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司 

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
に
本
誌
で
書
き
継
い
で
き
た
夏
目
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」

論（
１
）の
続
稿
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
手
記
の
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
が
時
を
経

て（
２
）「
筆
を
執
つ
」（
上
一
）
た
理
由
と
、
そ
の
手
記
の
宛
先
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

一

　

ラ
カ
ン
の
〈
転
移
〉
理
論（
３
）
に
「
有
罪
性
の
転
移
」
と
い
う
考
え
方
が
あ

る
。
第
三
者
の
無
意
識
に
潜
む
悪
の
欲
望
が
、
第
三
者
を
尊
敬
す
る
主
体
に

移
り
（
第
三
者
と
主
体
と
の
間
で
欲
望
が
生
成
さ
れ
る
＝
〈
転
移
〉）、
主
体

が
犯
罪
に
手
を
染
め
る
こ
と
を
い
う
。
主
体
＝
犯
人
は
、
第
三
者
が
無
意
識

に
抱
く
悪
の
欲
望
（
例
え
ば
殺
意
）
を
、
第
三
者
に
代
わ
っ
て
実
現
（
殺

害
）
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
主
体
に
〈
転
移
〉
し
た
殺
人
の
欲
望
が
満
足

さ
れ
る
。
第
三
者
は
自
己
の
内
な
る
悪
の
欲
望
に
無
自
覚
だ
が
、
主
体
は
、

尊
敬
す
る
第
三
者
を
観
察
し
て
、
第
三
者
の
無
意
識
に
あ
る
悪
意
を
発
見
す

る
（
あ
る
い
は
、
悪
意
と
い
う
欲
望
が
二
者
間
で
無
意
識
に
生
成
さ
れ
る
）。

発
見
さ
れ
た
第
三
者
の
悪
意
は
、
発
見
し
た
主
体
の
悪
意
に
変
じ
、
主
体
に

殺
意
が
芽
生
え
る
。
こ
れ
が
「
有
罪
性
の
転
移
」
の
仕
組
み
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
の
映
画
「
私
は
告
白
す
る（
４
）」
で
は
、
主
人
公

の
ロ
ー
ガ
ン
神
父
を
脅
迫
し
て
い
た
弁
護
士
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
が
何
者
か
に
殺
害

さ
れ
る
。
神
父
の
も
と
で
働
い
て
い
る
下
男
の
オ
ッ
ト
ー
が
告
解
を
行
い
、

自
分
が
弁
護
士
を
殺
害
し
た
と
告
白
す
る
。
告
解
に
対
し
て
神
父
は
守
秘
義

務
を
負
う
。
や
が
て
神
父
に
弁
護
士
殺
し
の
嫌
疑
が
か
か
る
。
神
父
が
弁
護

士
か
ら
脅
迫
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
警
察
が
突
き
止
め
、
神
父
は
捕
縛
さ
れ
、

裁
判
が
始
ま
る
。
告
解
の
守
秘
義
務
が
あ
る
た
め
に
、
神
父
は
公
判
で
も
真

犯
人
（
オ
ッ
ト
ー
）
の
存
在
を
明
か
さ
な
い
と
い
う
筋
で
進
行
す
る
。
ジ
ジ

ェ
ク
は
、
こ
の
映
画
に
「
有
罪
性
の
転
移
」
を
応
用
し
、
神
父
の
も
と
で
働

く
下
男
が
、
神
父
が
実
は
無
意
識
に
抱
い
て
い
た
欲
望
（
弁
護
士
へ
の
殺

意
）
を
発
見
し
、
そ
の
欲
望
が
下
男
に
〈
転
移
〉
し
て
、
下
男
が
弁
護
士
殺
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し
の
欲
望
を
抱
い
た
過
程
を
鋭
く
分
析
し
て
み
せ
た（
５
）。

　

こ
の
「
有
罪
性
の
転
移
」
は
、
実
は
「
こ
ゝ
ろ
」
に
も
当
て
は
ま
る
。

「
こ
ゝ
ろ
」
は
先
生
を
慕
う
「
私
」
に
よ
る
手
記
（
回
想
録
）
の
体
裁
を
と

る
が
、
Ｋ
を
死
な
せ
た
こ
と
に
長
く
苛
ま
れ
る
先
生
が
自
殺
を
決
意
し
て
、

そ
の
遺
書
を
青
年
の
「
私
」
に
宛
て
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
先
生
は
遺
書

に
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
じ
て
自
殺
す
る
と
書
く
が
、「
明
治
の
精
神
」
へ

の
殉
死
と
い
う
の
は
、
自
殺
の
動
機
と
し
て
は
具
体
的
で
な
い
。
先
生
自
身

も
、
明
治
天
皇
に
殉
死
し
た
乃
木
将
軍
を
引
き
合
い
に
、「
私
に
乃
木
さ
ん

の
死
ん
だ
理
由
が
能
く
解
ら
な
い
や
う
に
、
貴
方
に
も
私
の
自
殺
す
る
訳
が

明
ら
か
に
呑
み
込
め
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
下
五
十
六
）
と
遺
書
に
記

す
ほ
ど
で
、
自
死
を
選
択
す
る
理
由
を
明
確
に
は
他
人
に
説
明
で
き
な
い
。

理
由
を
明
確
に
説
明
で
き
な
い
自
殺
願
望
が
先
生
に
芽
生
え
た
の
は
、
実
は

自
分
自
身
へ
の
殺
意
と
い
う
悪
の
欲
望
が
先
生
の
無
意
識
に
生
成
さ
れ
た

（「
有
罪
性
の
転
移
」
が
起
こ
っ
た
）
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

小
森
陽
一
氏
は
先
生
の
死
後
に
静
と
「
私
」
が
共
生
す
る
未
来
を
想
定
す

る（
６
）が
、
小
森
氏
が
描
く
「
私
」
と
静
が
共
生
す
る
未
来
は
、
死
の
直
前
の
先

生
に
よ
っ
て
も
予
想
さ
れ
て
い
た
フ
シ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
散
歩
中
に
新

婚
の
夫
婦
を
眺
め
て
恋
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
際
に
、
先
生
は
「
私
」
に

向
か
っ
て
、「
あ
の
冷
評
の
う
ち
に
は
君
が
恋
を
求
め
な
が
ら
相
手
を
得
ら

れ
な
い
と
い
ふ
不
快
の
声
が
交
じ
つ
て
ゐ
ま
し
ょ
う
」（
上
十
二
）
と
言
っ

た
り
、「
異
性
と
抱
き
合
ふ
順
序
と
し
て
、
ま
づ
同
性
の
私
の
所
へ
動
い
て

来
た
の
で
す
」（
上
十
三
）
と
言
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
一
見
何
で
も
な

い
散
歩
中
の
会
話
を
、「
私
」
は
わ
ざ
わ
ざ
事
細
か
に
自
ら
の
手
記
に
書
き

込
む
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
議
論
の
背
後
に
具
体
的
な
女
性
＝
静
を
先

