
態
」
と
な
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
こ
れ
を
技
法
の
問

題
と
し
て
進
め
れ
ば
、
こ
と
の
か
な
め
は
「
篇
中
の
人
物
」
を
い
か
に
動
か
す

・
か
に
あ
る
と
い
う
。
即
ち
作
中
の
「
彼
」
が
「
汝
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
余
と

富
む
る
」
に
及
ん
で
「
間
隔
の
縮
小
す
る
」
は
明
ら
か
で
あ
り
、
「
彼
を
変
じ

て
汝
と
な
す
の
法
」
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
書
簡
体
が
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
脚

本
が
あ
る
。
し
か
し
、
戯
曲
に
お
け
る
「
篇
中
の
人
物
が
相
互
に
汝
と
呼
ぶ
は
、

作
者
が
篇
中
の
人
物
を
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
」
と
は
「
異
な
り
」
、
こ
の
方

法
を
徹
底
せ
ん
と
す
れ
ば
、
「
作
者
が
変
じ
て
余
と
な
っ
て
年
中
に
あ
ら
は
る

る
」
ぽ
か
は
な
い
と
い
う
。

 
こ
う
し
て
「
吾
人
と
作
家
（
即
ち
余
と
称
す
る
も
の
）
と
は
直
接
に
相
対
す

る
」
こ
と
と
な
り
、
文
学
史
上
こ
の
種
の
作
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
も
な
い
が
、

写
生
文
も
ま
た
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
写
生
文
が
こ
の
方
法
を
と

る
に
つ
い
て
は
、
「
し
か
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
源
因
」
が
あ
る
。
即
ち
そ
の
「
描

写
す
る
所
は
筋
と
し
て
纒
ま
ら
ざ
る
も
の
多
」
く
、
「
篇
中
の
人
物
が
一
定
の

曲
線
を
え
が
い
て
一
定
の
落
所
を
示
す
事
少
な
く
、
基
多
く
は
散
漫
に
し
て
収

束
な
き
雑
然
た
る
光
景
な
る
を
以
て
興
味
の
中
心
た
る
は
観
察
者
即
ち
主
人
公

な
ら
ざ
る
」
を
え
ぬ
。
他
の
小
説
は
と
も
か
く
「
写
生
文
に
あ
っ
て
は
、
描
写

せ
ら
る
る
も
の
に
満
足
な
る
興
味
の
段
落
な
き
が
故
に
も
し
中
心
と
も
目
し
得
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'

べ
き
説
話
者
（
即
ち
余
）
を
失
へ
ば
一
篇
の
光
景
は
忽
ち
支
柱
を
失
っ
て
瓦
解

す
る
に
至
る
」
の
で
あ
り
、
「
此
故
に
読
者
は
ロ
ハ
此
余
（
作
者
と
し
て
見
た
る

に
あ
ら
ず
、
道
中
の
主
人
公
と
し
て
見
た
る
）
に
従
っ
て
、
之
を
た
よ
り
に
迷

，
路
を
行
く
」
ほ
か
な
い
と
い
う
。

 
以
上
が
『
文
学
論
』
に
説
く
と
こ
ろ
だ
が
、
先
の
『
写
生
文
』
．
と
か
さ
ね
て

み
れ
ば
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
写
生
文
の
か
な

め
は
「
作
家
の
心
的
状
態
」
に
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
し
か
し
『
文
学
論
』

の
説
く
と
こ
ろ
は
、
写
生
文
に
い
う
〈
余
〉
の
何
た
る
か
を
語
っ
て
興
味
深
い
。

こ
の
〈
余
〉
と
は
、
い
わ
ゆ
る
写
生
文
に
い
う
観
察
者
、
記
録
者
と
し
て
の
素

朴
自
明
の
、
即
自
の
我
，
で
は
な
い
。
作
品
を
ま
さ
に
作
品
た
ら
し
め
る
た
め
に

乗
り
込
ん
で
ゆ
く
方
法
的
主
体
と
し
て
の
く
余
〉
で
あ
り
、
作
者
の
分
身
で
あ

る
。
作
者
の
素
朴
自
明
な
観
察
を
主
体
と
し
て
展
開
さ
れ
る
写
生
文
の
「
散
漫
」

「
雑
然
」
を
凝
縮
す
べ
き
求
心
的
主
体
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
そ
の
方
法
的
達

成
の
た
め
に
選
び
と
ら
れ
、
相
対
化
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
方
法
的
、
遠
心
的

主
体
で
も
あ
る
。

三

 
さ
て
、
愈
々
漱
石
初
期
作
品
に
お
け
る
〈
余
〉
の
描
法
に
入
っ
て
ゆ
く
わ
け

だ
が
、
〈
余
〉
が
同
時
に
、
同
時
期
の
『
猫
』
の
く
吾
輩
〉
や
『
坊
つ
ち
や
ん
』

の
・
〈
お
れ
〉
の
語
り
を
倍
音
と
し
て
相
響
し
つ
つ
、
独
自
の
語
り
を
展
開
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
『
自
転
車
日
記
』
の
饒
舌
的
戯
文
の
風
体

と
、
そ
の
苛
烈
な
自
己
調
室
の
底
に
留
学
時
の
惨
た
る
現
実
が
ひ
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
ふ
れ
、
評
者
の
い
う
『
猫
』
と
同
様
、
い
ま
ひ
と
つ
の
く
揚
げ
底
〉

で
は
な
か
っ
た
か
と
問
う
た
。
し
か
し
〈
猫
の
眼
〉
の
く
揚
げ
底
〉
と
は
何
か
。

こ
れ
を
評
家
の
論
を
超
え
、
さ
ら
に
方
法
的
に
徹
底
し
て
問
え
ば
ど
う
か
。

 
〈
猫
〉
は
人
間
の
い
う
と
こ
ろ
、
書
く
と
こ
ろ
自
己
矛
盾
も
甚
だ
し
い
と
い

う
。
主
人
苦
沙
彌
の
日
記
を
誠
し
て
、
こ
の
主
人
は
「
世
の
中
を
冷
笑
し
て
居

る
の
か
、
世
の
中
へ
交
り
た
い
の
だ
か
、
く
だ
ら
ぬ
事
に
肝
属
を
起
こ
し
て
居

る
の
か
、
物
外
に
超
然
と
し
て
居
る
の
だ
か
薩
張
り
見
当
が
付
か
ぬ
」
と
い
う
。

「
猫
杯
は
そ
こ
へ
行
く
と
単
純
な
も
の
だ
。
食
ひ
た
け
れ
ば
食
ひ
、
寝
た
け
れ

ば
寝
る
、
怒
る
と
き
は
一
生
懸
命
に
怒
り
、
泣
く
と
き
は
絶
体
絶
命
に
泣
く
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
ノ

