
『
彼
岸
過
迄
』
一
そ
の
．
主
題
と
方
法

佐

藤

泰

正

 
『
彼
岸
過
迄
』
が
漱
石
後
期
の
第
一
作
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

 
ヘ
 
 
へ、

作
品
と
い
う
こ
と
を
広
義
に
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
漱
石
に
お
け
る
後
期
文
学
の

 
 
 
 
ほ

踏
み
出
し
は
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
 
一
篇
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

や
、
そ
う
言
い
き
ら
ね
ば
，
「
修
善
寺
日
記
」
な
ら
ぬ
、
作
品
と
し
て
の
『
思
ひ

出
す
事
な
ど
』
は
読
み
き
る
こ
と
が
出
来
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
別
の
論

稿
で
語
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
細
述
は
さ
け
る
が
、
た
だ
そ
の
核
心
に
ふ
れ
て
い

，
え
ば
、
漱
石
は
あ
の
「
纏
る
べ
か
ら
ざ
る
八
月
二
十
四
日
」
「
三
十
分
の
死
」

に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

 
 
「
強
ひ
て
寝
返
り
を
打
た
う
と
し
た
余
と
、
枕
元
の
金
器
に
鮮
血
を
認
め
た

余
と
は
、
一
分
の
隙
も
な
く
連
続
し
て
み
る
と
の
み
信
じ
て
み
た
。
其
間
に
は

 
一
本
の
親
署
を
挾
む
余
地
の
な
い
迄
に
、
自
覚
が
働
い
て
来
た
と
の
み
心
得
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
か
り

み
た
」
。
し
か
し
「
あ
の
時
三
十
分
許
は
死
ん
で
入
ら
つ
し
た
の
で
す
」
と

妻
は
い
う
。
自
分
は
「
た
皮
胸
苦
し
く
な
っ
て
枕
の
上
の
頭
を
右
に
僻
む
け
様

・
と
し
た
次
の
瞬
間
に
、
赤
い
血
を
黒
焦
の
底
に
認
め
た
丈
で
あ
る
。
其
問
に
入

り
込
ん
だ
三
十
分
の
死
は
、
時
間
か
ら
云
っ
て
毛
、
空
間
か
ら
云
づ
て
も
経
験

の
記
憶
と
し
て
全
く
余
に
取
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
死
と

は
、
ま
た
生
と
は
何
か
。
か
く
も
「
俄
然
と
し
て
死
し
、
俄
然
と
し
て
吾
に
還

る
も
の
は
、
否
、
・
吾
に
還
っ
た
の
だ
と
、
人
か
ら
云
ひ
聞
か
さ
る
㌧
も
の
は
、

 
 
 
 
 
 
ば
か
り

た
だ
寒
く
な
る
許
で
あ
る
。
」

 
漱
石
に
と
っ
て
生
命
と
は
〈
意
識
〉
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
朝

日
入
社
後
、
そ
の
職
業
作
家
と
し
て
の
第
一
作
「
虞
美
人
草
」
の
掲
載
に
先
立

っ
て
発
表
さ
れ
た
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
は
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
「
文

芸
に
関
す
る
所
信
の
大
要
を
述
べ
」
た
も
の
だ
が
、
漱
石
は
先
ず
こ
の
世
界
が

「
我
と
物
と
の
相
待
の
関
係
で
成
立
し
て
居
る
」
乙
と
に
ふ
れ
、
〈
我
〉
な
く

し
て
く
物
V
は
な
い
が
、
そ
の
〈
我
〉
と
は
た
だ
く
意
識
V
と
い
う
現
象
の
は

た
ら
き
自
体
で
あ
り
、
〈
私
V
と
は
こ
の
「
意
識
の
連
続
」
体
へ
の
命
名
に
す

ぎ
ず
、
〈
物
V
も
く
人
V
も
、
つ
ま
り
は
こ
の
く
私
V
な
る
も
の
の
「
意
識

申
に
現
象
と
し
て
あ
ら
は
し
来
る
」
門
何
も
の
か
で
あ
り
、
「
煎
じ
詰
め
」
れ
ば

「
私
も
な
け
れ
ば
、
貴
所
方
も
な
い
。
あ
る
も
の
は
、
真
に
あ
る
も
の
は
、
只

意
識
ば
か
り
で
あ
る
」
。
し
か
し
て
こ
の
「
意
識
の
連
続
を
称
し
て
」
「
命
と

云
ふ
」
の
だ
と
い
う
。
以
後
、
漱
石
の
文
学
が
終
始
こ
の
自
己
と
他
者
の
「
相
・

待
」
世
界
を
め
ぐ
る
く
意
識
V
の
ド
ラ
マ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
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岸
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b