生
が
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
先
生
が
宅
を
不
在
に
し
、

夜
分
に
静
と
「
私
」
に
一
つ
屋
根
の
下
で
の
留
守
番
を
依
頼
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、「
私
」
は
こ
の
夜
の
記
憶
に
つ
い
て
も
手
記
に
詳
述
し
て
い
る
。

「
私
」
は
、
な
ぜ
先
生
の
奥
さ
ん
と
過
ご
し
た
留
守
番
の
夜
を
手
記
に
詳
し

く
書
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

　

漱
石
の
小
説
に
は
、
夫
婦
で
な
い
男
女
が
一
つ
屋
根
の
下
に
身
を
置
く
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。「
三
四
郎（
７
）」
で
は
、
上
京
途
次
の

三
四
郎
は
名
古
屋
で
女
と
同
衾
し
、「
あ
な
た
は
よ
っ
ぽ
ど
意
気
地
の
な
い

方
ね
」
と
女
に
窘
め
ら
れ
る
。「
行
人（
８
）」
で
は
、
兄
一
郎
に
妻
の
貞
操
を
試

し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
弟
二
郎
が
、
嫂
の
直
と
大
阪
の
旅
館
で
一
泊
す

る
。
い
ず
れ
の
小
説
で
も
、
男
女
の
性
的
関
係
に
発
展
し
て
も
お
か
し
く

な
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。「
こ
ゝ
ろ
」
の
「
私
」
と
静
に
よ
る
夜
の
留

守
番
を
、
こ
の
漱
石
独
特
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
だ
と
捉
え
れ
ば
、

「
私
」（
と
静
）
の
無
意
識
に
、
男
女
の
性
的
な
接
近
の
欲
望
が
生
じ
て
い
た

可
能
性
を
読
み
込
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
別
な
女
性
と
の
特
別
な
思
い
出
の

一
夜
だ
か
ら
こ
そ
、「
私
」
は
手
記
に
わ
ざ
わ
ざ
詳
細
を
書
き
留
め
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
の
「
私
」
の
無
意
識
に
は
、
静
と

の
接
近
の
障
壁
と
な
る
夫
＝
先
生
を
排
除
し
た
い
と
い
う
欲
望
も
同
時
に
生

じ
る
は
ず
だ
。
こ
の
無
意
識
の
欲
望
が
実
現
し
た
な
ら
ば
、「
私
」
は
先
生

に
代
わ
っ
て
夫
の
立
場
＝
家
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
、
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「
私
」
が
先
生
夫
婦
の
家
の
私
的
な
空
間
を
書
斎
か
ら
茶
の
間
へ
と
静
に
誘

わ
れ
る
こ
と
も
、
意
味
深
に
読
め
て
く
る
。
つ
ま
り
、
茶
の
間
を
舞
台
と
し

て
、
静
と
「
私
」
は
擬
似
的
な
夫
婦
の
団
欒
を
演
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の

だ
。
一
方
、「
人
間
全
体
を
信
用
し
な
い
」（
上
十
四
）
先
生
は
、
奥
に
下
女

が
い
る
と
は
言
え
、
な
ぜ
こ
の
世
で
唯
一
の
愛
す
る
妻
を
、「
美
く
し
い
奥

さ
ん
」（
上
四
）
だ
と
静
を
見
て
い
る
（
静
は
「
美
く
し
い
」
と
度
々
手
記

に
書
き
込
む
）「
私
」
と
一
つ
屋
根
の
下
に
放
っ
た
の
か
。
か
つ
て
一
つ
屋

根
の
下
で
、
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
お
嬢
さ
ん
（
静
）
を
奪
っ
た
先
生
と
す
れ

ば
、
先
生
の
宅
に
お
い
て
、「
美
く
し
い
奥
さ
ん
」
と
し
て
妻
（
静
）
を
見

る
若
者
の
視
線
を
警
戒
し
て
当
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
泥
棒
が
押
し
入
る
不

安
よ
り
も
、
美
し
い
妻
と
若
い
男
が
接
近
す
る
不
安
の
方
が
大
き
い
は
ず
で

は
な
い
か
。
日
頃
か
ら
人
付
き
合
い
を
避
け
る
「
外
出
嫌
ひ
」
の
先
生
が
、

わ
ざ
わ
ざ
屋
外
で
人
と
面
会
す
る
の
も
不
自
然
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
私
」

が
無
意
識
に
抱
く
欲
望
を
察
知
し
た
先
生
に
「
有
罪
性
の
転
移
」
が
生
じ
て

い
た
と
み
れ
ば
、
こ
の
先
生
の
言
動
に
説
明
が
つ
く
。
先
生
を
排
除
し
た
い

と
い
う
「
私
」
の
無
意
識
の
欲
望
が
先
生
に
〈
転
移
〉
し
て
、
先
生
の
無
意

識
に
、「
私
」
と
静
の
前
か
ら
消
え
た
い
と
い
う
欲
望
が
生
じ
た
（「
有
罪
性

の
転
移
」
が
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
）
の
で
あ
る
。
以
前
よ
り
Ｋ
の
死
に
負
い

目
が
あ
っ
た
先
生
は
、「
有
罪
性
の
転
移
」
に
よ
っ
て
自
殺
願
望
を
膨
ら
ま

せ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
有
罪
性
の
転
移
」
は
第
三
者
を
尊
敬
す
る
こ
と

で
成
立
す
る
が
、
先
生
は
「
私
」
に
つ
い
て
「
私
は
其
時
心
の
う
ち
で
、
始

め
て
貴
方
を
尊
敬
し
た
」（
下
二
）
と
遺
書
に
記
し
て
い
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は

「
自
分
が
有
罪
性
を
転
移
し
た
第
三
者
に
、
見
返
り
と
し
て
何
か
を
期
待
し

て
い
る
。
見
返
り
と
は
、
主
人
の
承
認
［
再
認
］
や
も
う
一
つ
の
犯
罪
の
こ

と
も
あ
る（
９
）」
と
述
べ
る
が
、
先
生
に
と
っ
て
の
「
見
返
り
」
は
、「
私
」
に

先
生
の
孤
独
な
人
生
を
「
承
認
」
さ
せ
る
こ
と
と
、
静
を
頼
む
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
子
を
欲
し
て
い
た
静
ま
で
も
「
私
」
の
共
犯

的
な
関
係
者
だ
と
先
生
が
み
な
し
て
い
た
な
ら
ば
、「
あ
な
た
が
死
ん
だ
ら
、

何
で
も
あ
な
た
の
思
ひ
通
り
に
し
て
上
げ
る
か
ら
、
そ
れ
で
好
い
ぢ
や
あ
り

ま
せ
ん
か
」（
上
三
十
五
）
と
静
が
先
生
に
言
い
放
っ
た
言
葉
も
、
先
生
に

自
殺
と
い
う
犯
行
の
「
見
返
り
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

自
分
が
死
ん
だ
後
に
、「
私
」
と
静
が
結
ば
れ
る
と
い
う
（「
私
」
の
欲
望
を

通
し
て
〈
転
移
〉
し
た
）
先
生
の
欲
望
に
つ
い
て
、
静
と
い
う
「
主
人
の
承

認
」
を
得
た
と
先
生
が
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
殺
人
に
関

与
す
る
の
は
殺
人
犯
と
犠
牲
者
だ
け
で
は
な
く
、
第
三
者
―
殺
人
犯
は
こ
の

人
物
と
象
徴
交
換
を
執
り
行
う
―
の
存
在
が
常
に
想
定
さ
れ
る
。
殺
人
犯

は
、
自
ら
の
行
為
に
よ
り
こ
の
第
三
者
の
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
を
現
実
化
し
、