「
主
人
の
様
に
裏
表
の
あ
る
人
間
は
日
記
で
も
書
い
て
世
間
に
出
さ
れ
な
い
自

己
の
面
目
を
暗
室
内
に
発
揮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
等
猫
属

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
う
し
そ
う
ね
う

に
至
る
と
行
住
坐
臥
、
行
尿
亡
妻
悉
く
直
正
の
日
記
で
あ
る
か
ら
」
そ
の
必
要

も
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
人
間
の
い
う
と
こ
ろ
、
書
く
と
こ
ろ
、
す
べ
て
は
く
揚

げ
底
〉
で
は
な
い
か
と
く
猫
〉
は
調
し
て
い
う
、
そ
の
底
に
は
、
、
素
朴
自
明
に

自
己
の
観
察
や
感
慨
を
語
る
と
い
う
写
生
文
自
体
も
ま
た
ハ
時
に
意
識
せ
ざ
る

〈
揚
げ
底
〉
と
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
問
う
調
意
が
込
め
ら
れ
る
。
主
人
公
苦

沙
彌
の
観
察
、
感
慨
な
ら
ぬ
こ
れ
を
調
す
る
〈
猫
の
眼
〉
を
配
し
た
時
、
『
猫
』

は
写
生
文
に
し
て
写
生
文
を
超
え
る
。

 
し
か
も
そ
の
〈
猫
の
眼
〉
の
背
後
に
は
ま
た
、
〈
猫
〉
の
あ
り
よ
う
を
相
対

比
し
、
調
す
る
背
後
の
語
り
手
の
眼
が
あ
る
。
時
に
正
月
の
餅
の
盗
み
食
い
を

し
て
七
転
八
倒
し
、
人
間
を
等
し
つ
つ
逆
に
迷
亭
に
吊
る
し
あ
げ
ら
れ
て
身
動

き
で
き
ぬ
、
語
り
手
〈
猫
〉
の
卑
小
化
、
戯
画
化
の
眼
が
伏
在
す
る
。
さ
ら
に

は
そ
の
終
末
の
〈
猫
〉
の
末
路
は
ど
う
か
。

 
「
水
か
ら
嬉
野
は
四
寸
余
も
あ
る
。
足
を
の
ば
し
で
む
届
か
な
い
・
飛
び
上

が
ρ
て
も
出
ら
れ
な
い
。
呑
気
に
し
て
居
れ
ば
沈
む
ば
か
り
だ
。
も
が
け
ば
か

り
か
り
と
甕
に
爪
が
あ
た
る
の
み
で
、
あ
た
っ
た
時
は
、
少
し
浮
く
気
味
だ
が
（

初
期
漱
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
 
-
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
を
軸
と
し
て
一
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す
べ
れ
ば
忽
ち
ぐ
う
つ
と
も
ぐ
る
。
も
ぐ
れ
ば
苦
し
い
か
ら
、
す
ぐ
が
り
が
り

を
や
る
。
其
う
ち
か
ら
だ
が
疲
れ
て
く
る
。
気
は
焦
る
が
、
足
は
左
程
利
か
な

く
な
る
。
遂
に
は
も
ぐ
る
為
に
甕
を
掻
く
の
か
、
掻
く
為
に
も
ぐ
る
の
か
、
自

分
で
も
分
か
り
に
く
く
な
っ
た
」
。
や
が
て
〈
猫
〉
は
無
益
な
抵
抗
を
や
め
死

の
世
界
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
が
、
こ
の
〈
猫
〉
の
語
り
は
同
時
に
、
こ
れ
を
傭
慰

す
る
背
後
の
語
り
手
の
眼
を
浮
上
さ
せ
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
己
れ
の
語
り
を
対

象
化
す
る
醒
め
た
作
家
の
眼
も
ま
た
そ
の
背
後
に
に
じ
む
。
写
生
文
の
か
な
め

は
、
「
作
家
の
心
的
状
態
」
に
あ
り
と
い
う
が
、
作
者
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
語
り
手

の
眼
を
操
作
し
、
そ
の
な
か
に
〈
猫
の
眼
〉
を
生
か
し
、
己
れ
の
分
身
苦
沙
彌

そ
の
地
を
戯
画
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
〈
語
り
〉
の
多
重
的
構
造
は
、
や
は
り
写

生
文
の
即
自
性
を
超
え
る
。
と
同
時
に
、
〈
猫
の
眼
〉
の
苛
烈
な
誠
刺
は
、
先

の
『
自
転
車
日
記
』
と
殆
ど
地
続
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
二
老
婆
の
翠
蔓
な
き
眼
の
な
か
で
、
〈
余
〉
は
つ
い
に
「
黄
色
な
活
動
晴
雨
計
」

に
な
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
時
、
〈
余
〉
の
眼
は
対
者
の
苛
烈
な
眼
を
か
か
え

込
ん
で
己
れ
を
刺
す
。
・
こ
の
眼
が
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
れ
ば
、
〈
猫
の
眼
〉

の
な
か
に
生
き
る
〈
滑
稽
な
男
〉
苦
沙
彌
の
無
惨
な
姿
と
な
る
。
即
ち
こ
の
対

者
の
苛
烈
な
眼
を
か
か
え
込
ん
だ
〈
余
〉
の
眼
が
、
〈
猫
の
眼
〉
の
そ
れ
へ
と

分
離
し
て
い
っ
た
時
、
こ
の
〈
猫
の
眼
〉
と
並
行
し
つ
つ
語
り
続
け
る
、
『
漂

虚
集
』
に
お
け
る
新
た
な
〈
余
〉
の
眼
が
生
き
は
じ
め
る
。
『
倫
敦
消
息
』
か

ら
『
自
転
車
日
記
』
へ
と
続
く
自
己
調
質
の
眼
や
に
が
い
笑
い
は
拭
い
さ
ら
れ
、

作
家
本
来
の
厭
世
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
影
が
深
く
に
じ
む
。
い
や
、
よ
り
正
確
に

は
二
十
世
紀
に
生
き
る
人
間
の
し
い
ら
れ
た
夢
の
喪
失
と
、
な
お
書
き
綴
ら
ん

と
す
る
〈
わ
が
痛
き
夢
〉
へ
の
投
身
と
、
そ
の
は
ざ
ま
に
揺
れ
る
厭
世
家
の
ひ

と
つ
の
影
と
い
っ
て
も
よ
い
。

 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
「
開
化
ノ
無
価
値
な
る
を
知
る
と
き
始
め
て
厭
世
観
を
起
す
。
開
化
の
無

価
値
な
る
を
知
り
つ
つ
も
是
を
免
か
る
能
は
ざ
る
を
知
る
と
き
第
二
の
厭
世
観

を
起
す
。
蕪
に
於
て
発
展
の
路
絶
ゆ
れ
ば
真
の
厭
世
的
文
学
と
な
る
」
と
は
、

こ
の
時
期
の
「
断
片
」
中
の
言
葉
で
あ
る
。
語
は
さ
ら
に
続
い
て
「
も
し
発
展

す
れ
ば
形
而
上
に
安
心
を
求
」
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
現
実
に
何

ひ
と
つ
解
決
を
求
め
え
ぬ
欺
購
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
『
倫
敦
塔
』
の

く
余
〉
は
こ
の
文
明
都
市
、
開
化
の
只
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
自
分
は
、
「
御
殿