か
だ
が
、
こ
の
明
治
四
十
三
年
夏
、
〈
修
善
寺
の
大
患
V
と
呼
ば
れ
る
生
死
の

体
験
が
、
こ
の
く
意
識
V
を
め
ぐ
る
主
題
に
、
あ
る
決
定
的
な
衝
撃
と
示
唆
を

与
え
た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。

 
生
命
の
内
実
と
は
〈
意
識
〉
そ
の
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
く
意
識
V

が
み
ず
か
ら
意
識
せ
ず
し
て
点
滅
し
、
己
れ
の
何
ら
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
な
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
し
ろ

つ
た
と
い
う
時
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
篇
一
枚
に
坐
し
て
、
こ
れ
を
取
り
は
ら

え
ば
下
は
無
限
の
闇
で
あ
り
奈
落
で
あ
る
と
い
う
一
、
存
在
の
闇
そ
の
も
の

に
面
序
す
る
催
れ
と
お
の
の
き
に
も
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
言
葉
は
、
こ

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
を
殆
ど
く
存
在
の
寒
さ
V
と
も
い
う
べ
き
体
感
と
し
て
あ
ざ
や
か
に
つ
た
え

る
。
同
時
に
注
目
す
べ
き
は
こ
の
記
述
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
十
五
章
の
末

尾
に
加
え
て
、
次
の
こ
ど
き
漢
詩
｝
篇
を
添
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

こ
の
年
十
月
十
八
日
の
作
だ
が
一
〈
公
書
玄
黄
外
／
死
生
交
謝
時
／
寄
託
冥

然
去
／
心
心
何
所
之
／
帰
来
寛
命
根
／
杳
容
三
選
知
V
の
句
に
始
ま
ヶ
、
〈
廓

 
 
 
 
の

蓼
天
蚕
在
／
高
樹
独
余
響
／
晩
懐
如
此
丈
／
風
選
入
詩
遅
V
の
句
に
終
っ
て
い

る
。
す
で
に
作
者
の
感
懐
の
所
在
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
詩
篇
に
は
常
な
ら
ず

執
拗
な
推
敲
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
特
忙
〈
帰
来
覚
命
根
〉
の
句
は
一
〈
命

根
は
何
処
よ
り
来
た
る
や
V
（
十
月
十
六
日
）
、
．
〈
命
根
は
何
処
に
在
る
や
V

（
同
十
七
日
）
、
〈
命
根
は
何
処
か
是
な
る
V
（
同
十
八
日
）
と
改
変
さ
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

つ
い
に
く
帰
来
命
根
を
盗
む
V
の
一
句
に
定
ま
っ
て
い
る
が
、
言
わ
ば
こ
の
時

『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
一
篇
の
主
題
も
ま
た
定
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ

は
ま
さ
に
後
期
文
学
へ
の
踏
み
出
し
の
一
句
で
あ
り
、
作
家
漱
石
の
新
た
な
出

発
を
告
げ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

 
生
の
根
源
に
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
た
る
く
意
識
V
そ
の
も
の
を
も
瞬
時
に
打

ち
返
し
、
無
化
し
さ
っ
て
や
ま
ぬ
こ
の
は
た
ら
ぎ
と
は
何
か
。
あ
の
「
三
十
分
、

の
死
」
の
語
る
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
彼
は
こ
の
く
意
識
V
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
ざ
ら
に
問
い
続
け
る
。
「
余
は
一
度
死
ん
だ
。
さ
う
し
て
死
ん
だ
事
実
を
、

