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言
う
ま
で
も
な
く
『
明
暗
』
は
漱
石
最
後
の
作
品
に
し
て
、
し
か
も
未

完
。
そ
の
中
絶
と
は
な
ん
と
も
無
念
な
こ
と
だ
が
、
し
か
し
こ
の
中
絶
は
逆

に
、
漱
石
文
学
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
、
我
々
に
意
味
深
く
問
い
か
け
て
来

る
か
と
も
み
え
る
。
「
吾
人
の
心
中
に
は
底
な
き
三
角
形
あ
り
、
二
辺
並
行

せ
る
三
角
形
あ
る
を
奈
何
せ
ん
」
と
言
い
、
「
若
し
詩
人
文
人
小
説
家
の
記

載
せ
る
人
生
の
外
に
人
生
な
く
ん
ば
、
人
生
は
余
程
便
利
に
し
て
、
人
間
は

余
程
え
ら
き
も
の
な
り
」
(
「
人
生
」
明
2
9
・
1
0
)
と
は
、
す
で
に
作
家
以
前

に
し
て
言
う
所
で
あ
る
。

〈
人
生
〉
と
は
常
に
言
葉
を
超
え
、
表
現
を
超
え
る
過
剰
な
何
も
の
か
で
あ

る
と
い
う
認
識
。
〈
小
説
〉
と
い
う
も
の
の
根
源
的
な
相
対
化
。
す
で
に
し

て
漱
石
に
あ
っ
て
〈
小
説
〉
と
は
絶
え
ざ
る
〈
実
験
〉
で
あ
り
、
問
い
続
け

る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
大
正
と
い
う
時
代
に
生
き
残
っ
た

彼
は
時
代
を
徹
底
的
に
相
対
化
し
、
さ
ら
に
は
女
性
の
意
識
、
無
意
識
を
め

ぐ
る
〈
目
覚
め
〉
を
描
く
。
ま
た
こ
れ
と
並
行
し
た
漢
詩
の
制
作
と
は
何

か
。
遺
さ
れ
た
課
題
は
な
お
多
い
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 
こ
れ
は
こ
の
夏
の
大
学
院
公
開
講
座
の
た
め
に
用
意
し
た
要
旨
だ
が
、
さ

て
こ
れ
を
敷
隠
す
れ
ば
ど
う
か
。
ま
ず
漢
詩
の
問
題
か
ら
踏
み
込
ん
で
み
た

い
。
『
明
暗
』
執
筆
期
に
再
開
し
た
漢
詩
の
制
作
は
七
十
五
首
、
全
漢
詩
の

二
百
七
首
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
超
え
る
数
に
当
た
る
。
し
か
も
絶
句
な
ら

ぬ
、
そ
の
多
く
が
七
言
律
詩
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
の
制
作
に
賭
け
た

作
者
の
想
い
は
意
外
に
重
い
は
ず
で
あ
る
。

 
僕
は
不
相
変
「
明
暗
」
を
午
前
中
書
い
て
ゐ
ま
す
。
心
持
は
苦
痛
、

快
楽
、
器
械
的
、
此
三
つ
を
か
ね
て
ゐ
ま
す
。
存
外
涼
し
い
の
が
何
よ

り
仕
合
せ
で
す
。
夫
で
も
毎
日
百
回
近
く
も
あ
ん
な
事
を
書
い
て
み
る

と
大
い
に
俗
了
さ
れ
た
心
持
に
な
り
ま
す
の
で
三
四
日
前
か
ら
午
後
の

日
課
と
し
て
漢
詩
を
作
り
ま
す
。
日
に
一
つ
位
で
す
。
さ
う
し
て
七
言
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律
で
す
。
中
々
出
来
ま
せ
ん
。
厭
に
な
れ
ば
す
ぐ
已
め
る
の
だ
か
ら
い

く
つ
出
来
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
芥
川
、
久
米
宛
書
簡
(
大
5
・
8
・
2
1
)
の
周
知
の
一

節
だ
が
、
厭
に
な
れ
ば
や
め
ま
す
と
言
い
つ
つ
、
最
後
ま
で
続
い
た
こ
と

は
、
や
は
り
な
み
な
ら
ぬ
重
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ま

た
「
俗
了
」
云
々
と
い
う
そ
の
言
葉
も
、
そ
れ
の
み
に
終
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。
自
分
が
詩
を
作
る
の
は
彫
刻
と
い
う
造
型
の
き
び
し
さ
に
、
余
分
な

詩
的
情
緒
や
主
観
の
は
い
り
込
ま
ぬ
た
め
だ
と
言
っ
た
の
は
、
た
し
か
高
村

光
太
郎
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
『
明
暗
』
の
作
者
の
場
合
も
、
こ
の
間
の
機
微

は
微
妙
に
は
た
ら
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
逆
か
ら
言
え
ば
、

「
俗
了
」
云
々
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
脱
俗
的
詩
境
へ
の
沈

潜
と
い
っ
た
も
の
と
は
う
ら
は
ら
に
、
一
種
〈
激
語
〉
と
も
い
う
べ
き
作
者

本
来
の
心
熱
の
ご
と
き
も
の
を
示
し
は
じ
め
る
、
こ
の
時
期
の
漢
詩
展
開
の

起
伏
の
機
微
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
加
え
て
言
え
ば
、
「
苦
痛
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 

快
楽
」
は
と
も
か
く
、
「
器
械
的
」
と
い
う
一
語
の
ひ
び
き
と
も
、
お
の
ず

か
ら
関
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
『
明
暗
』
執
筆
期
漢
詩
の
制
作
は
次
の
一
首
、
大
正
五
年
八
月
十

四
日
か
ら
始
ま
る
。

幽
居
正
解
酒
中
忙

華
髪
何
須
往
酔
郷

幽
居
 
正
に
解
す
酒
中
の
忙

華
髪
 
何
ん
ぞ
須
い
ん
酔
郷
に
住
む
を

座
有
詩
僧
閑
拮
句
 
 
 
座
に
詩
僧
有
り
て
 
閑
に
句
を
乱
し

門
無
俗
客
静
焚
香
 
 
 
門
に
俗
客
無
く
し
て
 
静
か
に
香
を
焚
く

(
読
み
下
し
は
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
に
よ
る
。
以
下
同
)

 
こ
こ
に
言
う
〈
酒
中
忙
〉
に
つ
い
て
は
、
「
次
の
句
の
酔
払
と
と
も
に
、

俗
界
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
に
た
と
え
た
も
の
」
(
中
村
宏
『
漱
石
漢
詩
の
世

界
』
)
、
「
小
説
の
舞
台
」
「
名
利
の
葛
藤
に
明
け
暮
れ
る
現
実
の
醜
い
世
界
」

(
飯
田
利
行
『
漱
石
漢
詩
訳
』
)
と
い
っ
た
解
が
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
は
一

歩
踏
み
込
ん
で
「
い
さ
さ
か
先
生
の
意
識
の
下
に
た
ち
い
っ
て
、
臆
説
を
た

く
ま
し
く
す
れ
ば
、
酒
中
の
忙
と
は
小
説
で
あ
り
、
思
郷
と
は
小
説
の
国
で

あ
る
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
。

 
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
語
る
所
は
『
明
暗
』
の
楽
屋
裏
で
あ
り
、
自
身
の

作
品
世
界
、
い
や
自
身
の
作
家
と
し
て
の
営
々
た
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を

も
問
い
返
さ
ん
と
す
る
作
家
主
体
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
〈
座
に
詩

僧
有
り
て
、
閑
に
句
を
嘉
し
〉
と
い
う
、
そ
の
「
主
客
は
詩
僧
の
よ
う
で
も

あ
り
、
詩
僧
を
む
か
え
て
の
主
人
の
よ
う
で
も
あ
る
」
(
吉
川
幸
次
郎
)
と

い
う
が
、
し
か
し
〈
詩
僧
〉
も
ま
た
作
者
自
身
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
れ
を