場
の
兎
が
急
に
日
本
橋
の
真
中
へ
儲
り
出
さ
れ
た
直
な
」
も
の
で
、
「
家
に
帰

れ
ば
治
7
■
車
が
自
分
の
部
屋
に
衝
突
し
は
せ
ぬ
か
と
」
「
朝
夕
安
き
心
」
は
な
く
、

「
合
百
、
此
群
集
の
中
に
二
年
住
ん
で
居
た
ら
吾
が
神
経
の
繊
維
も
遂
に
鍋
の

中
の
麩
海
苔
の
如
く
」
な
ろ
う
と
い
う
。

 
こ
の
開
化
の
只
中
に
、
「
宿
世
の
夢
の
焼
点
」
の
ご
と
く
停
つ
の
は
倫
敦
塔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
や
し
く

で
あ
り
、
彼
は
「
汽
車
も
走
れ
、
電
車
も
走
れ
、
荷
も
歴
史
の
有
ら
ん
限
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
か

は
我
の
み
は
斯
く
て
あ
る
べ
し
と
云
は
め
許
り
に
立
っ
て
居
る
」
。
す
で
に
「
二

十
世
紀
の
倫
敦
」
は
消
え
、
塔
の
み
が
あ
ざ
や
か
に
立
つ
。
〈
余
〉
は
引
き
ず

ら
れ
る
よ
う
に
評
言
を
ひ
と
息
に
渡
り
、
塔
に
入
る
。
、
〈
余
〉
は
「
午
時
既
に

常
態
を
失
っ
て
」
い
た
と
い
う
。
以
下
、
塔
に
纏
綿
す
る
歴
史
の
影
、
血
の
色

を
辿
り
つ
つ
、
夢
と
も
う
つ
つ
と
も
つ
か
ぬ
ま
ま
に
塔
の
な
か
な
る
塔
、
ボ
ー

シ
ャ
ン
塔
に
至
る
。
「
周
囲
の
壁
」
に
は
「
百
代
の
遺
恨
」
が
刻
ま
れ
る
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
た

の
壁
に
刻
む
囚
人
た
ち
の
文
字
は
痛
切
に
〈
余
〉
の
胸
を
搏
つ
。
コ
度
び
此

へ
や

室
に
入
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
」
。
し
か
も
逃
れ
え
ざ
る
運
命
を
前
に
し
て
、
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と

お
彼
ら
は
そ
の
い
の
ち
を
刻
む
。
彼
ら
は
爪
を
研
ぎ
「
尖
が
れ
る
爪
の
先
を
以
、

て
堅
き
壁
の
上
に
一
と
書
く
。
」
さ
ら
に
「
剥
が
れ
た
る
爪
の
癒
ゆ
る
を
待
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
だ

て
再
び
二
と
」
か
く
。
「
斧
の
刃
に
肉
飛
び
骨
催
け
る
明
日
を
予
期
し
た
彼
等
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は
冷
や
か
な
る
壁
の
上
に
只
一
と
な
り
二
と
な
り
線
と
な
り
字
と
な
っ
て
生
き

ん
と
願
っ
た
」
と
い
う
。

 
恐
ら
く
こ
の
直
前
に
描
い
た
『
猫
』
第
一
章
の
戯
文
弘
遠
心
性
に
較
べ
れ
ば
、

こ
れ
は
は
る
か
に
求
心
的
で
あ
り
、
そ
の
切
迫
し
た
筆
の
赴
く
と
こ
ろ
は
深
く
、

重
い
。
獄
舎
は
人
生
そ
の
も
の
、
存
在
そ
の
も
の
の
喩
と
し
て
、
〈
余
〉
な
ら

ぬ
作
者
の
眼
の
な
か
に
再
現
す
る
。
塔
を
出
れ
ば
い
っ
か
雨
と
な
り
、
「
満
都

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
ざ
 
 
う
ち

の
紅
塵
と
煤
煙
を
溶
か
し
て
暗
々
と
天
地
を
鎖
す
裏
盆
地
獄
の
影
の
様
に
ぬ
っ

と
見
上
げ
ら
れ
た
の
は
倫
敦
塔
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
素
材
と
な
る
漱
石

の
ロ
ン
ド
ン
塔
見
学
（
明
3
3
・
！
0
・
3
0
）
の
日
は
雨
な
ら
ぬ
晴
天
で
あ
っ
た
と

は
す
で
に
評
家
（
越
智
治
雄
）
の
し
る
す
と
こ
ろ
だ
が
、
作
者
、
夢
中
の
塔
影

は
陰
雨
の
な
か
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
塔
の
あ
や
し
い
見
聞
を
下
宿

の
主
人
に
話
せ
ば
、
彼
は
て
も
な
く
＜
余
〉
の
夢
を
打
ち
砕
い
て
み
せ
る
。

「
罪
人
の
落
書
き
」
も
ど
れ
も
知
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
万
事
だ
ま
さ
れ
て
は

駄
目
で
す
よ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
「
二
十
世
紀
の
住
人
」
と
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
作
者
自
身
の
い
ま
ひ
と
つ
の
眼
で
あ
り
、
語
り
手
は
〈
余
〉
に
最
も
深

い
夢
を
見
さ
せ
、
そ
の
夢
を
見
事
に
打
ち
砕
い
て
み
せ
る
。
こ
の
構
図
は
『
カ

ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
『
琴
の
そ
ら
音
』
（
明
3
8
・
6
）
に
あ
っ
て
も
ま
た
同
様
で

あ
る
。

四

 
続
く
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
は
よ
り
教
文
的
な
構
図
な
が
ら
、
同
じ
遠
近