平
生
か
ち
の
想
嫁
通
り
に
経
験
し
た
。
果
し
て
時
間
と
空
間
葱
超
越
し
た
。
然

し
其
超
越
し
た
事
が
何
の
能
力
を
も
意
味
し
な
か
っ
た
。
余
は
余
の
個
性
を
失

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
か
り

 
つ
た
。
余
の
意
識
を
失
っ
た
，
た
ゴ
失
っ
た
事
丈
が
明
白
な
許
で
あ
る
。
」

 
「
ど
う
し
て
自
分
よ
り
大
き
な
意
識
と
冥
合
出
来
よ
う
。
」
「
た
ゴ
此
不
可
思

 
 
 
ひ
と

議
を
他
人
に
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
形
而
上
的
志
向
ゐ
あ

る
い
は
宗
教
的
意
識
な
る
も
の
か
ら
最
も
遠
く
、
醒
め
て
に
が
く
、
い
っ
さ
い

の
出
来
事
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
眼
差
を
投
げ
つ
ゴ
け
る
ひ
と
り
の
作
家
の
執
拗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

な
問
い
と
、
そ
の
し
た
た
か
な
面
貌
が
あ
る
。
同
時
に
、
こ
こ
に
は
く
意
識
〉

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
孤
立
に
狩
ち
っ
く
す
作
家
の
に
が
い
体
感
が
あ
る
。
し
か
も
く
意
識
V
の
虚

し
さ
を
問
わ
れ
つ
つ
、
そ
の
く
意
識
V
の
根
源
よ
り
打
ち
返
し
て
ゆ
く
ほ
か
に

作
家
と
し
て
の
認
識
の
道
は
あ
る
ま
い
。
〈
帰
来
命
根
を
読
む
〉
と
い
う
一

た
し
か
に
生
死
の
境
か
ら
還
り
来
た
っ
た
彼
が
く
命
根
V
を
求
め
る
道
も
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

た
、
作
品
と
い
う
い
ま
ひ
と
つ
の
現
実
の
場
以
外
に
あ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。

彼
は
そ
の
ひ
そ
か
な
決
意
を
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
連
載
の
終
末
部
（
三
十
二

末
尾
）
に
し
る
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
。
「
更
に
進
ん
で
わ
が
帰
る
べ
き
所
に

は
、
如
何
な
る
新
ら
し
い
天
地
が
」
「
待
ち
構
へ
て
る
る
だ
ら
う
か
」
。
す
で

 
に
今
は
「
昨
日
迄
俳
心
し
た
藁
蒲
団
も
鶴
暢
も
秋
草
も
鯉
も
小
河
も
悉
く
消
え

 
て
仕
舞
つ
た
」
と
。

 
 
ま
た
さ
ら
に
㎝
か
月
余
の
後
に
し
る
し
た
終
章
三
十
三
（
初
出
は
「
病
院
の

・
春
」
と
題
し
、
読
切
の
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
い
る
）
は
帰
京
後
、
身
辺
の
知
人

 
の
多
く
の
死
の
な
か
に
ひ
と
り
生
き
残
っ
て
病
院
に
新
年
を
迎
え
る
己
れ
を
語

 
っ
て
、
す
べ
て
は
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
の
一
語
に
つ
き
る
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た

（118）



「
あ
ら
ゆ
る
尋
常
の
景
趣
は
悉
く
消
え
た
の
に
、
た
ゴ
当
時
の
自
分
と
今
の
自

分
と
の
対
照
丈
が
は
．
つ
き
り
と
残
る
為
だ
ろ
う
か
」
と
眩
く
時
、
己
れ
の
生
死

の
体
験
を
も
相
対
化
し
つ
つ
、
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
め
ア
イ
ロ
ニ
イ
を
問
い
つ

め
ん
と
す
る
作
家
の
強
靱
な
眼
差
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
〈
帰
来
命
根
を

寛
む
〉
と
い
う
求
心
的
志
向
と
、
い
っ
さ
い
を
く
ア
イ
ロ
ニ
ー
V
と
観
ず
る
遠

心
的
志
向
と
一
こ
の
両
者
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
後
期
文
学
の
踏
み
出
し
は