連
句
な
ら
ぬ
漢
詩
連
作
の
発
句
と
見
立
て
れ
ば
、
す
で
に
語
り
始
め
ん
と
す

る
所
も
明
ら
か
と
み
え
る
が
、
し
か
し
〈
詩
僧
〉
の
座
は
や
が
て
い
ま
ひ
と

り
の
分
身
に
よ
っ
て
問
い
返
さ
れ
、
た
だ
な
ら
ぬ
不
穏
な
気
配
は
そ
の
ま
ま

作
家
内
面
の
、
い
ま
ひ
と
つ
の
く
明
暗
〉
と
も
い
う
べ
き
ド
ラ
マ
を
映
し
出

し
て
ゆ
く
か
と
み
え
る
。
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た
だ
し
ば
ら
く
は
な
お
、
先
の
『
明
暗
』
期
第
一
首
の
、

営
み
へ
の
問
い
返
し
と
も
い
う
べ
き
モ
チ
ー
フ
は
続
く
。

自
身
の
作
家
的

借
問
参
禅
寒
月
子

翠
嵐
何
処
着
塵
埃

借
問
す
参
禅
の
寒
葦
子

翠
嵐
 
何
処
か
塵
埃
を
着
け
ん

天
日
蒼
荘
誰
有
賦

太
虚
蓼
廓
我
無
文

盤
勲
寄
語
寒
山
子

饒
舌
松
風
心
待
君

天
日
蒼
 
誰
か
賦
有
る

太
虚
 
蓼
廓
我
れ
に
文
無
し

雨
漏
に
語
を
寄
す
寒
山
子

饒
舌
の
松
風
 
独
り
君
を
待
つ

 
連
作
七
言
律
詩
の
第
三
首
(
八
月
十
五
日
)
後
半
(
頚
聯
・
尾
聯
)
の
部

分
だ
が
、
「
長
篇
『
明
暗
』
は
、
先
生
の
『
賦
』
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
吉
川

氏
は
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
〈
我
れ
に
文
無
し
〉
と
は
、
こ
れ
を
問
い
返
す
作

者
内
奥
の
い
ま
ひ
と
つ
の
声
を
指
し
、
〈
饒
舌
の
作
風
 
独
り
君
を
待
つ
〉

と
は
、
寒
山
子
を
費
し
て
な
お
自
身
を
打
つ
自
問
の
声
と
も
ひ
び
く
。
こ
う

し
て
、
こ
の
旨
意
は
そ
の
ま
ま
翌
八
月
十
六
日
の
第
四
首
に
つ
な
が
る
か
と

み
え
る
。

無
心
心
仏
見
霊
台

山
寺
対
僧
詩
趣
催

松
柏
百
年
回
心
去

醇
薙
一
日
上
早
来

道
書
誰
魚
網
前
年

劇
暑
難
磨
石
面
苔

仏
に
質
し
て
霊
台
を
見
る
に
心
無
し

法道蘇松山
早書薩柏寺

僧
に
対
す
れ
ば
 
詩
趣
催
す

百
製
品
を
回
り
て
去
り

一
日
号
培
に
上
り
て
来
た
る

誰
か
嵩
ぜ
ん
窟
前
の
貝

磨
し
難
し
石
面
の
苔

 
言
わ
ん
と
す
る
所
は
松
柏
や
か
ず
ら
の
如
き
自
然
の
営
み
に
対
し
、
道
書

や
法
偶
の
ご
と
き
人
間
の
言
葉
は
窟
前
の
燈
を
灯
す
こ
と
も
、
石
面
の
苔
を

落
と
す
こ
と
も
出
来
ぬ
。
な
ら
ば
、
参
禅
中
の
雲
水
に
問
い
か
け
て
み
た

い
。
あ
の
翠
嵐
の
何
処
に
ほ
こ
り
ひ
と
つ
着
い
て
い
ま
す
か
と
。
ほ
ぼ
こ
の

よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
首
聯
の
語
る
〈
無
心
〉
云
々
、
ま
た
山

寺
の
僧
に
対
し
て
〈
詩
趣
〉
云
々
と
は
何
で
あ
ろ
う
。
殆
ど
の
注
解
は
「
無

心
に
仏
を
拝
め
ば
、
わ
が
心
の
本
体
が
見
え
て
来
る
よ
う
だ
」
(
佐
古
純
一

郎
『
漱
石
詩
集
全
釈
』
)
と
い
う
ふ
う
に
解
し
、
こ
れ
を
〈
無
心
に
仏
を
礼

し
て
霊
台
を
見
る
〉
と
読
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
に
ひ
と
り
吉
川
幸
次
郎
の
み

は
、
こ
れ
を
〈
仏
に
慨
し
て
霊
台
を
見
る
に
心
無
し
〉
と
読
み
、
「
わ
ざ
わ

ざ
仏
さ
ま
を
拝
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
心
を
見
き
わ
め
る
。
そ
う
し
た
気

も
ち
は
、
お
の
れ
に
な
い
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
大
胆
な
読

み
だ
が
、
言
わ
ん
と
す
る
所
は
何
か
。

「
し
か
つ
あ
ら
し
く
参
禅
す
る
坊
主
ど
も
に
、
聞
い
て
見
た
い
の
だ
。
ご
ら

ん
あ
の
翠
嵐
を
。
そ
の
ど
こ
に
塵
埃
が
く
っ
つ
い
て
い
る
か
ね
」
と
は
、
そ

の
解
の
結
語
で
あ
る
。
す
で
に
問
う
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
語
か

ら
ひ
る
が
え
っ
て
問
う
所
に
、
わ
ざ
わ
ざ
仏
を
拝
ん
で
心
を
き
わ
め
る
な
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

と
い
う
気
も
ち
は
自
分
に
は
な
い
と
い
う
、
あ
の
激
語
は
生
ま
れ
る
。
あ
え

て
言
え
ば
、
こ
れ
は
漱
石
漢
詩
を
通
観
し
て
吉
川
氏
の
読
み
と
っ
た
、
言
わ
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ば
漱
石
の
内
面
に
踏
み
込
ん
だ
独
自
の
解
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
ら

ば
〈
山
寺
 
僧
に
対
す
れ
ば
 
詩
趣
催
す
〉
と
い
う
、
そ
の
〈
僧
〉
の
所
在

と
は
何
か
。
〈
借
問
す
〉
云
々
と
い
う
〈
参
禅
の
寒
柄
子
〉
の
た
ぐ
い
で
は

あ
る
ま
い
。
〈
詩
趣
催
す
〉
と
い
う
所
を
み
れ
ば
、
第
一
首
に
〈
座
に
詩
僧

有
り
て
〉
と
い
う
、
そ
の
〈
詩
僧
〉
を
指
す
も
の
か
。
な
ら
ば
こ
れ
は
対
者

な
ら
ぬ
、
い
ま
ひ
と
り
の
作
者
の
分
身
と
も
い
う
べ
く
、
作
者
の
眼
は
こ
こ

で
参
禅
云
々
と
い
う
ご
と
き
求
道
の
形
を
機
無
し
て
、
ひ
と
り
裡
な
る
詩

人
の
無
垢
な
る
裸
型
を
み
つ
め
る
か
と
み
え
る
。
〈
翠
嵐
 
何
処
か
塵
埃
を

着
け
ん
〉
と
は
、
ひ
と
り
自
然
の
純
粋
さ
を
の
み
指
す
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。