法
で
語
ら
れ
る
。
「
毎
日
の
様
に
川
を
隔
て
て
霧
の
申
に
チ
エ
ル
シ
ー
を
眺
め

た
余
は
あ
る
朝
鳶
に
橋
を
渡
っ
て
」
カ
ー
ル
ラ
イ
ル
の
家
を
訪
ね
る
。
「
往
来

か
ら
直
ち
に
戸
が
敲
け
る
程
の
道
傍
に
建
て
ら
れ
た
四
階
造
り
の
真
四
角
な

家
」
で
、
「
丸
で
大
製
造
場
の
富
突
の
根
本
を
切
っ
て
き
て
之
に
天
井
を
張
っ

て
窓
を
つ
け
た
様
な
」
、
ま
こ
と
に
教
文
的
な
家
だ
が
、
〈
余
〉
の
カ
ー
ラ
イ
ル

に
寄
せ
る
想
い
は
深
い
。
地
上
の
騒
音
に
耐
え
か
ね
て
、
カ
ー
ラ
イ
ル
は
四
階

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ろ
ひ

の
屋
根
裏
に
書
斎
を
造
っ
た
。
し
か
し
思
わ
ぬ
「
下
界
の
声
」
は
呪
の
如
く

彼
を
追
ひ
か
け
て
旧
の
如
く
に
彼
の
神
経
を
苦
し
め
だ
」
と
、
〈
余
〉
は
己
れ

を
か
さ
ね
る
ご
と
く
い
う
。
し
か
も
案
内
の
老
婆
に
促
さ
れ
階
を
下
れ
ば
、

 
「
一
層
を
下
る
毎
に
下
界
に
近
づ
く
様
」
で
、
「
瞑
想
の
皮
が
剥
げ
る
如
く
感

ぜ
ら
る
る
」
と
い
う
。
や
が
て
婆
さ
ん
の
職
業
的
な
挨
拶
を
背
に
、
「
倫
敦
の

塵
と
煤
と
車
馬
の
音
と
テ
ー
ム
ズ
河
」
の
向
う
に
、
す
べ
て
は
夢
の
ご
と
く
隔

て
ら
れ
て
ゆ
く
。

 
こ
こ
で
も
〈
夢
〉
の
波
動
は
よ
り
お
だ
や
か
だ
が
、
二
十
世
紀
の
現
実
は
ひ

と
時
の
〈
夢
〉
の
緊
縛
か
ら
〈
余
〉
を
解
き
放
っ
て
現
実
に
引
き
も
ど
す
。
、
〈
余
〉

を
使
っ
た
語
り
手
の
、
ま
た
背
後
の
作
者
の
眼
は
、
そ
こ
に
ロ
ン
ド
ン
留
学
時

の
素
材
を
舞
台
と
し
て
、
夢
と
こ
れ
を
引
き
剥
ぐ
現
実
と
の
往
還
剥
離
の
構
造

を
繰
り
返
し
描
か
ん
と
す
る
か
に
み
え
る
つ
す
で
に
倫
敦
塔
も
カ
ー
ラ
イ
ル
博

物
館
も
現
実
な
ら
ぬ
、
そ
の
構
造
自
体
ひ
と
つ
の
喩
と
し
て
あ
り
、
〈
余
〉
の

，
内
容
も
ま
た
微
妙
に
動
き
は
じ
め
る
。
『
幻
影
の
盾
』
（
明
3
8
・
4
）
を
は
さ
ん

で
続
く
『
琴
の
そ
ら
音
』
の
く
余
〉
は
、
そ
の
最
初
の
し
る
し
で
あ
る
。
法
学

士
で
、
や
が
て
婚
約
者
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
余
〉
と
、
学
生
時
代

か
ら
の
友
人
で
文
学
士
の
津
田
君
と
の
地
口
め
い
た
軽
い
や
り
と
り
か
ら
話
は

始
ま
る
。
津
田
君
は
幽
霊
の
研
究
を
続
け
て
居
り
、
そ
の
口
か
ら
死
ん
だ
奥
さ

ん
の
姿
が
戦
地
の
失
の
手
鏡
に
映
る
と
い
う
怪
奇
な
話
が
語
ら
れ
る
。
妻
が
夫

の
出
征
前
に
、
万
一
お
留
守
中
に
病
気
で
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
「
必

 
 
 
だ
け

ず
客
畳
丈
は
御
傍
に
行
っ
て
、
も
う
一
遍
御
目
に
懸
り
ま
す
。
」
と
言
っ
た
。

初
期
漱
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
 
-
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
を
軸
と
し
て
一
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そ
の
約
束
が
果
た
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
夜
半
も
過
ぎ
て
帰
途
に
つ
い
た
〈
余
〉
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
寝
込
ん
で

い
る
婚
約
者
の
こ
と
を
案
じ
つ
つ
、
暗
い
雨
の
な
か
を
極
楽
水
か
ら
切
支
丹
坂
、

茗
荷
谷
へ
と
さ
し
か
か
る
、
途
中
、
乳
呑
児
の
棺
桶
を
か
つ
い
で
ゆ
く
男
た
ち

に
逢
い
、
不
審
な
火
を
遠
ぐ
に
み
る
。
そ
の
火
の
正
体
の
巡
査
は
通
り
す
が
り

に
「
悪
い
か
ら
御
気
を
付
け
な
さ
い
」
と
い
う
。
帰
れ
ば
婆
さ
ん
が
不
吉
な
犬

の
遠
吠
え
が
気
に
な
る
と
言
い
、
ま
た
先
の
巡
査
が
戸
を
叩
い
て
「
何
だ
か
黒

い
影
が
御
門
か
ら
出
て
行
き
ま
し
た
か
ら
…
…
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
不
安
な

一
夜
が
明
け
駆
け
つ
け
て
み
る
と
、
婚
約
者
の
女
は
も
う
風
邪
も
す
っ
か
り
治

っ
て
と
、
涼
し
げ
で
あ
る
。
勧
め
ら
れ
て
床
屋
に
ゆ
け
ば
、
そ
こ
で
は
集
ま
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
ば
 
か

た
連
中
が
、
す
べ
て
は
人
間
の
「
神
経
」
の
せ
い
で
あ
り
、
「
婆
化
さ
れ
様
」

と
す
る
無
意
識
の
心
理
の
は
た
ら
き
に
過
ぎ
ぬ
と
、
狸
談
義
に
打
ち
興
じ
て
い

る
。
後
に
こ
の
一
夜
の
体
験
を
津
田
君
に
話
す
と
、
そ
れ
は
よ
い
材
料
だ
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
か
た

僕
の
著
書
に
入
れ
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
「
文
学
士
津
田
真
方
著

幽
霊
論
の
七
二
頁
に
K
君
の
例
と
し
て
載
っ
て
居
る
の
は
余
の
事
で
あ
る
」
と

い
う
。

 
す
べ
て
は
く
琴
の
そ
ら
音
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
題
意
は
み
ご
と
に
生
き
る
が
、

語
り
口
ぼ
殆
ど
『
猫
』
の
戯
文
体
に
つ
な
が
る
。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ

が
く
余
〉
「
の
語
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
ハ
こ
の
〈
余
〉
は
先
の
二

作
と
違
匹
 
、
作
者
か
ら
は
最
も
遠
い
仮
構
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
告
君
の
本
の
な
か
に
描
か
れ
る
K
君
の
話
と
し
て
紹
介
裏
語
ら

れ
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
話
で
あ
る
。
、
し
か
も
敢
て
〈
余
〉
の
語
り
と
し
て

語
る
、
そ
の
意
図
は
何
か
。
ひ
と
つ
に
は
こ
れ
が
初
期
作
品
を
つ
ら
ぬ
く
＜
写

生
文
〉
的
語
り
の
文
脈
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
写
生
文
が
本

来
即
自
的
な
体
験
を
あ
る
が
ま
ま
に
写
す
こ
と
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
れ
は
写
生
文
の
枠
を
は
み
出
る
も
の
で
も
あ
る
。