予
感
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
『
彼
岸
過
迄
」
の
主
題
と
方

法
に
微
妙
に
か
か
わ
っ
て
来
る
。
〈
意
識
〉
の
孤
立
を
め
ぐ
っ
て
自
問
す
る
須

永
市
蔵
の
内
的
葛
藤
を
語
り
つ
つ
、
作
者
は
「
市
蔵
の
命
根
に
横
は
る
」
課
題

は
何
か
と
問
う
。
こ
の
須
永
の
告
白
を
め
ぐ
る
求
心
的
主
題
と
敬
太
郎
の
冒
険

を
め
ぐ
る
語
り
の
遠
心
的
手
法
が
あ
い
交
錯
し
つ
つ
展
開
し
て
ゆ
く
の
が
「
彼

岸
過
急
」
の
世
界
だ
が
、
こ
の
主
題
と
方
法
は
う
ま
く
融
合
し
つ
づ
作
者
の
目

指
す
本
来
の
主
題
を
語
り
え
た
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
作
品
の
あ
り
・
γ
べ
き
主

題
と
は
何
か
。
 
『
彼
岸
過
量
』
の
論
じ
に
く
さ
は
、
こ
の
求
心
と
遠
心
の
微
妙

．
な
交
錯
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
要
は
作
品
の
展
開
そ
の
も
の
の
語
る
と
こ
ろ
を
虚

心
に
辿
っ
て
み
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

二

 
先
ず
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
作
品
が
短
篇
連
鎖
之
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
み

こ
と
だ
が
、
周
知
の
通
か
作
者
は
冒
頭
に
『
彼
岸
過
払
に
就
て
」
な
る
一
文
を

置
き
、
そ
の
手
法
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
久
し
振

り
だ
か
ら
成
る
轟
く
面
白
い
も
の
を
書
か
」
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
自
分
は
か
ね

て
「
個
々
の
短
篇
が
相
合
し
て
一
長
篇
を
溝
成
す
る
」
と
い
う
方
法
が
「
新
聞

小
説
と
し
て
存
外
面
白
く
読
ま
れ
は
し
な
い
だ
航
う
か
と
い
ふ
意
見
」
を
持
つ

『
彼
岸
過
迄
』
1
そ
の
主
題
と
方
法

て
い
る
の
で
こ
れ
を
実
践
し
て
み
た
い
。
そ
れ
が
「
離
れ
る
と
も
即
く
と
も
片

の
附
か
な
い
短
篇
の
続
く
丈
」
と
な
る
と
し
て
も
「
夫
で
も
差
支
へ
な
か
ら
う

と
思
っ
て
み
る
」
。
こ
れ
遺
新
聞
小
説
と
い
う
普
遍
化
あ
る
い
は
通
俗
化
へ
の

ひ
と
つ
の
方
法
と
も
み
え
谷
が
、
同
時
に
「
自
分
は
自
分
で
あ
る
」
「
た
ゴ
自

分
ら
し
い
も
の
が
書
き
た
群
丈
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
こ
の
言
わ
ば
遠
心
的
志

向
（
前
者
）
と
求
心
的
志
向
（
後
者
）
の
あ
い
か
ら
む
と
こ
ろ
に
、
新
聞
小
説

作
者
と
し
て
の
漱
石
の
場
は
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
短
篇
連
鎖
と
は
た
し
か
に
両

者
を
結
ぶ
ひ
と
つ
の
有
効
な
、
自
在
な
方
法
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

は
読
者
に
多
様
な
興
趣
を
与
え
る
と
同
時
に
、
螺
旋
的
な
渦
を
巻
き
つ
つ
固
有

の
主
題
へ
と
切
り
込
ん
で
ゆ
く
。
客
観
描
写
か
ら
告
白
体
、
・
あ
る
い
は
間
接
話

法
か
ら
直
接
話
法
へ
と
い
う
文
体
の
変
化
も
自
在
と
な
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は