 
恐
ら
く
こ
こ
か
ら
七
言
律
詩
の
連
作
三
首
を
飛
ん
で
、
あ
の
〈
明
暗
箋
墜
〉

の
絶
句
に
至
る
道
は
、
ほ
ぼ
一
筋
と
見
え
て
来
る
。
ち
な
み
に
言
え
ば
続
く

連
作
七
言
律
の
五
首
(
八
月
十
六
日
)
、
第
六
首
(
八
月
十
九
日
)
、
第
七
首

(
八
月
二
十
日
)
の
い
ず
れ
の
詩
篇
の
冒
頭
も
〈
行
到
天
涯
易
白
頭
〉
(
行
き

て
天
涯
に
到
っ
て
白
頭
な
り
易
し
)
、
〈
老
去
帰
来
臥
故
丘
〉
(
過
去
 
帰
来

 
故
丘
に
臥
す
)
、
〈
下
髪
衰
来
白
日
茎
〉
(
両
髪
 
衰
え
来
た
り
て
 
白
き

こ
と
陰
茎
)
と
か
老
い
の
到
来
を
嘆
じ
る
起
句
に
始
ま
り
、
第
七
首
作
中
に

み
る
「
『
童
猶
任
脈
』
の
詩
句
の
中
に
、
『
明
暗
』
の
小
説
世
界
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
」
(
前
掲
『
漱
石
詩
集
全
釈
』
)
こ
と
を
み
て
も
、
老
来
自
分
の
求
あ

て
来
た
も
の
は
何
か
と
い
う
嘆
声
は
深
く
ひ
び
く
。

 
こ
う
し
て
、
あ
の
〈
明
暗
斜
面
〉
の
絶
句
が
来
る
わ
け
だ
が
、
す
で
に
先

に
掲
げ
た
書
簡
の
語
る
ご
と
く
、
「
明
暗
」
と
漢
詩
の
あ
い
か
か
わ
る
機
微

を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
語
る
所
は
深
い
。

二
、

尋
仙
未
向
碧
山
行

住
雑
人
間
足
道
忍

泣
鳥
箒
隻
三
万
字

撫
摩
石
印
自
由
成

仙
を
尋
ぬ
る
も
未
ま
だ
碧
山
に
向
か
っ
て
行
か
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
お

住
み
て
人
間
に
在
り
て
道
情
足
し

明
暗
隻
讐
三
万
字

石
印
を
撫
摩
し
て
自
由
に
成
る

 
こ
の
八
月
二
十
一
日
、
芥
川
、
久
米
宛
の
書
簡
に
み
る
七
言
絶
句
は
、

「
あ
な
た
方
の
手
紙
を
見
た
ら
石
印
云
々
と
あ
っ
た
の
で
一
つ
作
り
た
く
な

っ
て
 
そ
れ
を
七
言
絶
句
に
纏
め
ま
し
た
か
ら
夫
を
披
露
し
ま
す
一
と
い

い
、
ま
た
こ
の
詩
の
あ
と
が
き
に
「
『
明
暗
』
を
属
し
て
み
る
時
、
机
上
の

石
印
を
撫
摩
す
る
癖
を
生
じ
た
る
事
を
人
に
話
し
た
所
、
其
人
転
地
先
よ

り
、
自
分
も
量
に
於
て
は
石
印
を
摩
し
て
作
る
位
の
作
は
や
る
積
だ
と
云
っ

て
く
る
。
そ
れ
で
此
詩
を
作
っ
た
」
と
あ
り
、
こ
の
絶
句
一
篇
の
生
ま
れ
た

背
景
は
明
ら
か
だ
が
、
律
詩
な
ら
ぬ
絶
句
と
い
う
、
よ
り
即
興
の
は
ず
み

と
、
律
詩
ほ
ど
の
か
ま
え
た
工
夫
を
取
ら
ぬ
所
に
、
作
者
本
来
の
心
情
は
よ

り
直
黒
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
み
え
る
が
、
そ
の
語
る
所
は
ど
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
お

く
住
み
て
人
間
に
在
り
て
道
情
足
し
〉
と
い
う
、
そ
の
〈
卑
情
〉
云
々
の
読

み
に
、
こ
の
一
句
に
か
か
わ
る
機
微
は
込
あ
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
評
釈
の

 
 
 
 
 
 
た

多
く
は
く
道
情
足
る
〉
と
読
ん
で
、
「
超
俗
の
心
は
満
ち
そ
な
わ
っ
て
い
る
」

(
佐
古
純
一
郎
)
、
「
十
分
に
脱
俗
の
心
情
を
味
わ
っ
て
い
る
」
(
中
村
完
)
、
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あ
る
い
は
「
さ
わ
や
か
な
気
高
い
こ
こ
ろ
に
ひ
た
っ
て
い
る
」
(
飯
田
利

行
)
、
「
俗
界
を
超
越
し
た
心
情
」
(
小
村
定
吉
)
な
ど
と
、
い
ず
れ
も
が
こ

れ
を
脱
俗
、
超
俗
の
心
情
と
解
し
、
ま
た
吉
川
幸
次
郎
は
「
哲
学
的
心
情
、

宗
教
的
心
情
、
超
越
的
心
情
」
と
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
「
脱
俗
」

あ
る
い
は
「
超
越
的
心
情
」
と
解
し
た
の
で
は
、
こ
の
一
句
に
込
め
ら
れ
た

作
家
不
抜
の
心
意
は
汲
み
と
れ
ま
い
。

 
ま
た
こ
こ
に
異
色
の
読
み
と
し
て
は
高
木
文
雄
の
『
「
尋
仙
」
七
絶
の
訓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ

読
』
の
一
文
が
あ
り
、
こ
れ
を
〈
人
間
気
落
在
ス
レ
バ
 
情
ヲ
道
フ
二
足
ル
〉

と
読
む
。
こ
こ
に
い
う
〈
住
在
人
間
足
宿
恨
〉
と
は
、
人
間
世
界
に
住
ん
で

い
る
が
、
し
か
し
な
お
脱
俗
の
情
け
は
深
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
世
間

に
伍
し
て
暮
ら
し
て
み
る
。
/
(
だ
か
ら
こ
そ
)
/
情
を
述
べ
る
資
格
も
あ

る
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
か
」
と
解
読
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ

と
い
う
。
つ
ま
り
は
「
『
道
草
』
ま
で
は
ま
だ
『
情
ヲ
道
フ
』
と
称
す
る
に

値
し
な
か
っ
た
が
『
明
暗
』
で
は
そ
れ
が
云
へ
る
と
い
ふ
苔
色
で
は
な
い
自

信
の
ほ
ど
が
表
出
さ
れ
て
み
る
」
と
い
う
。

 
た
し
か
に
こ
う
読
め
ば
、
詩
句
の
〈
自
由
成
〉
の
一
語
の
ひ
び
き
は
生
き

て
来
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
晩
期
の
漢
詩
制
作
の
流
れ
を
み
れ
ば
、
な
お
漱

石
自
身
の
心
意
の
蕩
揺
は
深
く
、
〈
明
暗
隻
隻
〉
の
語
義
自
体
が
そ
の
矛
盾
、

相
剋
を
語
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
私
は
や
は
り
こ
こ
に
い
う
〈
道
情
〉
の

一
語
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。

 
作
家
と
し
て
の
漱
石
に
あ
っ
て
〈
道
〉
と
は
何
か
。
「
私
は
今
道
に
入
ら

う
と
心
掛
け
て
ゐ
ま
す
。
た
と
ひ
漠
然
た
る
言
葉
に
せ
よ
道
に
入
ら
う
と
心

掛
け
る
も
の
は
冷
淡
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
冷
淡
で
道
に
入
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」
(
大
2
・
1
0
・
5
ハ
和
辻
哲
郎
宛
)
と
、
そ
の
書
簡
に
い
う
。

「
九
月
中
に
は
『
行
人
』
の
「
塵
労
」
脱
稿
す
る
。
(
推
定
)
」
と
い
う
荒
正

人
『
漱
石
研
究
年
表
』
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
簡
は
そ
の
脱
稿
後
間
も

な
い
時
期
の
も
の
だ
が
、
『
行
人
』
最
後
の
「
塵
労
」
の
章
に
あ
っ
て
、
一

郎
の
友
人
H
さ
ん
は
二
郎
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
、
「
兄
さ
ん
を
理
解
す
る