 
つ
ま
り
は
「
作
家
が
変
じ
て
余
と
な
っ
て
篇
中
に
あ
ら
は
」
れ
、
読
者
と
作

家
が
面
々
あ
い
対
す
る
と
い
う
先
の
〈
幻
惑
論
〉
〈
間
隔
論
〉
の
応
用
と
も
い

え
よ
う
。
即
ち
作
品
を
ま
さ
に
作
品
た
ら
し
め
る
た
め
に
乗
り
込
ん
で
ゆ
く
方

法
的
主
体
と
し
て
の
く
余
〉
で
あ
り
、
逆
に
〈
余
〉
の
背
後
の
語
り
手
、
さ
ら

に
は
作
家
自
体
の
眼
が
背
後
に
つ
よ
く
感
じ
ら
れ
て
来
る
。
冒
頭
、
津
田
君
の

「
久
し
く
来
な
か
っ
た
ち
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
挨
拶
を
受
け
て
、
「
全
は
は
ち

切
れ
て
膝
頭
の
出
さ
う
な
ヅ
ボ
ン
の
上
で
、
相
馬
焼
き
の
茶
碗
の
糸
底
を
三
本

指
で
ぐ
る
ぐ
る
廻
し
な
が
ら
考
へ
た
」
と
い
う
。
こ
の
〈
余
〉
の
イ
メ
ー
ジ
、

ま
た
語
り
は
、
こ
れ
を
あ
や
つ
る
背
後
の
語
り
手
や
作
家
の
眼
を
意
識
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。
明
ら
か
に
語
り
手
は
意
図
的
に
、
〈
余
〉
の
仮
構
の
イ
メ
ー

ジ
を
つ
よ
く
押
し
出
し
て
ゆ
く
。
す
で
に
〈
余
〉
は
作
家
の
分
身
な
ら
ぬ
虚
構

の
物
語
の
語
り
手
、
正
し
く
は
津
田
君
の
『
幽
霊
論
』
な
る
テ
ク
ス
ト
に
回
収

さ
る
べ
き
一
挿
話
の
提
供
者
に
過
ぎ
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
〈
余
〉
の
主
体
と
し

て
の
写
生
文
離
れ
は
、
前
作
『
幻
影
の
盾
』
に
お
け
る
語
り
の
技
法
と
無
縁
で

は
あ
る
ま
い
。

五

 
『
幻
影
の
盾
』
は
「
一
心
不
乱
と
い
ふ
事
」
を
語
ら
ん
と
し
て
、
こ
の
趣
向

が
日
本
の
物
語
と
し
て
は
調
和
す
ま
い
と
考
え
、
あ
え
て
西
欧
中
世
に
舞
台
を

と
っ
た
も
の
だ
と
前
書
に
い
う
。
そ
の
言
葉
通
り
ア
ー
サ
ー
王
時
代
を
舞
台
と

し
、
城
主
の
対
立
の
故
に
引
き
裂
か
れ
た
ヰ
リ
ア
ム
と
ク
ラ
ラ
の
悲
恋
を
描
き
、

わ
ず
か
に
死
後
に
つ
な
が
る
と
み
え
る
幻
想
世
界
に
お
け
る
恋
の
成
就
を
語
る

（128）



も
の
だ
が
、
そ
の
終
末
、
二
人
の
愛
の
成
就
の
甘
美
な
場
面
を
語
り
、
「
是
は

盾
の
世
界
で
あ
る
。
而
し
て
ヰ
リ
ア
ム
は
盾
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
そ
の
結

尾
に
、
百
年
を
一
瞬
に
尽
く
す
か
の
ご
と
き
「
此
猛
烈
な
経
験
を
嘗
め
得
た
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
に
ん

の
は
古
往
今
来
ヰ
リ
ア
ム
一
人
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
ヰ
リ
ア
ム
は
盾
の
向
う

に
消
え
る
が
、
語
り
手
は
残
る
。
こ
の
語
り
の
特
色
は
（
同
時
に
そ
れ
は
初
期

漱
石
の
す
べ
て
に
通
ず
る
も
の
だ
が
）
す
べ
て
現
在
進
行
形
で
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
見
え
ざ
る
語
り
手
の
語
り
に
乗
っ
て
ヰ
リ
ァ
ム
と

と
も
に
戦
い
、
う
め
き
、
疾
走
す
る
。
盾
の
向
こ
う
に
ヰ
リ
ア
ム
を
送
っ
て
、

 
「
是
は
盾
の
中
の
世
界
」
、
而
し
て
「
ヰ
リ
ア
ム
は
盾
で
あ
る
」
と
い
う
時
、

す
で
に
〈
盾
〉
と
は
語
り
そ
の
も
の
の
く
喩
〉
と
も
み
え
る
。

 
い
わ
ば
語
り
の
波
動
は
ヰ
リ
ア
ム
と
と
も
に
〈
盾
〉
の
向
こ
う
に
消
え
る
が
、

語
り
手
は
残
る
。
こ
の
時
、
と
り
残
さ
れ
た
語
り
手
の
影
と
と
も
に
〈
余
〉
の

影
が
ゆ
ら
め
く
。
語
り
手
の
な
か
に
融
化
し
た
と
み
え
る
、
見
え
ざ
る
〈
余
〉

の
影
が
動
く
一
瞬
で
あ
る
。
「
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
い
う
時
、
『
夢
十
夜
』
（
明
4
1
・
7
～
8
）
第
六
夜

に
い
う
〈
仁
王
〉
、
あ
の
生
命
力
の
根
源
と
も
い
う
べ
き
〈
仁
王
〉
は
、
つ
い

に
明
治
と
い
う
こ
の
時
代
に
生
き
得
ぬ
か
と
い
う
痛
嘆
は
、
同
時
に
〈
盾
〉
の

，
こ
ち
ら
に
取
り
残
さ
れ
た
語
り
手
、
見
え
ざ
る
〈
余
〉
の
痛
嘆
の
声
と
も
ひ
び

く
。
『
漂
虚
集
』
に
は
た
ら
く
力
学
は
振
り
子
を
も
ど
す
ご
と
く
、
冒
頭
の
二

作
か
ら
『
幻
影
の
盾
』
へ
と
動
く
。
『
倫
敦
塔
』
『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』
・
が
っ

か
の
間
の
夢
か
ら
現
実
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
凹
の
力
学
を
語
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
『
幻
影
の
盾
』
は
逆
に
凸
の
力
学
へ
と
走
る
か
と
み
え
、
〈
余
〉
を
残
し
て

 
〈
夢
〉
（
盾
）
の
世
界
そ
の
も
の
へ
と
突
入
し
て
み
せ
る
。
残
さ
れ
た
〈
余
〉

は
す
で
に
分
離
し
、
十
目
の
主
体
な
ら
ぬ
虚
構
の
主
体
と
し
て
『
琴
の
そ
ら
音
』

の
く
余
〉
に
生
き
る
。
こ
れ
は
後
の
『
趣
味
の
遺
伝
』
の
く
余
〉
へ
と
か
さ
な

る
か
に
み
え
る
が
、
そ
の
前
に
『
一
夜
』
（
明
3
8
・
9
）
と
い
う
『
漂
急
雷
』
中
、

最
も
特
異
な
一
短
篇
が
あ
る
。

 
髭
の
あ
る
男
と
な
い
男
、
そ
の
な
か
に
女
を
据
え
た
三
人
の
、
一
夜
の
と
り

と
め
も
な
い
談
話
の
展
開
を
描
く
ゴ
夜
』
は
、
写
生
文
特
有
の
俳
聖
的
趣
向

の
そ
れ
と
も
み
え
る
が
、
そ
の
趣
向
の
核
心
は
〈
夢
〉
に
入
ら
ん
と
し
て
常
に

断
ち
切
ら
れ
る
、
〈
夢
〉
と
く
現
実
〉
の
往
還
剥
離
の
構
造
の
あ
ざ
や
か
な
切
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と