こ
の
こ
と
で
第
三
者
に
負
傷
と
有
罪
性
を
負
わ
せ
る）
（1
（

」
と
述
べ
る
。
こ
れ
に

従
え
ば
、「
私
」
は
、
先
生
が
犯
し
た
自
殺
と
い
う
犯
罪
に
よ
っ
て
「
抑
圧

さ
れ
た
欲
望
を
現
実
化
し
」、
同
時
に
「
負
傷
と
有
罪
性
を
負
」
う
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
Ｋ
が
自
殺
し
た
時
に
先
生
が
負
っ
た
「
負
傷
と

有
罪
性
」
を
「
私
」
が
反
復
的
に
負
う
構
図
で
も
あ
る
。
死
ん
だ
先
生
の
屍

の
上
に
自
分
の
人
生
が
あ
る
こ
と
に
な
る
「
私
」
は
、
後
年
（
手
記
の
現

在
）
ま
で
、
Ｋ
を
死
な
せ
て
苦
し
ん
だ
先
生
が
遺
書
と
い
う
手
記
を
認
め
て
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死
ん
だ
よ
う
に
、
先
生
を
死
に
追
い
や
っ
た
「
負
傷
と
有
罪
性
」
を
負
い
続

け
て
、
つ
い
に
筆
を
執
り
、
先
生
の
遺
書
を
真
似
る
よ
う
に
「
こ
ゝ
ろ
」
の

手
記
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
の
先
生
が
「
私
」
と
邂
逅

し
て
（「
有
罪
性
の
転
移
」
に
よ
っ
て
）
一
気
に
死
の
欲
動
を
加
速
さ
せ
た

よ
う
な
事
態
が
、「
私
」
の
身
の
上
に
到
来
し
た
可
能
性
が
検
討
さ
れ
ね
ば

な
る
ま
い
。
今
や
時
を
経
た
「
私
」
も
か
つ
て
の
先
生
と
同
様
に
死
の
危
機

に
瀕
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
事
態
に
よ
る
の
か
。
先

生
の
死
の
欲
動
を
加
速
さ
せ
た
重
要
人
物
は
間
違
い
な
く
「
私
」
で
あ
る
か

ら
、
先
生
は
他
な
ら
ぬ
「
私
」
に
遺
書
を
宛
て
た
。
同
様
に
、「
私
」
が
反

復
的
に
筆
を
執
る
手
記
も
、「
私
」
の
死
の
欲
動）
（（
（

を
加
速
さ
せ
た
重
要
人
物

に
宛
て
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
は
誰
な
の
か
。

二

　
「
こ
ゝ
ろ
」
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん）
（1
（

」
に
は
共
通
点
が
多
い
。「
こ
ゝ
ろ
」
は

「
私
」
に
よ
る
手
記
の
体
裁
だ
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
も
、「
お
れ
」
に
よ

る
手
記
＝
「
清
に
出
し
損
ね
た
手
紙）
（1
（

」
だ
と
み
な
せ
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

で
は
、「
お
れ
」
の
兄
は
、
父
の
死
後
に
家
産
を
全
て
換
金
し
て
処
分
し
、

六
百
円
を
「
お
れ
」
に
分
け
与
え
、職
の
た
め
に
九
州
へ
赴
任
し
た
。「
こ
ゝ

ろ
」
で
も
、
手
記
を
書
く
「
私
」
の
兄
は
、
職
で
九
州
へ
赴
任
し
て
い
る
。

先
生
は
「
私
」
の
父
が
存
命
中
に
家
産
を
分
け
て
も
ら
え
と
「
私
」
に
催
促

し
て
い
る
。
そ
の
先
生
に
し
て
も
、
財
産
を
全
て
換
金
し
て
父
祖
の
地
を
去

っ
て
お
り
、
こ
れ
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
兄
の
行
動
と
重
な
っ
て
見
え
る
。

商
業
学
校
を
出
て
近
代
化
す
る
日
本
の
立
身
出
世
コ
ー
ス
に
乗
っ
た
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
の
兄
の
行
動
は
、
働
か
な
か
っ
た
（
＝
前
近
代
に
取
り
残
さ
れ

た
）
父
が
お
そ
ら
く
体
現
し
て
い
た
江
戸
の
エ
ー
ト
ス
や
精
神
と
決
別
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
父
の
死
後
に
、
自
分
が
生
育
し
た
住
居
な
ど
の
家

産
を
全
て
貨
幣
に
換
え
て
土
地
を
去
る
の
は
、
そ
の
象
徴
的
行
為
で
あ
ろ

う
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
手
記
の
書
き
手
で
あ
る
「
お
れ
」
に
し
て
も
、
自

ら
を
東
京
人
と
は
言
わ
ず
に
「
江
戸
っ
子
」
だ
と
名
乗
り
、「
親
譲
り
の
無

鉄
砲
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
、
父
親
が
持
っ
て
い
た
前
近
代
的
な
エ

ー
ト
ス
や
精
神
を
「
譲
り
」
受
け
て
は
い
る
も
の
の
、
一
方
で
は
、
明
治
政

府
の
近
代
教
育
制
度
で
あ
る
「
小
学
校
」
や
「
私
立
中
学
校
」
で
「
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
自
伝
」
や
「
プ
ッ
シ
ン
グ
、
ツ
ー
、
ゼ
、
フ
ロ
ン
ト
」
と
い
っ
た

成
功
譚
を
読
み
、
将
来
を
見
据
え
て
難
関
の
物
理
学
校
を
選
択
し
て
卒
業

し
、
中
学
教
師
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
は
清
と
居
を
構
え
る
こ
と
も
夢
想

し
て
お
り
、
当
初
は
兄
と
同
じ
く
立
身
出
世
の
街
道
に
身
を
置
い
て
い
た）
（1
（

。

「
こ
ゝ
ろ
」
に
登
場
す
る
「
私
」
の
兄
に
し
て
も
、「
宅
の
事
を
監
理
す
る
気

は
な
い
か
」
と
「
私
」
に
尋
ね
、「
私
」
か
ら
「
兄
の
腹
の
中
に
は
、
世
の

中
で
是
か
ら
仕
事
を
し
よ
う
と
い
う
気
が
充
ち
満
ち
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る