た
め
に
は
」
宗
教
の
問
題
に
「
触
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
。
「
宗
教

に
這
入
ら
う
と
思
っ
て
這
入
方
が
分
ら
な
い
で
困
っ
て
み
る
人
」
。
「
考
へ
て

く
考
へ
抜
い
た
兄
さ
ん
の
頭
に
は
、
血
と
涙
で
書
か
れ
た
宗
教
の
二
文

字
が
、
最
後
の
手
段
と
し
て
、
躍
り
叫
ん
で
み
る
」
で
は
な
い
か
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
た
び

し
か
も
そ
の
世
界
と
は
「
一
度
此
境
界
に
入
れ
ば
天
地
も
万
有
も
、
凡
て
の

対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
っ
て
、
唯
事
分
粒
が
存
在
す
る
の
だ
」
と

一
郎
は
い
う
。

 
こ
の
よ
う
に
自
分
の
一
分
身
と
も
い
う
べ
き
一
郎
の
宗
教
的
求
道
の
、
そ

の
独
我
論
的
観
念
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
限
界
を
問
い
つ
め
て
い
っ
た
漱

石
に
は
、
そ
の
余
儘
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
先
の
書
簡
は
そ

の
一
端
を
お
の
ず
か
ら
に
示
し
た
も
の
と
み
え
る
。
し
か
し
『
道
草
』
執
筆

の
直
前
に
あ
っ
て
は
「
法
語
類
(
こ
と
に
町
名
法
語
類
)
は
少
し
読
み
ま
し

た
然
し
道
に
入
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
」
(
大
4
・
4
・
1
9
、
岩
村
元
成
宛
)

と
い
い
、
さ
ら
に
『
明
暗
』
執
筆
の
晩
期
に
至
っ
て
は
「
私
は
五
十
に
な

っ
て
始
め
て
道
に
志
ざ
す
事
に
気
の
つ
い
た
愚
物
で
す
」
(
大
5
・
1
1
・
1
5
、

富
沢
敬
道
宛
)
と
い
う
。
自
伝
的
作
品
『
道
草
』
の
作
者
が
求
道
に
か
ら
む

一16一



一
切
の
観
念
性
を
排
し
て
、
自
己
内
面
の
真
実
に
迫
ら
ん
と
し
た
こ
と
は
頷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

け
る
所
だ
が
、
『
明
暗
』
執
筆
の
晩
期
に
お
け
る
、
い
ま
「
始
め
て
道
に
志

す
事
」
に
気
が
つ
い
た
と
は
何
か
。
こ
れ
は
単
に
若
い
禅
僧
へ
の
会
釈
の
た

ぐ
い
で
は
あ
る
ま
い
。
〈
求
道
〉
と
は
漱
石
に
あ
っ
て
決
し
て
晩
期
に
至
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
「
始
め
て
」
と
い
う
時
、

そ
の
意
味
す
る
所
は
深
い
。

 
漱
石
所
蔵
の
書
き
込
み
は
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
所
だ
が
、
「
悟
ヲ
標
榜
ス

ル
ヨ
リ
愚
ナ
ル
ハ
ナ
シ
。
悟
ラ
ヌ
証
拠
ナ
リ
」
(
懐
 
光
明
蔵
三
昧
)
、

「
此
和
尚
ハ
無
ノ
方
面
ヨ
リ
説
キ
来
ル
。
読
ム
人
誤
マ
ラ
ン
ト
ス
」
「
何
ノ
念

モ
ナ
キ
様
ニ
ナ
ッ
テ
タ
マ
ル
モ
ノ
カ
。
馬
鹿
気
タ
ー
ヲ
云
フ
故
大
衆
ヲ
迷
ハ

ス
」
(
夢
窓
二
十
三
問
答
)
、
「
コ
ン
ナ
意
味
ナ
ラ
バ
公
案
ハ
茶
書
ナ
リ
」
(
永

平
 
假
名
法
語
)
な
ど
、
逐
一
挙
げ
れ
ば
き
り
も
な
い
が
、
こ
こ
に
は
逆
に

真
の
〈
求
道
〉
と
は
何
か
へ
の
切
迫
し
た
、
熾
し
い
糾
問
の
声
が
に
じ
み
、

先
の
「
法
語
類
は
読
み
ま
し
た
」
が
、
「
然
し
道
に
入
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
」
と
、
敢
て
若
き
禅
僧
の
ひ
と
り
に
言
う
、
そ
の
心
意
の
何
た
る
か
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
真
の
〈
求
道
〉
と
は
何
か
。
作
家
と
し
て
の
漱

石
の
問
い
は
こ
こ
に
き
わ
ま
る
か
と
思
え
る
が
、
あ
え
て
〈
碧
山
に
向
っ
て

行
か
ず
〉
、
宗
門
を
く
ぐ
ら
ず
、
営
々
と
し
て
筆
を
執
り
続
け
る
、
そ
こ
に

あ
る
べ
き
作
家
と
し
て
の
く
求
道
〉
の
真
の
姿
を
自
得
し
え
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
か
。

 
こ
れ
は
鴎
外
が
『
寒
山
拾
得
』
の
作
中
、
〈
道
〉
を
め
ぐ
る
一
考
察
を
呈

し
、
世
の
中
に
は
自
分
の
職
業
の
み
に
専
念
し
て
「
道
と
い
ふ
も
の
を
顧
み

な
い
」
も
の
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
著
異
し
て
道
を
求
め
る
人
」
が
あ
る
。

「
専
念
に
道
を
求
め
て
、
万
事
を
拠
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
日
々
の
務
は
怠
ら

ず
に
、
断
え
ず
道
に
志
し
て
み
る
こ
と
も
あ
る
。
」
「
か
う
云
ふ
人
が
深
く
這

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

入
り
込
む
と
日
々
の
務
が
即
ち
道
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
。

『
明
暗
』
に
少
し
く
先
立
つ
大
正
五
年
一
月
、
鴎
外
最
後
の
小
説
中
の
一
節

だ
が
、
こ
れ
は
ま
た
晩
期
漱
石
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
漱

石
漢
詩
の
中
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
次
の
一
節
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

〈
北
越
非
仏
硝
薬
儒
〉
(
耶
に
非
ず
仏
に
非
ず
又
た
儒
に
非
ず
)
〈
窮
巷
売

文
柳
島
娯
〉
(
窮
巷
に
文
を
売
り
て
柳
か
自
ず
か
ら
暑
し
む
)
と
首
聯
に

唱
い
、
〈
打
殺
神
人
雲
影
処
〉
(
神
人
を
打
殺
し
て
影
亡
き
処
)
〈
虚
空
歴
歴

現
賢
愚
〉
(
虚
空
歴
歴
と
し
て
賢
愚
を
現
ず
)
と
終
聯
に
い
う
。
十
月
六

日
、
連
作
七
言
律
詩
の
第
四
十
九
首
だ
が
、
こ
こ
に
も
ま
た
〈
窮
達
に
文
を

売
〉
る
作
家
た
る
こ
と
の
体
認
と
と
も
に
耶
蘇
教
、
仏
教
、
儒
教
の
い
ず
れ

に
も
属
す
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
実
体
的
な
宗
教
の
説
く
一
義
一
派
の
視
点
や

超
越
や
観
念
を
打
破
し
て
問
う
所
に
は
じ
め
て
、
人
間
の
実
相
、
即
ち
〈
賢

愚
〉
(
明
暗
)
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。
〈
神
人
を
打
殺
し
て
〉
始

め
て
〈
虚
空
〉
と
呼
ぶ
純
粋
空
間
は
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
に
純
一
無
雑
に
踏
み

込
ん
で
こ
そ
人
間
の
賢
愚
、
明
暗
の
何
た
る
か
は
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。