り
口
に
あ
る
。
韓
の
男
は
「
世
の
中
は
凡
て
是
だ
と
疾
う
か
ら
知
っ
て
居
る
」
。

「
描
け
ど
も
成
ら
ず
、
描
け
ど
も
成
ら
ず
」
と
髪
な
き
男
は
い
う
。
「
百
年
は
一

年
の
如
く
、
一
年
は
一
刻
の
如
し
。
一
刻
を
知
れ
ば
正
に
人
生
を
知
る
」
「
彼

ら
の
一
夜
を
描
い
た
の
は
彼
ら
の
生
涯
を
描
い
た
の
で
あ
る
」
と
、
『
幻
影
の
盾
』

の
ご
と
き
言
葉
を
語
り
つ
つ
、
語
り
手
は
三
人
の
素
姓
も
性
格
も
、
落
ち
合
っ

た
理
由
も
知
ら
ぬ
と
い
う
。
「
一
貫
し
た
事
件
が
発
展
せ
ぬ
」
と
い
う
も
、
「
人

生
を
書
い
た
の
で
小
説
を
書
い
た
の
で
な
い
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
。

「
な
ぜ
三
人
と
も
一
時
に
寝
た
？
三
人
と
も
一
時
に
眠
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
」
と
い
う
。
そ
の
結
尾
は
す
で
に
、
読
者
の
テ
ク
ス
ト
に
託
し
た
夢
を
無
残

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
だ
よ

に
打
ち
砕
く
一
拍
に
過
ぎ
ま
い
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
は
〈
虚
〉
に
漂
い
〈
虚
〉

（
夢
）
を
語
ら
ん
と
す
る
記
述
、
ま
た
言
説
そ
の
も
の
を
無
化
し
て
み
せ
ん
と

す
る
、
語
り
手
の
生
理
そ
の
も
の
の
発
現
と
も
い
う
べ
き
か
。
こ
こ
で
も
見
え

ざ
る
〈
余
〉
は
く
人
生
〉
の
側
に
立
っ
て
、
語
り
手
と
と
も
に
〈
夢
〉
を
織
り
、

〈
夢
〉
に
漂
わ
ん
と
す
る
行
為
そ
の
も
の
を
問
い
返
す
。

 
す
で
に
楽
屋
は
素
通
し
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
語
り
手
は
再
び
立
ち
上
が
っ
て

次
作
の
筆
を
執
る
。
『
漂
虚
集
』
中
、
最
も
長
大
な
ロ
マ
ン
と
い
う
べ
き
『
蓬

露
呈
』
（
明
3
8
・
1
1
）
で
あ
り
、
『
幻
影
の
盾
』
に
い
う
〈
一
心
不
乱
の
物
語
〉
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初
期
漱
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
 
-
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
を
軸
と
し
．
て
ー



は
、
少
女
エ
レ
ー
ン
の
騎
士
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
へ
の
無
垢
な
る
恋
の
一
念
と
し
て

生
き
る
。
終
末
、
「
あ
ら
ゆ
る
肉
の
不
浄
を
拭
ひ
」
去
っ
た
か
の
ご
と
き
エ
レ
ー

ン
の
亡
骸
の
上
に
、
エ
レ
ー
ン
の
手
紙
を
読
み
終
わ
っ
た
王
妃
郵
程
ヴ
イ
ア
は

「
美
し
き
少
女
」
（
傍
点
原
文
）
と
言
い
つ
つ
「
熱
き
涙
」
を
流
す
。
ギ
ニ
ヴ
イ

ア
と
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
道
な
ら
ぬ
恋
と
エ
レ
ー
ン
の
死
に
至
る
一
途
な
愛
と
、

こ
の
三
者
を
め
ぐ
る
結
末
の
「
熱
き
涙
」
を
「
『
草
枕
』
終
末
」
の
「
『
あ
は
れ
』

と
の
関
連
」
で
読
み
と
り
、
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
「
憐
れ
」
の
完
成
と
み
る

大
岡
昇
平
の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
『
草
枕
』
と
の
関
連
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
「
熱
き
涙
」
な
ら
ぬ
、
次
作
『
趣
味
の
遺
伝
』
終

末
の
〈
余
〉
の
「
清
き
涼
し
き
涙
」
こ
そ
、
こ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
両
者
に
通
駕
す
る
も
の
こ
そ
漱
石
に
お
け
る
初
期
写
生
文
の
ひ
と
つ
の
達

成
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
そ
れ
が
写
生
文
自
体
の
解
体
で
も
あ
る

と
こ
ろ
に
、
漱
石
独
自
の
逆
説
が
あ
る
。
い
や
、
こ
と
の
本
体
は
そ
こ
に
み
る

く
余
〉
の
内
実
そ
の
も
の
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

山IN

 
こ
う
し
て
『
漂
虚
集
』
の
撞
尾
を
な
す
『
趣
味
の
遺
伝
』
と
な
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
作
に
至
っ
て
語
り
手
と
し
て
の
く
余
〉
は
、
先
の
『
文
学
論
』
に
い
う
〈
幻

惑
論
〉
「
間
隔
論
」
の
く
余
〉
と
し
て
み
ご
と
に
生
き
る
。
『
莚
斜
行
』
と
い
う
．

い
さ
さ
か
厚
塗
り
の
物
語
、
ロ
マ
ン
に
あ
っ
て
、
λ
余
〉
は
出
番
も
な
く
語
り

手
の
背
後
に
遠
く
あ
る
。
『
幻
影
の
盾
』
の
ご
と
く
作
品
の
終
結
部
に
事
な
き

影
と
し
て
停
っ
気
配
も
な
い
。
〈
熱
き
涙
〉
と
は
ロ
マ
ン
の
そ
れ
で
は
あ
っ
て
も
、

写
生
文
の
も
の
で
は
な
い
。
『
琴
の
そ
ら
音
』
、
が
『
幻
影
の
盾
』
の
、
〈
一
心
不

乱
〉
の
物
語
の
裏
返
し
、
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
趣

味
の
遺
伝
』
も
同
じ
く
舞
台
を
当
代
に
と
っ
て
、
『
莚
露
行
』
に
お
け
る
ロ
マ

ン
の
揺
り
返
し
、
ひ
と
つ
の
パ
ロ
デ
ィ
の
試
み
と
も
み
れ
な
く
は
な
い
。
し
か

し
こ
こ
に
は
漱
石
と
い
う
作
家
特
有
の
、
求
心
力
と
遠
心
力
が
み
ご
と
に
錯
綜

し
つ
つ
、
は
た
ら
く
。
こ
れ
を
生
か
し
、
は
た
ら
か
せ
る
も
の
は
無
…
機
的
な
語

り
手
の
声
な
ら
ぬ
、
作
中
に
生
き
る
〈
余
〉
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
ふ