よ
う
に
、
故
郷
を
捨
て
て
立
身
出
世
街
道
を
突
き
進
も
う
と
し
て
い
る
。
同

じ
く
先
生
に
も
立
身
出
世
の
気
概
は
燻
っ
て
い
て）
（1
（

、
学
問
に
身
を
投
じ
、
当

初
は
立
身
出
世
の
模
範
の
よ
う
に
政
治
家
に
成
り
上
が
っ
た
叔
父
を
「
尊
敬

し
て
」、「
誇
に
な
る
べ
き
」
だ
と
も
思
っ
て
い
た
。
そ
の
先
生
に
私
淑
す
る

青
年
も
近
代
教
育
を
受
け
て
育
ち
、
故
郷
を
退
屈
と
感
じ
て
お
り
、「
坊
っ
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ち
ゃ
ん
」
の
兄
や
「
お
れ
」
の
近
代
的
な
精
神
に
連
な
っ
て
い
る
。
先
生
は

「
殉
死
」
と
い
う
古
め
か
し
い
言
葉
に
魅
入
ら
れ
て
自
殺
す
る
が
、「
明
治
の

精
神
」
と
は
、
先
生
が
「
私
は
決
し
て
理
に
暗
い
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
然
し
先
祖
か
ら
譲
ら
れ
た
迷
信
の
塊
も
、
強
い
力
で
私
の
血
の
中
に
潜

ん
で
ゐ
た
の
で
す
。
今
で
も
潜
ん
で
ゐ
る
で
せ
う
」（
下
七
）
と
語
る
よ
う

に
、
近
代
的
な
合
理
主
義
と
前
近
代
的
な
エ
ー
ト
ス
が
同
居
し
た
精
神
で
あ

る
。
こ
の
点
で
も
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
と
「
こ
ゝ
ろ
」
の
先
生

の
両
義
的
な
精
神
は
平
仄
を
合
わ
せ
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
は
、

詐
欺
師
の
大
家
に
書
画
骨
董
を
買
え
と
迫
ら
れ
る
が
、
財
産
を
横
領
し
て
い

た
「
こ
ゝ
ろ
」
の
叔
父
も
先
生
の
父
に
書
画
骨
董
を
見
せ
て
い
た
（
お
そ
ら

く
買
わ
せ
て
い
た
）。
前
近
代
的
な
エ
ー
ト
ス
の
象
徴
で
あ
る
書
画
骨
董
は
、

近
代
社
会
で
は
貨
幣
価
値
と
し
て
計
量
さ
れ
る
。
前
近
代
の
エ
ー
ト
ス
を
受

肉
し
て
い
る
先
行
世
代
（「
こ
ゝ
ろ
」
の
先
生
の
両
親
や
「
私
」
の
父
、「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
の
父
や
清
）
の
死
後
に
、
近
代
を
生
き
る
（
あ
る

い
は
死
の
う
と
す
る
）
世
代
（
先
生
や
「
お
れ
」）
の
両
義
的
に
引
き
裂
か

れ
た
精
神
を
、「
こ
ゝ
ろ
」
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

小
森
陽
一
氏
は
「『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
い
う
小
説
の
言
説
は
、
本
来
松
山

と
お
ぼ
し
き
地
方
都
市
か
ら
、
東
京
に
居
る
清
に
宛
て
て
書
か
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
、
も
う
一
通
の
書
か
れ
ざ
る
手
紙
を
、
清
の
死
後
に
「
お
れ
」
が
書

い
た
も
の
で
あ
る
。「
お
れ
」
の
語
る
言
葉
の
潜
在
的
な
読
者
は
清
な
の
で

あ
る
。
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
渾
名
で
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
お
れ
」
と

清
と
の
間
で
は
一
通
目
の
短
い
手
紙
で
、
そ
の
渾
名
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
他
界
し
た
清
と
経
験

を
共
有
し
て
い
な
い
四
国
で
の
出
来
事
が
「
お
れ
」
の
手
記
の
中
心
的
な
報

告
で
あ
る
こ
と
が
不
思
議
で
は
な
く
な
る
。「
手
紙
を
か
く
の
が
大
き
ら
い
」

な
「
お
れ
」
が
長
い
手
記
を
書
い
た
こ
と
も
、
手
間
暇
を
か
け
た
「
非
常
に

長
い
手
紙
」
を
く
れ
た
亡
き
清
へ
報
い
る
返
信
だ
と
考
え
れ
ば
合
点
が
い

く
。
ま
た
、
渾
名
が
「
お
れ
」
と
清
と
の
間
で
の
共
通
了
解
で
あ
る
の
と
同

様
に
、「
お
れ
」
自
身
や
兄
や
父
母
の
名
前
を
手
記
の
中
で
明
か
さ
な
い
の

も
、
彼
ら
の
実
名
が
清
に
は
自
明
の
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
得
心
で
き
る
。

　

一
方
、「
こ
ゝ
ろ
」
は
誰
を
読
み
手
に
想
定
し
た
手
記
だ
と
考
え
れ
ば
よ

い
か
。「
私
」
の
手
記
に
は
、「
何
う
し
て
あ
の
事
件
を
斯
う
長
く
書
い
て
、

私
に
見
せ
る
気
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
」（
中
十
七
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

「
あ
の
事
件
」
と
は
、
先
生
が
遺
書
に
記
し
た
Ｋ
の
自
殺
事
件
の
こ
と
を
指

す
。「
下
」
で
先
生
の
遺
書
が
開
示
さ
れ
る
ま
で
は
、「
あ
の
事
件
」
の
全
貌

は
「
私
」
の
手
記
の
読
者
に
は
説
明
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
あ

の
事
件
」
と
書
く
の
は
、「
あ
の
事
件
」
と
言
え
ば
察
し
が
つ
く
人
物
、
事

件
が
既
知
で
あ
る
人
物
を
読
者
に
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
は
ず
だ）
（1
（

。
と

な
れ
ば
、
手
記
の
読
み
手
、
つ
ま
り
宛
先
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
う

し
た
事
情
を
知
り
得
る
唯
一
の
人
物
、
す
な
わ
ち
静
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上

し
て
く
る
。

　
「
こ
ゝ
ろ
」
で
は
、
静
以
外
の
登
場
人
物
の
名
は
ほ
と
ん
ど
明
か
さ
れ
な

い
。
手
記
の
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
の
家
族
に
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
同

様
に
、
父
母
、
兄
な
ど
と
関
係
性
を
示
す
呼
称
が
採
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
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登
場
人
物
た
ち
は
、
先
生
や
Ｋ
や
奥
さ
ん
・
未
亡
人
（
静
の
母
）
な
ど
と
呼

称
さ
れ
る
（
た
だ
し
Ｋ
や
未
亡
人
と
い
う
呼
称
は
先
生
の
遺
書
を
通
し
て
知

れ
る
）。
静
も
夫
の
こ
と
を
「
先
生
」
と
呼
ん
で
「
私
」
と
会
話
し
て
い
る

し
、「
私
」
は
「
中
間
に
立
つ
先
生
を
取
り
除
け
れ
ば
、
つ
ま
り
二
人
は
ば

ら
ば
ら
に
な
つ
て
ゐ
た
」（
上
八
）
と
書
き
、「
二
人
に
共
通
な
興
味
の
あ

る
先
生
」（
上
十
七
）
と
も
書
き
、
先
生
に
つ
い
て
「
慰
さ
め
る
私
も
、
慰

さ
め
ら
れ
る
奥
さ
ん
も
、
共
に
波
に
浮
い
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
ゐ
た
」（
上