 
先
の
吉
川
幸
次
郎
の
「
わ
ざ
わ
ざ
仏
さ
ま
を
拝
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が

心
を
き
わ
め
る
、
さ
う
し
た
気
も
ち
は
、
お
の
れ
に
な
い
」
と
い
う
。
「
い

さ
さ
か
先
生
の
意
識
の
下
に
た
ち
い
っ
て
」
と
も
言
い
た
げ
な
、
過
激
な
評

語
の
由
来
も
ま
た
こ
れ
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一17一

『
明
暗
』
を
ど
う
読
む
か
一
漱
石
探
求
三
1



『
明
暗
』
を
ど
う
読
む
か
一
漱
石
探
求
三
一

三
、

 
さ
て
、
『
明
暗
』
執
筆
期
に
集
中
し
た
漢
詩
登
場
と
は
何
か
。
そ
の
必
然

に
つ
い
て
今
一
度
問
う
て
み
た
い
。
作
品
自
体
に
下
手
に
作
者
の
主
観
や
主

張
を
持
ち
込
ん
で
は
、
作
品
世
界
を
、
ま
た
そ
の
作
中
人
物
を
徹
底
し
て
相

対
化
し
て
ゆ
く
作
家
主
体
の
眼
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
主

情
、
主
張
の
流
露
は
小
説
な
ら
ぬ
、
こ
れ
と
並
行
す
る
漢
詩
に
持
ち
込
ん
で

み
る
。
こ
の
よ
う
な
作
家
の
本
能
と
も
い
う
べ
き
意
識
、
無
意
識
の
選
択
を

理
由
と
し
て
み
た
が
、
こ
れ
は
逆
に
時
代
と
作
品
自
体
の
限
界
を
も
お
の
ず

か
ら
に
語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

 
大
正
と
い
う
時
代
に
生
き
残
っ
た
漱
石
は
、
恐
ら
く
こ
れ
が
最
後
の
作
品

と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ひ
そ
か
に
予
感
し
つ
つ
、
第
二
の
『
虞
美
人
草
』

と
も
い
う
べ
き
本
格
的
な
作
品
に
と
り
か
か
っ
た
。
『
そ
れ
か
ら
』
で
日
露

戦
後
と
い
う
時
代
を
描
き
、
調
す
る
た
め
に
選
び
と
ら
れ
た
戦
後
の
新
し
い

人
種
と
し
て
の
長
井
代
助
は
、
鋭
い
文
明
批
判
を
呈
し
つ
つ
、
ま
た
そ
の
新

た
な
自
己
中
心
的
価
値
観
の
限
界
を
も
お
ざ
や
か
に
示
し
て
い
た
。
そ
こ
に

漱
石
の
戦
後
世
代
へ
の
痛
烈
な
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
一

面
、
多
く
の
弟
子
達
は
漱
石
の
、
先
生
の
あ
ざ
や
か
な
分
身
を
見
る
と
も
評

し
た
。
た
し
か
に
時
代
に
身
を
切
ら
せ
る
鋭
い
文
明
批
判
の
切
り
口
は
代
助

の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
漱
石
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
た
に
大
正

と
い
う
時
代
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
時
代
を
相
対
化
し
つ
つ
批
判
的
に
描
き

と
ろ
う
と
し
た
時
、
選
ば
れ
た
主
人
公
た
ち
と
は
何
か
。

 
こ
の
作
品
の
魅
力
の
大
半
は
女
た
ち
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に
お

延
と
津
田
の
妹
お
秀
の
両
者
を
め
ぐ
っ
て
の
火
花
の
散
る
や
り
と
り
、
津
田

や
お
延
た
ち
を
あ
や
つ
ろ
う
と
す
る
吉
川
夫
人
の
存
在
。
こ
れ
ほ
ど
女
性
た

ち
が
自
己
主
張
の
声
を
高
ら
か
に
揚
げ
て
論
争
し
、
あ
ざ
や
か
に
対
立
す
る

小
説
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
は
、
多
く
の
評
者
が
指
摘
す
る
所
で
あ
っ

た
。
「
私
は
『
明
暗
』
ま
で
読
ん
で
、
は
じ
あ
て
漱
石
も
女
が
わ
か
る
や
う

に
な
っ
た
と
思
っ
た
」
と
は
正
宗
白
鳥
の
指
摘
す
る
所
だ
が
、
女
が
わ
か
っ

た
で
は
な
く
、
こ
こ
で
漱
石
は
は
じ
め
て
女
た
ち
に
自
己
主
張
の
熾
し
い
声

を
与
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
初
期
の
『
草
枕
』
の
那
美
さ
ん
以
来
、
作
者
漱
石
の
眼
は
た
え
ず
女
性
た

ち
に
注
が
れ
て
来
た
。
『
虞
美
人
草
』
の
藤
尾
、
『
三
四
郎
』
の
美
禰
子
、

『
彼
岸
過
当
』
の
千
代
子
、
さ
ら
に
は
『
行
人
』
の
お
直
、
『
道
草
』
の
お
住

と
描
い
て
来
た
が
、
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
作
中
の
男
た
ち
を
超
え
て
、
は
る

か
に
勤
い
力
を
持
ち
つ
つ
時
代
の
必
然
の
故
に
耐
え
つ
つ
生
き
て
ゆ
く
彼
女

ら
の
姿
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
や
が
て
『
行
人
』
以
後
、
結
婚
と
い
う
制
度
の

な
か
に
た
わ
め
ら
れ
つ
つ
生
き
て
ゆ
く
女
た
ち
の
姿
が
、
あ
ざ
や
か
に
描
き

と
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
ひ
と
り
『
行
人
』
の
お
直
の
、
作
中
の
言
葉
を
引
け

ば
「
忍
耐
の
像
」
と
し
て
の
そ
の
姿
は
、
夫
一
郎
の
弟
、
二
郎
の
眼
を
通
し

て
あ
ざ
や
か
に
描
き
と
ら
れ
て
ゆ
く
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
終
末
の
部
分

で
あ
ろ
う
。
「
何
ん
な
人
の
所
へ
行
か
う
と
、
嫁
に
行
け
ば
、
女
は
夫
の
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い

め
に
邪
に
な
る
の
だ
。
さ
う
い
ふ
僕
が
既
に
僕
の
妻
を
何
の
位
悪
く
し
た
か

分
ら
な
い
」
「
幸
福
は
嫁
に
行
っ
て
天
真
を
損
は
れ
た
女
か
ら
は
要
求
出
来
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る
も
の
ち
や
な
い
よ
」
と
い
う
、
作
中
、
一
郎
の
最
後
の
言
葉
に
、
背
後
の

語
り
手
の
、
い
や
作
者
自
身
の
熱
い
眼
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
言
の
裡
に
耐
え
続
け
る
お
直
の
沈
黙
に
、
声
を
与
え
れ

ば
『
道
草
』
の
お
住
と
な
り
、
さ
ら
に
新
た
な
声
を
加
え
れ
ば
『
明
暗
』
の

お
延
の
声
と
な
ろ
う
。

「
あ
な
た
の
純
潔
は
、
あ
な
た
の
未
来
の
夫
に
対
し
て
、
何
の
役
に
も
立
た

な
い
」
「
あ
な
た
は
今
に
夫
の
愛
を
繋
ぐ
た
め
に
、
其
貴
い
純
潔
な
生
地
を

失
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
あ
な
た
は
父
母
の
膝
下
を
離
れ
る
と
共
に
、

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

す
ぐ
天
真
の
姿
を
傷
つ
け
ら
れ
ま
す
」
と
は
、
お
延
が
心
中
従
姉
の
継
子
に

向
か
い
眩
く
所
だ
が
、
先
の
『
行
人
』
以
来
の
問
い
を
彼
女
自
身
が
か
か
え

つ
つ
、
な
お
理
想
の
家
庭
に
向
か
っ
て
突
き
進
も
う
と
す
る
。

「
彼
女
に
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
津
田
の
愛
を
独
占
し
よ
う
と
い
う