 
冒
頭
、
「
陽
気
な
所
為
で
神
も
気
違
に
な
る
」
と
言
い
、
「
人
を
屠
り
て
餓
え

た
る
犬
を
救
え
」
と
い
う
声
に
応
じ
て
、
忽
ち
満
洲
の
野
に
聖
人
と
露
人
の
殺

数
が
は
じ
ま
る
。
累
々
た
る
死
骸
に
野
犬
の
群
が
集
ま
り
、
ま
さ
に
地
獄
図
絵

と
な
る
。
こ
れ
は
例
の
通
り
の
く
余
〉
の
空
想
癖
だ
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
が

日
露
戦
後
ま
も
な
い
時
期
の
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
厭
戦
、
反
戦
の
当

意
は
み
ご
と
に
生
き
る
。
気
が
つ
け
ば
〈
余
〉
は
新
橋
駅
頭
に
あ
り
、
凱
旋
の

將
兵
を
追
え
る
こ
と
に
な
る
。
万
歳
な
ど
と
は
咽
喉
が
つ
ま
っ
て
言
え
ぬ
と
い

い
つ
つ
、
「
將
軍
の
日
に
焼
け
た
色
」
と
「
髭
の
胡
麻
塩
」
を
み
る
と
思
わ
ず

涙
が
落
ち
る
。
万
歳
も
涙
も
す
べ
て
は
「
満
州
の
野
に
起
つ
た
咄
城
の
反
響
」

だ
と
い
う
。
我
々
の
日
常
の
言
語
の
す
べ
て
用
途
を
持
つ
。
意
味
を
持
つ
。
し

か
も
何
の
意
味
も
用
件
も
な
く
、
「
意
味
の
分
か
ら
ぬ
音
聲
を
出
す
の
は
尋
常

で
は
な
い
」
「
よ
く
せ
き
の
事
」
だ
。
「
咄
城
は
此
よ
く
せ
き
を
煎
じ
語
め
て
、

煮
語
め
て
、
罐
詰
め
に
し
た
声
で
あ
る
。
死
ぬ
か
生
き
る
か
娑
婆
か
地
獄
か
と

 
 
 
 
 
は
り
が
ね

云
ふ
際
ど
い
針
線
の
上
に
立
っ
て
身
震
い
す
る
と
き
自
然
と
横
隔
膜
の
底
か
ら

湧
き
上
が
る
至
誠
の
声
で
あ
る
」
。
「
助
け
て
呉
れ
」
「
殺
す
そ
」
（
以
上
傍
点
原

文
）
と
は
、
ま
だ
意
味
が
こ
も
る
。
「
ワ
ー
と
鳴
る
」
「
咄
城
」
と
は
、
ま
さ
に

な
ん
の
余
裕
も
分
別
も
な
く
、
た
だ
「
一
心
不
乱
の
至
境
」
「
玄
境
」
か
ら
生

ま
れ
る
も
の
だ
。
〈
余
〉
の
想
い
が
こ
こ
に
至
っ
た
時
、
涙
が
落
ち
た
。
「
余
が

將
軍
を
見
て
流
し
た
涼
し
い
涙
は
此
七
五
の
反
応
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
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語
り
口
は
一
見
さ
ら
り
と
し
て
写
生
文
的
な
低
徊
味
、
滑
稽
味
を
帯
び
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
〈
一
心
不
乱
〉
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
や
、

こ
れ
も
語
り
の
基
底
と
し
て
旅
順
の
戦
い
に
命
を
落
と
し
た
〈
余
〉
の
友
人
浩

さ
ん
と
、
彼
が
想
い
を
遺
し
た
女
性
と
の
悲
恋
の
物
語
が
展
開
す
る
。
〈
余
〉

は
寂
光
院
の
浩
さ
ん
の
墓
に
参
り
、
そ
こ
で
女
に
逢
う
。
女
は
化
銀
杏
の
下
に

三
つ
。
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
し
さ
で
あ
り
、
〈
余
〉
は
浮
世
を
超
え
た
「
父
母
未

生
以
前
」
の
画
境
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
化
銀
杏
と
石
塔
と
花
の
様
な
佳
人

と
一
「
斯
ん
な
無
理
を
聞
か
せ
ら
れ
る
読
者
は
定
め
て
承
知
す
ま
い
。
こ
れ

は
文
士
の
選
言
だ
と
笑
ふ
も
の
さ
へ
あ
ら
う
。
然
し
事
実
は
う
そ
で
も
事
実
で

あ
る
」
「
文
士
が
わ
る
け
れ
ば
断
っ
て
置
く
。
余
は
文
士
で
は
な
い
、
西
片
町

に
住
む
学
者
だ
。
若
し
疑
ふ
な
ら
此
問
題
を
と
っ
て
学
者
的
に
説
明
し
て
や
ら

う
。
」
こ
こ
で
く
余
〉
は
『
マ
ク
ベ
ス
』
の
マ
ク
ベ
ス
夫
婦
が
共
謀
し
て
主
君

ダ
ン
カ
ン
を
殺
し
た
あ
と
、
門
の
戸
を
敲
く
も
の
が
あ
る
。
「
す
る
と
門
番
が

敲
く
は
敲
く
は
と
云
ひ
な
が
ら
出
て
来
て
醇
漢
の
管
を
捲
く
様
な
た
わ
い
も
な

 
 
 
ろ
れ
つ

い
事
を
呂
津
の
廻
ら
ぬ
調
子
で
述
べ
立
て
る
。
是
が
対
照
的
」
と
い
う
。
こ
の

滑
稽
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
の
「
物
凄
さ
、
怖
し
さ
」
は
一
段
と
白
熱
度
を
高
め

る
。 

こ
れ
が
「
誠
語
」
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
。
「
滑
稽
の
裏
に
は
真
面
目
が
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ょ
う
だ
ん

つ
付
」
き
、
「
大
笑
の
奥
に
は
熱
涙
の
潜
」
み
、
「
雑
談
の
底
に
は
噺
々
た
る
．

鬼
実
が
関
え
る
。
」
「
調
語
は
正
語
よ
り
も
皮
肉
な
る
丈
正
角
よ
り
も
深
刻
で
猛

烈
で
あ
る
。
」
「
マ
ク
ベ
ス
の
門
番
が
解
け
た
ら
寂
光
院
の
美
人
も
解
け
る
筈
だ
」

と
い
う
。
恐
ら
く
こ
の
〈
課
語
〉
の
く
だ
り
は
『
趣
味
の
遺
伝
』
の
み
な
ら
ぬ
、

『
三
等
集
』
す
べ
て
の
主
思
と
方
法
を
解
く
鍵
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。