二
十
）
と
も
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
私
」
と
静
と
の
間
で
、「
先
生
」
と

い
う
呼
称
が
特
別
の
人
物
と
結
び
つ
く
特
別
な
人
称
と
し
て
了
解
・
共
有
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
な
が
ら
、
先
生
が
遺
書
で
Ｋ
と
呼
称
し
た

人
物
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
、「
私
」
と
静
と
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る

（
当
初
か
ら
静
は
「
私
」
に
「
先
生
が
ま
だ
大
学
に
ゐ
る
時
分
、
大
変
仲
の

好
い
御
友
達
が
一
人
あ
つ
た
の
よ
。
其
方
が
丁
度
卒
業
す
る
少
し
前
に
死
ん

だ
ん
で
す
」（
上
十
九
）
な
ど
と
漏
ら
し
て
い
た
）。
ま
た
、「
私
」
は
、
先

生
の
宅
の
留
守
番
を
す
る
静
の
親
戚
と
面
識
が
あ
り
、
彼
女
が
何
者
で
あ
る

の
か
を
先
生
か
ら
聞
い
て
い
る
（
中
四
）。「
私
」
は
静
の
母
の
死
病
に
つ
い

て
も
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
静
も
「
私
」
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
り
、
手
紙
で

知
っ
た
り
し
て
、「
私
」
と
そ
の
家
族
の
関
係
や
事
情
に
つ
い
て
の
知
識
を

持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、「
私
」
と
静
と
の
間
で
は
、
双
方
の
親
族
に
関
す
る

情
報
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
の
手
記
に
は
、
僅
か
に
、
関
さ
ん
（「
私
」

の
妹
の
夫
）
や
作
さ
ん
（「
私
」
の
父
の
幼
馴
染
み
）
の
名
前
が
登
場
す
る

が
、
彼
ら
の
こ
と
が
東
京
で
話
題
に
な
っ
た
可
能
性
は
低
く
（
実
際
、「
上
」

に
は
登
場
し
な
い
）、
静
に
と
っ
て
既
知
で
な
い
可
能
性
が
高
い
（
御
光
に

つ
い
て
は
後
述
）。
だ
か
ら
、
少
な
い
事
例
と
し
て
（
静
に
知
ら
し
め
る
た

め
に
）、「
私
」
の
手
記
に
実
名
で
登
場
し
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
静
が

読
者
で
あ
る
場
合
、「
其
人
」、「
奥
さ
ん
ら
し
い
人
」、「
奥
さ
ん
の
名
は
静

と
い
っ
た
」（
上
九
）
な
ど
の
表
現
が
や
や
不
自
然
に
見
え
な
く
も
な
い
が
、

先
生
も
遺
書
の
中
で
、「
私
」
に
と
っ
て
既
知
で
あ
る
静
を
「
其
処
の
御
嬢

さ
ん
」（
下
十
一
）、「
其
妻
君
の
娘
」（
下
十
一
）
な
ど
と
突
き
放
し
て
書
い

て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
が
過
去
の
「
記
憶
を
呼
び
起
」
こ
し
て
手
記
に
再

現
す
る
際
に
、
往
時
の
呼
称
を
選
択
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い）
（1
（

。
こ
の
こ
と

は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
手
記
が
、「
お
れ
」
と
清
と
の
間
で
経
験
を
共
有
し

て
い
な
い
四
国
の
出
来
事
を
中
心
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
も
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
亡
き
清
に
書
か
れ
た
の
と
同
様
で
、「
こ
ゝ

ろ
」
の
手
記
も
、
他
界
し
た
静
に
向
け
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

三

　

先
生
は
、
自
身
の
遺
書
が
「
貴
方
に
と
つ
て
も
、
外
の
人
に
と
つ
て
も
」、

「
他
の
参
考
に
供
す
る
積
」（
下
五
十
六
）
と
記
し
て
、「
私
」
に
遺
書
の
公

開
を
許
可
す
る
際
に
、「
妻
だ
け
は
た
っ
た
一
人
の
例
外
だ
と
承
知
し
て
下

さ
い
」
と
言
っ
て
、
静
に
は
遺
書
に
記
さ
れ
た
悲
劇
を
秘
密
に
す
る
よ
う
に

求
め
た
。「
奥
さ
ん
は
今
で
も
そ
れ
を
知
ら
ず
に
ゐ
る
」（
上
十
二
）
と
「
私
」

が
手
記
に
書
い
て
い
る
の
は
、
先
生
の
求
め
に
応
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

静
が
死
ん
で
い
る
（
も
し
く
は
瀕
死
で
あ
る
）
か
ら
「
今
で
も
そ
れ
を
知
ら
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ず
に
い
る
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
先
生
と
静
の
馴
れ
初
め
に
つ

い
て
、「
二
人
と
も
私
に
は
殆
ど
何
も
話
し
て
呉
れ
な
か
つ
た
」（
上
十
二
）

と
「
私
」
は
記
す
が
、「
呉
れ
な
か
っ
た
」
と
過
去
形
で
あ
る
の
も
、
先
生

共
々
静
も
死
亡
し
て
い
る
か
ら
だ
と
も
と
れ
る
。
先
生
は
、「
私
」
と
の

〈
転
移
〉
的
な
関
係
に
よ
っ
て
欲
望
（
死
の
欲
動
）
を
生
成
し
た
が
、「
私
」

が
目
の
前
に
い
な
く
と
も
、
書
き
綴
り
つ
つ
あ
る
遺
書
の
向
こ
う
に
第
一
の

読
み
手
と
し
て
「
私
」
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
遺
書
を
創
作
＝
欲
望
を
生
成

し
た
。
同
じ
よ
う
に
、「
私
」
も
ま
た
、
目
の
前
に
い
な
い
＝
つ
ま
り
死
亡

し
た
静
を
第
一
の
読
み
手
に
想
定
し
て
手
記
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
生
は
残
さ
れ
る
静
を
思
う
と
、
死
ぬ
に
死
ね
な
か
っ
た
。
死
の
欲
動

に
憑
か
れ
た
人
物
が
辛
う
じ
て
生
き
て
い
た
理
由
が
妻
の
た
め
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
妻
を
託
す
に
足
る
存
在
が
出
現
す
れ
ば
死
ね
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
一
方
で
、「
私
」
の
瀕
死
の
父
は
「
お
れ
が
死
ん
だ
ら
、
ど
う
か
御

母
さ
ん
を
大
事
に
し
て
遣
つ
て
く
れ
」（
中
十
）
と
「
私
」
に
頼
ん
で
い
た
。

「
私
」
の
病
床
の
父
と
、
死
に
憑
か
れ
た
先
生
は
、
共
に
明
治
の
終
焉
・
乃

木
大
将
の
殉
死
の
影
響
を
受
け
る
点
で
も
呼
応
す
る
が
、
病
気
で
死
を
覚
悟

す
る
「
私
」
の
父
も
、
や
は
り
残
さ
れ
る
妻
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。「
私
」