鮮
明
な
『
個
人
的
』
意
志
」
が
あ
り
、
「
彼
女
の
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、

家
族
制
度
に
も
日
常
性
に
も
け
が
れ
て
い
な
い
『
絶
対
の
愛
』
の
獲
得
」
で

あ
り
、
か
つ
て
「
明
治
以
来
今
日
ま
で
、
日
本
の
女
性
が
莫
然
と
感
じ
つ
づ

け
て
来
た
個
人
主
義
は
人
間
関
係
へ
の
憧
憬
の
具
象
化
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
『
目
覚
め
た
女
性
』
は
お
延
の
よ
う
な
強
烈
な
意
志
の
所
有
者
に
な
ろ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
へ

と
し
て
き
た
」
、
「
つ
ま
り
お
延
は
新
し
い
理
想
を
持
っ
た
新
し
い
女
」
で
あ

り
、
作
者
は
そ
の
「
充
分
人
間
的
な
欲
望
の
す
み
ず
み
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
分
の
最
も
人
間
的
な
半
面
を
露
呈
」
さ
え
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
た
す
ら

に
自
身
の
幸
福
と
信
ず
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
彼
女
の
姿
に
は
、
「
一
種

の
理
想
主
義
者
の
面
影
す
ら
」
あ
り
、
ま
さ
に
真
の
意
味
で
の
「
げ
零
。
言
Φ

の
魅
力
」
を
た
た
え
た
女
性
で
あ
る
と
は
、
江
藤
淳
の
い
う
所
で
あ
る
。

 
ま
た
柄
谷
行
人
も
お
延
を
評
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
理
想
家
と
は
彼
女
の
よ

う
な
者
を
さ
し
」
、
こ
の
よ
う
な
「
お
延
に
比
べ
る
と
、
津
田
や
お
秀
は
は

る
か
に
か
す
ん
で
し
ま
う
」
(
「
意
識
と
自
然
」
)
と
い
う
。
こ
の
稿
の
た
め

江
藤
の
『
夏
目
漱
石
』
や
柄
谷
行
人
の
論
を
読
み
直
し
、
そ
の
文
壇
登
場
の

画
期
の
注
目
す
べ
き
評
論
の
い
ず
れ
も
が
、
津
田
な
ら
ぬ
お
延
に
つ
よ
い
讃

辞
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
驚
い
た
わ
け
だ
が
、
た
し
か
に
こ
の
よ
う

な
女
性
を
選
び
と
っ
て
描
い
た
こ
と
に
、
時
代
の
無
意
識
を
あ
ら
わ
す
作
者

の
先
見
性
と
い
っ
た
も
の
を
み
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
ま
た
『
明
暗
』
の
主

人
公
は
、
お
延
と
津
田
の
両
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の

ふ
た
り
を
主
人
公
と
す
る
作
品
の
主
題
が
何
処
に
あ
る
か
は
、
す
で
に
そ
の

冒
頭
の
場
面
が
あ
ざ
や
か
に
語
っ
て
い
よ
う
。
医
師
は
津
田
を
診
断
し
て

 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

「
ま
だ
奥
が
あ
る
」
と
い
う
。
あ
と
は
「
根
本
的
な
手
術
」
を
す
る
ほ
か
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

な
い
。
つ
ま
り
「
切
開
し
て
穴
を
腸
と
一
所
」
に
し
て
し
ま
え
ば
、
「
天
然

へ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ

自
然
割
か
れ
た
面
の
両
側
が
癒
着
し
て
」
「
本
式
に
煮
る
」
と
い
う
。
こ
れ

を
こ
の
作
品
の
主
題
そ
の
も
の
の
喩
と
み
れ
ば
、
す
べ
て
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
津
田
と
お
延
両
人
の
心
が
切
開
さ
れ
、
根
本
的
な
手
術
を
受
け
れ
ば
、

両
者
の
裂
か
れ
た
心
は
天
然
自
然
に
歩
み
よ
っ
て
癒
着
し
、
解
け
あ
っ
て
ゆ

く
と
い
う
。

 
こ
の
冒
頭
の
場
面
は
、
作
品
の
あ
る
べ
き
主
題
を
い
さ
さ
か
く
っ
き
り
切

り
出
し
て
み
せ
過
ぎ
た
と
も
み
え
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
あ
る
「
奥
は
深

い
」
。
そ
の
奥
に
至
る
道
は
容
易
で
は
な
い
と
、
作
者
は
言
い
た
げ
で
あ
る
。
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『
明
暗
』
を
ど
う
読
む
か
一
漱
石
探
求
三

「
行
き
ど
ま
り
の
先
に
ま
だ
奥
が
あ
る
、
こ
う
し
た
書
き
出
し
の
な
か
に

『
明
暗
』
の
モ
チ
ー
フ
は
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
」
と
、
柄
谷
行
人
は
い
う
。

我
々
は
人
間
関
係
の
問
題
を
倫
理
的
に
解
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
し
か
し

「
漱
石
の
小
説
は
倫
理
的
な
位
相
と
存
在
論
的
な
位
相
の
二
重
構
造
を
も
っ

て
い
る
」
。
つ
ま
り
は
「
他
者
(
対
象
)
と
し
て
の
私
と
対
象
化
し
え
な
い

「
私
」
の
二
重
構
造
」
で
あ
り
、
こ
の
後
者
の
〈
私
〉
を
「
純
粋
に
内
側
か

ら
」
「
了
解
し
よ
う
」
と
す
れ
ば
、
〈
夢
〉
と
い
う
方
法
に
た
よ
る
ほ
か
は
な

い
。
こ
れ
を
あ
ざ
や
か
に
示
し
て
い
る
の
が
『
夢
十
夜
』
だ
が
、
同
時
に
こ

の
〈
夢
〉
こ
そ
が
「
漱
石
の
存
在
感
覚
」
を
あ
ざ
や
か
に
暗
示
し
、
「
わ
れ

わ
れ
は
漱
石
の
ど
の
作
品
に
も
こ
う
い
う
『
夢
』
の
部
分
を
、
す
な
わ
ち
漱

石
の
存
在
感
覚
そ
の
も
の
の
露
出
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と

柄
谷
は
い
う
。

 
こ
う
し
て
『
坑
夫
』
や
『
そ
れ
か
ら
』
、
さ
ら
に
は
『
倫
敦
塔
』
を
軸
と

す
る
『
漂
虚
集
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
い
う
な
ら
ば
や

は
り
『
明
暗
』
終
末
の
、
津
田
が
清
子
を
訪
ね
て
温
泉
場
に
行
く
、
そ
の
途

上
の
闇
に
「
呑
み
尽
さ
れ
」
る
か
と
お
び
え
、
夜
と
な
っ
て
宿
の
廊
下
を
迷

路
の
よ
う
に
さ
ま
よ
う
場
面
な
ど
に
、
そ
の
最
も
あ
ざ
や
か
な
影
を
読
み
と

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
す
べ
て
は
「
宿
命
の
象
徴
」
で
は
な
い
か
。
「
今
迄

も
夢
、
今
も
夢
、
是
か
ら
先
も
夢
」
か
と
津
田
は
自
身
を
問
う
。

 
漱
石
作
品
に
あ
っ
て
「
倫
理
的
な
位
相
と
存
在
論
的
な
位
相
」
は
、
「
順

接
」
な
ら
ぬ
「
逆
接
」
し
、
か
く
し
て
「
主
人
公
た
ち
は
本
来
倫
理
的
な
問

題
を
存
在
論
的
に
解
こ
う
と
し
、
本
来
存
在
論
的
な
問
題
を
倫
理
的
に
解
こ

う
と
し
て
、
そ
の
結
果
小
説
を
構
成
的
に
破
綻
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
」
と
柄
谷
行
人
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
漱
石
の
シ
ン
パ
シ
イ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
み