謁
語
を
も
っ
て
刺
せ
ば
即
ち
調
刺
と
な
り
、
笑
い
と
な
る
。
〈
虚
〉
を
も
っ
て

描
け
ば
、
こ
と
の
感
動
は
さ
ら
に
深
く
迫
る
。
「
事
実
は
う
そ
で
も
事
実
で
あ
る
」

と
は
冗
語
な
ら
ぬ
、
こ
の
意
味
を
指
す
。
し
か
も
〈
余
〉
と
い
う
作
中
人
物
が
、

こ
の
作
中
の
語
り
の
方
法
自
体
に
言
及
す
る
に
及
ん
で
、
〈
余
〉
は
語
り
手
で

あ
っ
て
、
語
り
手
の
実
体
を
さ
ら
に
超
え
る
。
「
写
生
文
」
の
く
余
〉
と
は
「
散

漫
」
「
雑
然
た
る
」
写
生
文
を
凝
縮
せ
し
む
べ
き
「
支
柱
」
、
核
と
し
て
の
く
余
〉

で
あ
る
と
は
先
の
『
文
学
論
』
に
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
し
か
し
こ
こ
に
至

っ
て
〈
余
〉
は
凝
縮
な
ら
ぬ
、
写
生
文
自
体
を
、
あ
る
い
は
そ
の
概
念
を
解
体

す
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。

 
こ
こ
か
ら
『
草
枕
』
の
く
余
〉
（
画
工
）
へ
は
、
数
歩
の
距
離
に
過
ぎ
ま
い
。

西
片
町
の
学
者
は
変
じ
て
画
工
と
な
る
が
、
そ
の
本
体
は
な
ん
ら
変
わ
り
は
な

い
。
『
草
枕
』
に
お
け
る
〈
余
〉
は
く
非
人
情
〉
の
旅
を
言
い
、
「
俗
情
を
離
れ

て
、
あ
く
迄
画
工
に
な
り
き
る
」
の
が
こ
の
旅
の
主
意
だ
と
い
う
。
し
か
も
画

工
た
る
こ
と
の
趣
味
品
性
に
お
い
て
正
と
義
と
直
を
示
す
「
天
下
の
公
民
の
模

範
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
日
露
戦
争
に
出
征
す
る
青
年
久
一
に
ふ
れ
て
は
、

こ
の
「
書
年
は
、
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
人
生
に
認
め
得
ざ
る

一
画
工
の
隣
に
坐
っ
て
居
る
」
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
画
工
〈
余
〉
は
彼
を
駅

頭
に
見
送
る
や
一
転
し
て
、
痛
烈
な
文
明
批
判
を
内
心
展
開
す
る
。
ま
た
「
開

化
し
た
揚
柳
観
音
」
と
呼
ぶ
そ
の
言
葉
通
り
、
文
明
の
波
を
か
ぶ
っ
て
自
我
の

分
裂
に
苦
し
む
那
美
さ
ん
の
頭
に
、
非
人
情
な
ら
ぬ
く
憐
れ
〉
の
情
が
浮
か
ぶ

時
、
胸
中
の
絵
は
つ
い
に
成
就
し
た
と
い
う
。

 
す
で
に
主
体
と
し
て
の
こ
の
〈
余
〉
が
求
心
と
遠
心
の
モ
チ
ー
フ
を
託
さ
れ
、

そ
の
矛
盾
、
乗
離
の
ま
ま
に
語
り
手
ど
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
作
者
が
こ
れ
を
意
識
し
な
い
は
ず
億
な
い
。
す
べ

て
を
承
知
の
上
で
、
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
放
置
し
て
み
せ
る
。
そ
れ
が
先
に

初
期
漱
石
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
問
題
 
一
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
を
軸
と
し
て
一
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い
う
方
法
と
し
て
の
く
余
〉
の
意
味
で
あ
る
。
作
品
を
凝
縮
さ
せ
る
べ
き
〈
余
〉

は
い
つ
か
作
品
そ
の
も
の
を
拡
散
し
、
解
体
す
べ
き
〈
余
〉
と
し
て
機
能
す
る
。

し
か
も
そ
の
こ
と
は
逆
に
〈
非
人
情
〉
を
説
く
画
工
の
背
後
に
あ
る
語
り
手
の
、

よ
り
潜
在
的
な
モ
チ
ー
フ
を
灸
り
出
側
て
み
せ
る
。
言
わ
ば
方
法
的
、
遠
心
的

主
体
と
し
て
選
び
と
ら
れ
た
〈
余
〉
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
自
在
さ
は
逆
に
生

き
、
作
家
本
来
の
根
源
の
モ
チ
ー
フ
が
生
き
は
じ
め
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
時

に
白
熱
化
す
る
〈
余
〉
の
語
り
こ
そ
プ
ロ
ッ
ト
な
ら
ぬ
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
り
、
い

ま
ひ
と
つ
の
ド
ラ
マ
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
は
ま
た
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
や
が
て
〈
余
〉

の
探
索
は
、
浩
さ
ん
と
女
性
の
祖
父
と
祖
母
と
の
引
き
裂
か
れ
た
〈
愛
の
遺
伝
〉

の
故
の
運
命
的
な
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
う
真
相
を
探
り
出
す
。
最
後
に
残
さ

れ
た
浩
さ
ん
の
母
親
と
女
が
互
い
に
慰
め
合
う
「
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
」
と
い
う
。
こ
の
「
清
き
涼
し
き
涙
」
と
は
、
『
写
生
文
』
に
い
う
「
泣

か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
」
「
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ

裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
の
そ
の
写
生
文
的
描
法
の
完
成
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
恐
ら
く
『
漂
虚
集
』
一
連
の
短
編
を
写
生
文
の
ひ
ら
か
れ
た
実
験
と
し
て
描

か
ん
と
し
た
作
者
は
、
『
倫
敦
塔
』
以
下
の
〈
余
〉
の
描
法
に
つ
い
て
充
分
目

覚
的
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
語
り
手
と
し
て
の
く
余
〉
が
対
自
的
な
語
り
の

眼
を
蔵
し
つ
つ
、
よ
り
自
在
な
方
法
と
、
し
て
の
く
余
〉
へ
と
ス
ラ
イ
ド
し
、
転

化
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
合
い
の
手

の
如
く
、
『
幻
影
の
盾
』
や
『
莚
露
行
』
の
ご
と
き
ロ
マ
ン
を
介
在
さ
せ
、
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す

た
『
一
夜
』
の
ご
と
き
そ
れ
自
体
、
〈
虚
〉
を
語
る
作
業
の
楽
屋
裏
を
素
通
し

に
し
て
み
せ
る
作
品
的
低
徊
、
実
験
を
く
ぐ
っ
て
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
至
っ
た

時
、
作
家
に
あ
っ
て
何
か
が
ひ
と
つ
の
終
焉
を
迎
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
延

長
を
『
草
枕
』
と
み
れ
ば
、
こ
れ
を
初
期
作
品
の
実
質
的
な
終
結
部
、
写
生
文

的
実
験
の
終
結
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
〈
終
結
〉
の
爾
後
の
活
動
に

ど
う
か
か
わ
る
か
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
問
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
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