の
父
は
妻
に
向
か
っ
て
「
お
れ
が
死
ん
だ
ら
、
御
前
は
何
う
す
る
、
一
人
で

此
家
に
居
る
気
か
」（
中
二
）
と
言
っ
た
が
、
先
生
も
妻
に
向
か
っ
て
「
も

し
お
れ
の
方
が
先
へ
行
く
と
す
る
ね
。
さ
う
し
た
ら
御
前
何
う
す
る
」（
上

三
十
四
）、「
お
れ
が
死
ん
だ
ら
此
家
を
お
前
に
遣
ら
う
」（
上
三
十
五
）
と

言
っ
た
。「
こ
ゝ
ろ
」
は
様
々
な
反
復
が
連
続
す
る
小
説
だ
が
、「
私
」
の

父
と
先
生
の
言
葉
も
反
復
的
で
あ
る
。「
私
」
の
父
が
残
さ
れ
る
妻
御
光
を

「
私
」
に
託
し
た
こ
と
が
反
復
さ
れ
て
、
先
生
も
暗
に
「
私
」
に
静
を
託
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
先
生
に
よ
る
静
へ
の
思
い
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、

「
私
」
の
手
記
に
は
、「
私
」
の
父
に
よ
る
御
光
へ
の
思
い
が
書
き
込
ま
れ
て

い
る
。
静
と
並
ぶ
愛
の
対
象
だ
か
ら
こ
そ
、
御
光
の
名
は
手
記
に
例
外
的
に

書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
こ
ゝ
ろ
」
は
死
者
の
話
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
反
復
的
に
陸
続
と
死
ぬ）
（1
（

。

「
私
」
が
実
家
で
父
を
看
病
す
る
こ
と
が
反
復
さ
れ
て
、
静
は
実
家
が
あ
っ

た
市
ヶ
谷
で
叔
母
の
看
病
を
す
る
。
こ
の
叔
母
の
命
も
危
う
か
ろ
う
。
静
の

母
は
明
治
天
皇
の
病
死
を
反
復
し
て
死
に
、
先
生
の
母
は
先
生
の
父
の
病
気

を
反
復
し
て
死
に
、
乃
木
大
将
の
妻
の
「
静
」
も
乃
木
大
将
の
殉
死
を
反
復

し
て
死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
こ
の
死
の
順
列
に
静
が
反
復
的
に
加
わ
る
（
病
死

す
る
）
可
能
性
は
打
ち
消
せ
な
い
。
で
あ
れ
ば
、「
奥
さ
ん
は
今
で
も
そ
れ

を
知
ら
ず
に
い
る
」
理
由
と
し
て
、
静
が
死
ん
だ
可
能
性
は
や
は
り
捨
て
ら

れ
な
い
。

四

　
「
私
」
の
手
記
に
お
け
る
静
に
関
係
す
る
描
写
は
実
は
少
な
く
な
い
の
だ

が
、「
私
」
が
記
憶
を
た
ど
っ
て
長
い
手
記
に
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
書
き
込
ん

だ
の
は
、
亡
く
な
っ
た
静
と
の
関
係
が
成
立
し
た
重
要
な
起
点
を
確
認
す
る

た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
同
様
で
、
静
の
存
命
中
に
果

た
せ
な
か
っ
た
静
へ
の
返
信
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
静
か
ら
青
年
へ
宛
て
ら
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れ
た
手
紙
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
手
記
を
書
く
現
在
に
な
っ
て
も
「
私
」
が

「
ま
だ
持
つ
て
い
る
」
と
い
う
「
絵
葉
書
」
と
「
紅
葉
の
葉
を
一
枚
封
じ
込

め
た
郵
便
」（
上
九
）
だ
け
で
あ
る
。
当
時
は
「
押
し
葉
の
男
性
同
士
の
あ

い
だ
で
の
や
り
と
り
は
盛
ん
で
あ
る
」
の
で
、
静
に
よ
る
気
配
り
の
郵
便
と

は
断
定
で
き
な
い
と
の
見
方）
11
（

も
あ
る
が
、「
私
」
は
「
筆
を
執
る
こ
と
の
嫌

な
先
生
」（
中
十
七
）
だ
と
述
べ
、「
私
」
は
「
私
は
先
生
の
生
前
に
は
た
つ

た
二
通
の
手
紙
し
か
貰
つ
て
ゐ
な
い
。
其
一
通
は
今
い
ふ
此
簡
単
な
返
書

で
、
あ
と
の
一
通
は
先
生
の
死
ぬ
前
と
く
に
私
宛
で
書
い
た
大
変
長
い
も
の

で
あ
る
」（
上
二
十
二
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、「
絵
葉
書
」
や
「
紅
葉
の
葉

を
一
枚
封
じ
込
め
た
郵
便
」
が
静
か
ら
「
私
」
へ
送
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
静
か
ら
の
手
紙
が
、
時
を
経
て
か
ら
思
い
立
っ
て

返
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
「
私
」
の
手

記
は
静
か
ら
の
手
紙
へ
の
返
信
で
は
な
く
、「
私
」
に
直
接
投
げ
か
け
ら
れ

た
静
の
肉
声
へ
の
返
答
で
あ
る
。
先
生
は
遺
書
に
「
あ
な
た
か
ら
過
去
を
問

ひ
た
ゞ
さ
れ
た
時
、
答
へ
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
勇
気
の
な
い
私
は
、
今

あ
な
た
の
前
に
、
そ
れ
を
明
白
に
物
語
る
自
由
を
得
た
」（
中
十
七
）
と
書

き
、「
口
で
云
ふ
べ
き
所
を
、
筆
で
申
し
上
げ
る
事
に
し
」（
中
十
七
）
た
の

だ
と
書
い
た
が
、
こ
れ
を
反
復
す
る
よ
う
に
、「
私
」
は
静
に
「
問
ひ
た
ゞ

さ
れ
た
時
」
の
答
え
を
「
筆
で
申
し
上
げ
る
」
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
「
何
か
遣
り
た
い
」
の
に
「
そ
れ
で
ゐ
て
出
来
な
い
」
理
由
が

「
解
ら
な
い
」
か
ら
「
気
の
毒
で
た
ま
ら
な
い
」
と
「
私
」
に
話
し
た
静
は
、

後
に
は
「
あ
な
た
何
う
思
つ
て
？
」、「
私
か
ら
あ
ゝ
な
つ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
あ
な
た
の
い
ふ
人
世
観
と
か
何
と
か
い
う
も
の
か
ら
、
あ
ゝ
な
つ
た
の

か
。
隠
さ
ず
云
つ
て
頂
戴
」（
上
十
九
）
と
先
生
が
豹
変
し
た
理
由
を
「
私
」

に
問
う
。
そ
の
時
の
「
私
」
は
「
私
に
は
解
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
応
答
で