よ
り
深
く
お
延
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
論
的
な
課
題
の
〈
闇
〉
を
に

な
う
も
の
は
や
は
り
津
田
で
あ
ろ
う
。
病
院
か
ら
の
帰
途
、
「
暗
い
不
可
思

議
な
力
」
に
問
い
つ
め
ら
れ
る
自
身
を
感
じ
、
ま
た
暗
い
病
院
の
待
合
室
の

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
て

な
か
で
、
「
手
を
額
に
中
て
」
「
黙
祷
を
神
に
捧
げ
る
や
う
な
」
姿
勢
を
無
意

識
に
と
る
津
田
の
姿
に
ふ
れ
て
、
そ
こ
に
は
「
何
か
大
き
な
も
の
の
触
知
の

予
感
」
が
「
宿
っ
て
い
る
」
と
は
、
評
者
(
越
智
治
雄
「
『
明
暗
』
の
か
な

た
」
)
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。

 
恐
ら
く
『
明
暗
』
が
完
成
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
〈
倫
理
〉
と
く
存
在
〉

を
め
ぐ
る
逆
接
の
構
造
を
解
き
尽
く
す
こ
と
は
出
来
ま
い
。
「
ま
だ
奥
が
あ

る
」
と
は
、
作
者
自
身
の
嘆
声
で
あ
っ
た
と
し
て
も
津
田
が
漱
石
的
課
題
を

に
な
っ
た
最
後
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
え
ま
い
。
こ
こ
で
再
度
問

い
返
せ
ば
存
在
論
的
な
志
向
と
倫
理
的
志
向
と
が
逆
接
す
る
所
に
、
漱
石
作

品
の
構
造
的
破
綻
を
み
る
と
す
れ
ば
、
『
明
暗
』
の
中
絶
と
は
何
か
。
ま
た

漢
詩
の
集
中
的
登
場
と
は
何
か
。
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
最
後
の
問
い
だ
が
、

終
末
に
登
場
す
る
清
子
の
存
在
と
は
、
津
田
に
に
な
わ
せ
た
課
題
の
重
さ
か

ら
み
れ
ば
何
事
で
も
あ
る
ま
い
。
清
子
の
迫
ら
ぬ
、
ゆ
ら
ぎ
な
い
自
由
な
ふ

る
ま
い
が
、
津
田
の
心
を
ゆ
る
が
す
と
し
て
も
、
よ
り
深
層
の
、
津
田
の
に

な
っ
た
存
在
論
的
不
安
へ
の
解
決
と
は
な
る
ま
い
。
代
助
の
不
安
と
そ
の
錯

乱
的
終
末
に
ふ
れ
て
、
「
あ
の
結
末
は
本
当
は
宗
教
に
持
っ
て
行
く
べ
き
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

ろ
う
が
、
い
ま
の
俺
が
そ
れ
を
す
る
と
う
そ
に
な
る
。
あ
あ
す
る
よ
り
外
な
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か
っ
た
」
と
は
、
作
品
完
成
後
ま
も
な
い
弟
子
へ
の
述
懐
で
あ
っ
た
。
ま
た

春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
興
米
に
向
っ
て
「
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
は

『
門
』
の
宗
助
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
養
父
へ
の
約
束
の
金
を
払
っ
て
こ
れ
で

片
付
い
た
と
喜
ぶ
世
説
に
向
っ
て
、
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆

ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」
と
吐
き
出
す
よ
う
に
『
道
草
』
の
健
三
は
咳
く
。
こ
う

し
て
代
助
、
宗
助
、
健
三
の
不
安
の
延
長
上
に
津
田
も
ま
た
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
御
用
や
御
宮
な
ら
ぬ
、
お
延
や
お
秀
は
も
と
よ
り
、
清
子
も
ま

た
そ
の
坪
外
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
小
林
の
津
田
に
い
う
、
事
実

の
戒
飾
に
よ
っ
て
思
い
知
る
時
が
あ
る
と
い
う
忠
告
も
ま
た
、
そ
の
倫
理
的

戒
告
の
枠
を
出
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

 
こ
の
時
、
漢
詩
の
登
場
と
は
何
か
。
八
月
十
四
日
、
漢
詩
第
一
首
の
書
か

れ
た
当
日
、
若
い
禅
僧
(
鬼
村
元
成
)
に
宛
て
た
書
簡
に
、
上
京
の
際
は
小

さ
い
な
が
ら
拙
宅
に
泊
る
が
い
い
と
い
い
、
「
十
月
頃
は
小
説
も
片
付
く
か

も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
さ
う
す
れ
ば
私
も
ひ
ま
で
す
」
と
あ
る
。
十
月
頃
と
は
い

か
に
も
早
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
未
完
な
ら
ぬ
本
来
の
構
想
、
プ
ロ
ッ
ト

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
あ
の
結
末
に
み
る
、
よ
り
存
在
論
的
な

闇
へ
と
傾
斜
す
る
津
田
の
姿
は
、
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
か
。
問
い
は
残

る
。
こ
こ
で
も
「
ま
だ
奥
が
あ
る
」
と
は
、
そ
の
結
末
を
予
想
し
て
の
作
者

の
嘆
声
と
も
ひ
び
く
。

 
こ
の
書
簡
に
、
格
別
な
好
意
を
寄
せ
て
い
た
若
い
禅
僧
た
ち
を
迎
え
る
心

の
は
ず
み
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
お
の
ず
か
ら
な
漢
詩
第
一
作
の
始

ま
り
め
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
〈
座
に
詩
僧
有
り
て
〉
と
い

う
閑
雅
な
趣
き
は
、
こ
れ
を
お
の
ず
か
ら
に
反
映
す
る
か
と
も
み
え
る
。
し

か
し
こ
の
漢
詩
の
展
開
が
や
が
て
〈
閑
愁
〉
な
ら
ぬ
く
孤
愁
〉
(
八
月
三
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
う

日
)
、
〈
暗
愁
〉
(
九
月
四
日
)
へ
と
転
じ
、
〈
遙
認
証
し
来
た
る
天
地
の
蔵
〉

(
九
月
六
日
)
と
、
明
暗
二
相
を
問
い
続
け
る
道
の
は
る
け
さ
を
い
い
、
さ

ら
に
は
〈
曾
っ
て
は
人
間
を
見
 
今
は
天
を
見
る
〉
〈
道
は
虚
明
に
到
り
て

ち
ょ
う
ご

長
語
絶
え
〉
(
九
月
九
日
)
、
〈
文
字
に
依
ら
ず
し
て
道
初
め
て
清
し
〉
(
九

月
十
日
)
と
、
作
家
の
営
み
を
自
明
と
す
る
姿
勢
へ
の
反
問
が
繰
り
返
さ

れ
、
さ
ら
に
は
〈
明
朝
市
上
に
牛
屠
る
客
/
今
日
山
中
観
道
の
人
〉
と
も
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
い

う
べ
き
矛
盾
と
転
変
に
満
ち
た
人
間
存
在
の
深
淵
と
面
詰
し
て
は
、
〈
逼
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
コ
つ
 
 
 
 
 
 
こ
ム
 
ニ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ロ
つ
セ

を
行
き
尽
く
し
て
天
始
め
て
闊
く
/
姶
踏
を
踏
残
し
て
地
合
新
な
り
〉
(
十

月
十
五
日
)
と
い
う
。
ま
た
こ
れ
と
前
後
し
て
〈
古
寺
尋
ね
来
た
れ
ば
古
仏

 
 
き
よ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
た

無
く
/
筑
に
早
り
て
独
り
立
つ
断
橋
の
東
〉
(
十
月
九
日
)
、
〈
黒
身
且
つ
な

 
 
 
 
 
こ
ロ
つ
 
ノ
へ

が
ら
亡
び
て
広
藺
に
立
つ
V
(
十
月
二
十
一
日
)
と
い
う
時
、
弟
子
た
ち
に

向
か
っ
て
は
己
れ
を
捨
て
、
神
の
ご
と
き
公
平
な
方
法
を
も
っ
て
書
け
、
そ

れ
が
自
分
の
い
う
〈
則
天
去
私
〉
だ
と
語
っ
た
、
こ
の
〈
無
私
〉
を
語
る
作

家
の
背
後
の
闇
の
深
さ
を
、
同
時
に
そ
れ
を
か
か
え
て
な
お
問
い
尽
く
さ
ん

と
す
る
潜
熱
の
深
さ
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

 
ま
た
こ
の
温
熱
の
熾
し
さ
は
、
転
じ
て
は
、
〈
天
下
何
ん
ぞ
狂
え
る
筆
を
投

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
き
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

じ
て
起
ち
/
人
間
道
有
り
身
を
挺
ん
で
て
之
く
〉
(
九
月
十
三
日
)
、
〈
暑
中

に
毒
を
仰
い
で
真
人
死
し
/
門
外
に
仇
を
追
い
て
賊
子
飢
う
〉
(
十
月
四

日
)
、
〈
漫
り
に
棒
喝
を
行
い
て
縦
横
を
喜
ぶ
/
胡
乱
の
柄
僧
は
生
に
値
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

ず
〉
(
九
月
二
十
三
日
)
な
ど
の
激
語
を
も
生
む
。
ま
た
反
面
、
〈
蝶
夢
を
将
っ
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い
ざ
な

て
士
魂
を
誘
わ
ん
と
擬
し
/
且
つ
人
生
よ
り
隔
り
て
画
村
に
在
り
〉
〈
九
月

二
十
四
日
)
な
ど
、
自
身
の
詩
境
を
実
人
生
よ
り
な
お
へ
だ
た
る
、
ひ
と
時

の
夢
幻
の
境
と
み
る
作
家
主
体
の
醒
め
た
眼
の
所
在
も
ま
た
み
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
詩
篇
の
転
変
を
見
れ
ば
、
ま
さ
に
い
ま
ひ
と
つ
の
く
明
暗
〉
と
も
呼

ぶ
べ
き
作
家
自
身
の
熱
い
ド
ラ
マ
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
う
し

て
、
あ
の
最
後
の
一
首
が
来
る
。

〈
真
星
は
寂
翼
と
し
て
杳
か
に
尋
ね
難
く
/
虚
懐
を
抱
い
て
古
今
に
歩
ま

ん
と
欲
す
/
碧
水
碧
山
 
何
ぞ
煮
れ
有
ら
ん
/
蓋
天
蓋
地
 
是
れ
無
心
/
依

稀
た
る
暮
色
 
月
は
草
を
離
れ
/
錯
落
た
る
秋
声
 
風
は
林
に
在
り
/
眼
耳

双
つ
な
が
ら
忘
れ
て
身
も
亦
た
失
い
/
空
中
に
独
り
唱
う
白
雲
の
吟
〉
(
十

一
月
二
十
日
)
。
評
者
は
こ
れ
を
「
全
訳
の
課
題
に
し
て
「
則
天
去
私
」
の

境
を
最
も
端
的
に
又
詩
的
に
歌
ひ
出
た
」
(
松
岡
譲
『
漱
石
の
漢
詩
』
)
も
の

と
言
い
、
諸
家
の
い
う
所
も
ま
た
こ
れ
に
近
い
。
し
か
し
こ
れ
は
す
で
に
旧

稿
に
述
べ
た
所
だ
が
、
こ
の
詩
篇
に
は
あ
る
微
妙
な
亀
裂
が
あ
り
、
言
わ
ば

頭
が
重
く
、
末
尾
に
至
っ
て
作
者
の
生
理
が
駈
け
ぬ
け
、
身
を
よ
じ
る
よ
う

に
し
て
心
身
透
脱
の
境
へ
と
舞
い
上
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
〈
依
稀
た
る
暮

色
 
月
は
草
を
離
れ
/
錯
落
た
る
秋
声
 
風
は
林
に
在
り
〉
と
唱
う
、
「
こ

の
聯
す
で
に
鬼
気
を
感
ず
る
」
と
言
い
つ
つ
、
ま
た
〈
眼
耳
双
つ
な
が
ら
忘

れ
て
身
も
亦
た
失
い
/
空
中
に
独
り
唱
う
白
雲
の
吟
〉
と
唱
う
肝
玉
に
ふ
れ

て
は
、
「
逝
去
の
認
識
と
は
な
っ
て
も
、
思
索
者
の
詩
と
し
て
は
、
や
や
舌

足
ら
ず
」
だ
と
吉
川
氏
は
い
う
。
し
か
し
そ
の
生
理
と
志
向
は
あ
や
ま
た

ず
、
己
れ
の
す
べ
て
を
語
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
こ
の
詩
篇
が
〈
則
天
去
私
〉
の
境
を
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
す

れ
ば
、
そ
の
由
来
は
何
か
。
少
年
時
に
二
松
学
舎
に
学
ん
だ
漱
石
が
陽
明

学
、
特
に
『
伝
習
録
』
の
根
本
理
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
繰
り
返
し

教
え
ら
れ
た
も
の
が
そ
の
一
節
、
〈
純
天
理
二
人
近
古
私
〉
(
天
理
に
純
に
し

て
人
受
の
私
を
去
る
)
の
一
句
で
あ
り
、
こ
れ
を
漱
石
自
身
が
つ
づ
め
た
の
が

く
則
天
去
私
〉
で
は
な
い
か
と
は
、
自
身
二
松
学
舎
に
学
ん
だ
佐
古
純
一
郎

氏
と
の
対
談
中
に
教
え
ら
れ
た
所
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
そ
の
少
年
時
の
漢
学

体
験
が
、
そ
の
全
文
業
の
底
に
い
か
に
深
く
潜
流
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か

は
、
付
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
彼
は
結
局
文
明
開
化
の
波
に
取
り
残
さ

れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
一
年
余
に
し
て
二
松
学
舎
を
去
る
が
、
こ
の
「
自
分

一
身
の
趣
味
に
根
底
を
置
く
生
き
方
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
ど
ん
な
苦
痛
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
十
代
お
わ
り
の

青
年
金
之
助
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
」
と
は
、
ま
た
桶
谷
秀
昭
(
『
夏
目

漱
石
論
』
)
の
い
う
所
で
あ
る
。

 
し
か
し
作
家
の
生
理
は
不
時
に
し
て
、
そ
の
本
来
の
生
理
を
発
現
す
る
時

が
あ
る
。
晩
期
の
漢
詩
製
作
は
ま
さ
に
そ
の
あ
ら
わ
れ
だ
が
、
あ
え
て
絶
句

な
ら
ぬ
律
詩
の
重
さ
を
選
び
と
っ
た
所
に
も
、
な
み
な
ら
ぬ
想
い
は
込
め
ら

れ
て
あ
る
。
か
つ
て
『
こ
＼
ろ
』
や
『
道
草
』
の
主
人
公
に
託
し
た
理
念
や

課
題
の
重
さ
は
、
も
は
や
『
明
暗
』
作
中
の
津
田
た
ち
に
託
す
こ
と
が
出
来

ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
理
・
志
向
の
自
在
な
表
現
は
漢
詩
に
託
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
『
明
暗
』
と
い
う
画
期
の
作
品
の
純
粋
造
型
を
保
持
す

る
こ
と
が
出
来
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
か
く
し
て
そ
れ
は
い
ま
ひ
と

一22一



つ
の
く
明
暗
〉
と
し
て
、
『
明
暗
』
の
底
に
息
づ
く
。
こ
の
両
者
を
串
刺
し

に
し
て
ど
う
問
う
か
と
は
、
ま
た
我
々
に
遺
さ
れ
た
な
お
未
了
の
課
題
で
も

あ
ろ
う
。
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