き
ず
、「
奥
さ
ん
は
予
期
の
外
れ
た
時
に
見
る
憐
れ
な
表
情
を
其
咄
嗟
に
現

は
し
た
」（
上
十
九
）
と
手
記
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
ま
た
静
は
「
人
間
は

親
友
を
一
人
亡
く
し
た
丈
で
、
そ
ん
な
に
変
化
で
き
る
も
の
で
せ
う
か
。
私

は
そ
れ
が
知
り
た
く
つ
て
堪
ら
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
其
処
を
一
つ
貴
方
に

判
断
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
の
」（
上
十
九
）
と
も
「
私
」
に
投
げ
か
け
た

が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
当
時
の
「
私
の
判
断
は
寧
ろ
否
定
の
方
に
傾
い
て
ゐ

た
」（
上
十
九
）
と
「
私
」
は
書
き
記
す
。
静
か
ら
の
問
い
に
つ
い
て
、「
私

は
其
晩
の
事
を
記
憶
の
う
ち
か
ら
抽
き
抜
い
て
此
処
へ
詳
し
く
書
い
た
。
是

を
書
く
丈
の
必
要
が
あ
る
か
ら
書
い
た
」（
上
二
十
）
と
「
私
」
は
手
記
に

こ
と
さ
ら
に
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
無
論
、
過
去
の
全
て
の
記
憶
を
手
記
に

再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
私
」
が
「
記
憶
を
呼
び
起
」
こ
し
て
、

「
記
憶
の
う
ち
か
ら
抽
き
抜
い
て
此
処
へ
詳
し
く
書
い
た
」
手
記
は
、「
憐
れ

な
表
情
」
を
浮
か
べ
た
静
か
ら
の
懇
請
的
な
問
い
へ
の
時
を
経
た
「
真
面

目
」
な
返
信
な
の
で
あ
る
。

　

で
あ
れ
ば
、「
今
奥
さ
ん
が
急
に
居
な
く
な
つ
た
と
し
た
ら
、
先
生
は
現

在
の
と
お
り
で
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
で
せ
う
か
」、「
そ
の
位
先
生
に
忠
実
な
あ

な
た
が
急
に
居
な
く
な
つ
た
ら
、
先
生
は
何
う
な
る
ん
で
せ
う
。
世
の
中
の

何
方
を
向
い
て
も
面
白
さ
う
で
な
い
先
生
は
、
あ
な
た
が
急
に
ゐ
な
く
な
つ

た
ら
後
で
何
う
な
る
で
せ
う
」、「
あ
な
た
か
ら
見
て
、
先
生
は
幸
福
に
な
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る
で
せ
う
か
、
不
幸
に
な
る
で
せ
う
か
」
と
の
「
私
」
か
ら
の
質
問
に
対

し
て
、「
そ
り
や
私
か
ら
見
れ
ば
分
つ
て
ゐ
ま
す
（
先
生
は
そ
う
思
つ
て
ゐ

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）。
先
生
は
私
を
離
れ
ゝ
ば
不
幸
に
な
る
丈
で
す
。

或
は
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
」（
上
十
七
）
と
静
が
〈
応

答
〉
し
た
こ
と
が
手
記
に
書
き
込
ま
れ
た
の
も
、「
先
生
」
を
「
青
年
」
に

置
き
換
え
て
読
め
ば
、
実
際
に
「
今
奥
さ
ん
が
」「
居
な
く
な
つ
」
て
か
ら

の
、
手
記
を
通
し
た
「
私
」
と
亡
き
静
と
の
対
話
と
し
て
み
え
て
く
る
。
つ

ま
り
、
手
記
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
「
青
年
は
現
在
の
と
お
り

で
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
で
せ
う
か
」、「
世
の
中
の
何
方
を
向
い
て
も
面
白
そ
う

で
な
い
青
年
は
、
あ
な
た
が
急
に
ゐ
な
く
な
っ
た
ら
後
で
何
う
な
る
ん
で
せ

う
」
と
静
に
問
い
か
け
、「
そ
り
や
私
か
ら
見
れ
ば
分
つ
て
ゐ
ま
す
。
青
年

は
私
を
離
れ
ゝ
ば
不
幸
に
な
る
丈
で
す
。
或
は
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
静
の
〈
応
答
〉
を
引
き
出
し
、「
私
」
は
自
死
の

「
承
認
」
を
静
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
手
記
を
介
し
て
亡
き
静

と
の
〈
転
移
〉
的
な
関
係
を
生
成
し
、
ま
さ
に
死
の
欲
動
を
膨
ら
ま
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
は
「
お
れ
」
が
愛
情
を
注
ぐ

唯
一
の
人
物
で
あ
る
清
は
、「
お
墓
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
来
る
の
を
楽

し
み
に
待
っ
て
お
り
ま
す
」
と
言
っ
て
肺
病
で
死
ん
だ
。
手
記
を
書
く
「
お

れ
」
は
自
殺
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
街
鉄
の
技
師
の
身
分
に
甘
ん
じ
て
お

り
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ
」
と
の
見
方
も
あ
る）
1（
（

。
ま
た
、「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
や
「
こ
ゝ
ろ
」
と
同
じ
く
一
人
称
語
り
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る）
11
（

」
も
、

猫
の
こ
と
な
が
ら
、「
吾
輩
」
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
の
三
毛
子
は
、
清
の
よ

う
に
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
死
に
、
最
後
に
「
吾
輩
」
も
自
殺
的
な
溺
死
を
遂

げ
た
。「
こ
ゝ
ろ
」
の
「
私
」
も
ま
た
、
こ
れ
ら
に
連
な
る
存
在
な
の
で
は

な
い
か
。

　

か
つ
て
の
静
か
ら
の
問
い
に
対
し
て
、「
私
」
は
静
か
ら
批
判
さ
れ
た

「
空
つ
ぽ
な
理
屈
」（
上
十
六
）
で
応
じ
る
の
で
は
な
く
、
先
生
の
言
動
を

「
記
憶
の
う
ち
か
ら
抽
き
抜
い
て
」
手
記
に
詳
述
し
た
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、

先
生
が
静
を
「
妻
君
の
為
に
」（
上
十
）
と
気
に
か
け
、
愛
し
た
証
し
と
な

る
記
憶
を
、「
私
」
の
手
記
は
多
分
に
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
私
」
は
静
へ
の
〈
応
答
責
任
〉（responsibility

）
を
「
真
面
目
」
に
果

た
し
た
の
で
あ
る
。

　

静
亡
き
手
記
の
現
在
に
あ
っ
て
、「
負
傷
と
有
罪
性
」
を
背
負
う
「
私
」

が
先
人
達
の
死
を
反
復
す
る
の
に
、
も
は
や
躊
躇
い
は
あ
る
ま
い
。
か
つ
て

「
私
」
は
先
生
か
ら
「
貴
方
は
死
と
い
う
事
実
を
ま
だ
真
面
目
に
考
へ
た
事

が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
指
摘
さ
れ
て
黙
っ
た
が
、
静
が
死
ん
で
、
先
生
の
よ

う
に
「
淋
し
い
人
間
」（
上
七
）
と
な
っ
た
「
私
」
は
、
今
や
眼
前
の
死
と

「
真
面
目
」
に
対
峙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

注１　

拙
稿
「「
こ
ゝ
ろ
」
の
叙
法
」（『
日
本
文
学
研
究
』
52
号
、
梅
光
学
院
大
学

日
本
文
学
会
、
二
○
一
七
年
一
月
）
及
び
「〈
転
移
〉
す
る
『
こ
ゝ
ろ
』
―

ラ
カ
ン
で
読
む
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』
―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
53
号
、
二
○

一
八
年
一
月
）
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夏
目
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」（「
心
」）
の
〈
応
答
責
任
〉 

　
　

２　
「
若
い
私
は
」、「
其
自
分
の
私
は
」、「
私
は
若
か
つ
た
」
な
ど
の
随
所
の
記

述
か
ら
時
を
経
た
こ
と
が
わ
か
る
。

３　

フ
ロ
イ
ト
は
幼
児
期
に
親
な
ど
の
重
要
な
存
在
に
対
し
て
抱
い
た
患
者
の

感
情
や
態
度
が
治
療
者
に
向
く
こ
と
を
〈
転
移
〉
と
呼
び
、「
そ
れ
は
患
者

の
欲
望
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
カ
ン
は
、〈
分
析
主

体
〉（
患
者
）
と
〈
知
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
主
体
〉（
治
療
者
）
と
の

間
で
起
こ
る
欲
望
の
移
動
が
〈
転
移
〉
で
あ
る
と
み
る
。『
精
神
分
析
の
四

基
本
概
念
』（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
編
、
小
出
浩
之
・
神
宮
一
成
・

鈴
木
國
文
・
小
川
豊
昭
訳
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
○
年
一
二
月
、
原
著
は

一
九
七
三
年
）
参
照
。

４　

 I Confess　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
監
督
。
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・

ク
リ
フ
ト
主
演
。
製
作
・
配
給
は
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
。
一
九
五
三

年
三
月
二
二
日
公
開
。
日
本
公
開
は
一
九
五
四
年
四
月
一
五
日
。
原
作
は

ポ
ー
ル
・
ア
ン
セ
ル
ム
の
戯
曲
『N

os D
eux Consciences

』（
一
九
○
二

年
初
演
）

５　

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
監
修
『
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
に
よ
る
ラ
カ
ン
―
映

画
的
欲
望
の
経
済
（
エ
コ
ノ
ミ
ー
）』
露
崎
俊
和
他
訳
、
ト
レ
ヴ
ィ
ル
、

一
九
九
四
年
七
月
（
原
著
は
一
九
八
八
年
）

６　
「「
こ
こ
ろ
」
を
生
成
す
る
心
臓
」『
成
城
国
文
学
』
一
九
八
五
年
三
月

７　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
○
八
年
九
月
一
日
～
一
二
月
二
九
日

８　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
二
年
一
二
月
六
日
～
一
九
一
三
年
一
一
月
五
日
（
た

だ
し
、
病
気
で
四
月
～
九
月
ま
で
中
断
）

９　
『
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
に
よ
る
ラ
カ
ン
』（
前
掲
）

10　
『
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
に
よ
る
ラ
カ
ン
』（
前
掲
）

11　

拙
稿
「〈
転
移
〉
す
る
『
こ
ゝ
ろ
』」（
前
掲
）
で
「
私
」
に
生
じ
る
死
の
欲

動
に
言
及
し
て
い
る
。

12　
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
○
六
年
四
月

13　

小
森
陽
一「
裏
表
の
あ
る
言
葉
―『
坊
つ
ち
や
ん
』に
お
け
る〈
語
り
の
構
造
〉

―
」、『
日
本
文
学
』
一
九
八
三
年
三
～
四
月

14　

先
行
研
究
に
、
当
時
の
物
理
学
校
の
位
置
づ
け
を
詳
細
に
述
べ
た
小
野
一

成
「『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
学
歴
を
め
ぐ
っ
て
―
明
治
期
に
お
け
る
中
・
下
級
エ

リ
ー
ト
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
戸
坂
女
子
短
期
大
学
年
表
』
一
九
八
五

年
一
○
月
）、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
立
身
出
世
に
着
目
し
た
石
原
千
秋
「「
坊

つ
ち
や
ん
」
の
山
の
手
」（『
文
学
』
一
九
八
六
年
八
月
）
が
あ
る
。
石
原

氏
は
立
身
出
世
を
求
め
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
江
戸
つ
子
」
に
な
る
物
語
だ

と
読
む
が
、
私
見
で
は
、
坊
ち
ゃ
ん
は
前
近
代
の
エ
ー
ト
ス
と
近
代
性
を

併
せ
持
つ
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。

15　

拙
稿
「〈
転
移
〉
す
る
「
こ
ゝ
ろ
」」（
前
掲
）
で
言
及
し
て
い
る
。

16　
『
漱
石
論　

21
世
紀
を
生
き
抜
く
た
め
に
』
岩
波
書
店
、
二
○
一
○
年
五
月

17　
「
あ
の
事
件
」
の
一
文
が
「
勇
み
足
的
に
今
か
ら
の
把
握
が
混
入
」
し
た
と

の
見
方
（
藤
井
淑
禎
『
漱
石
文
学
全
注
釈
12　

心
』
若
草
書
房
、
二
○
○

○
年
四
月
）
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
破
綻
の
可
能
性
に
つ

い
て
は
、
作
品
内
で
の
矛
盾
が
確
定
で
き
な
い
限
り
退
け
る
。

18　

手
記
の
冒
頭
で
先
生
の
本
名
を
明
か
さ
な
い
と
断
り
、「
世
間
を
憚
る
遠
慮
」

な
ど
と
「
私
」
が
記
す
の
は
、「
私
」
の
死
後
に
手
記
が
不
特
定
の
読
者
の

目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
ま
で
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

19　

浅
野
洋
「『
こ
ゝ
ろ
』
の
不
思
議
と
そ
の
構
造
」（
佐
藤
泰
正
編
『
漱
石
に

お
け
る
〈
文
学
の
力
〉
と
は
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
六
年
一
二
月
）
が
、

特
に
「
こ
ゝ
ろ
」
で
反
復
さ
れ
る
死
に
着
目
し
て
い
る
。

20　

藤
井
淑
禎
『
漱
石
文
学
全
注
釈
12　

心
』（
前
掲
）



－ 73 －

手
記
の
宛
先 

　
　 

夏
目
漱
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「
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の
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21　

平
岡
敏
夫
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論
―
小
日
向
の
養
源
寺
―
」、『
文
学
』

一
九
七
一
年
一
月

22　
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
○
五
年
一
月
～
一
九
○
六
年
一
月
に
断
続
連
載

※　
「
こ
ゝ
ろ
」（「
心
」）
の
引
用
は
、『
定
本
漱
石
全
集　

第
九
巻　

心
』（
岩

波
書
店
、
二
○
一
七
年
八
月
）
に
拠
っ
た
。