作
者
の
え
ら
び
と
っ
た
必
然
の
方
法
と
も
み
え
る
が
、
そ
の
結
果
は
ど
う
か
。

 
作
者
は
こ
こ
に
田
川
敬
太
郎
と
い
う
好
奇
心
と
「
浪
漫
趣
味
」
に
富
む
愛
す

べ
き
青
年
を
狂
言
廻
し
と
し
て
、
彼
の
さ
ま
ざ
ま
な
見
聞
を
展
開
し
、
物
語
は

作
者
の
予
言
通
り
つ
か
ず
は
な
れ
ず
と
い
う
種
々
な
る
挿
話
の
連
鎖
と
い
う
か

た
ち
を
と
る
。
作
者
が
末
尾
に
つ
け
た
「
結
末
」
と
い
う
章
に
よ
れ
ば
一
「
敬

太
郎
の
冒
険
は
物
語
に
始
ま
っ
て
物
語
に
終
っ
た
」
。
「
彼
の
役
割
は
絶
え
ず

受
話
器
を
耳
に
し
て
『
世
間
』
を
聴
く
一
種
の
探
訪
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
。
彼

は
先
ず
同
宿
者
「
森
本
の
口
を
通
し
て
放
浪
生
活
の
断
片
を
聞
」
き
、
次
に
は

「
田
口
と
い
ふ
実
際
家
」
「
高
等
遊
民
と
自
称
す
る
松
本
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

「
社
会
」
、
観
、
ま
た
「
人
生
観
の
一
部
」
を
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
「
千
代
子
と

云
ふ
女
性
の
口
を
通
し
て
幼
児
の
死
を
聞
」
き
、
友
人
須
永
か
ら
は
「
一
調
子

 
 
 
お
や
こ

狂
っ
た
母
子
の
関
係
」
を
、
ま
た
「
彼
の
千
代
子
と
の
間
柄
を
聞
い
た
」
。
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ

た
「
松
本
が
須
永
に
対
し
て
重
ん
な
考
で
何
う
い
ふ
所
置
を
取
っ
た
か
を
委
し
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く
聞
い
た
」
。
こ
の
「
森
本
に
始
ま
っ
て
松
本
に
終
る
幾
席
か
の
長
話
は
、
最

初
広
く
薄
く
彼
を
動
か
し
つ
つ
器
量
饗
聖
楽
を
動
か
す
に
至
っ
て
突
如

と
し
て
び
ん
だ
。
け
れ
ど
も
彼
は
逮
に
其
中
に
這
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
。
こ
れ
は
い
か
に
も
明
快
な
作
者
自
身
に
よ
る
自
注
自
解
だ
が
、
し
か

し
こ
の
語
り
手
の
「
這
入
れ
な
か
っ
た
」
の
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
物
語
の
世
界

の
み
で
は
あ
る
ま
い
9
す
で
に
彼
は
「
須
永
の
話
」
の
半
ば
に
し
て
作
品
自
体

の
島
外
に
去
ら
し
め
ら
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
彼
は
螺
旋
の
深
ま
り
ど
共
に
外

界
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
す
で
に
評
家
の
い
う
ご
と
く
「
敬
太
郎
の
探
偵

は
、
わ
れ
わ
れ
を
人
間
存
在
の
深
所
に
導
く
一
つ
の
方
途
で
あ
っ
た
」
 
（
越
智

治
雄
「
『
彼
岸
過
湿
』
の
こ
ろ
i
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
」
）
と
い
う
ほ
か
は
な
い

が
、
作
者
は
作
中
の
物
語
な
ら
ぬ
、
作
品
そ
の
も
の
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
語

り
手
を
拾
い
と
っ
て
、
「
結
末
」
な
る
短
章
の
な
か
に
再
び
立
た
し
め
る
。
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
や

の
彼
は
「
大
き
な
空
を
仰
い
で
、
彼
の
前
に
突
如
と
し
て
勤
ん
だ
様
に
見
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
ど

此
劇
が
、
是
か
ら
先
何
う
永
久
に
流
転
し
て
行
く
だ
ら
う
か
を
考
え
た
」
と
い

う
。
こ
れ
は
作
品
の
結
尾
を
飾
る
説
明
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
い
に
作
中
の
生
き

た
言
葉
で
は
あ
り
え
ま
い
。

 
こ
こ
に
作
品
の
ひ
と
つ
の
破
綻
は
明
ら
か
だ
が
、
先
に
い
う
螺
旋
の
動
き
は

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
漸
々
深
く
狭
く
彼
を
動
か
す
」
か
に
み
え
て
、
「
彼
は
遂
に
其
中
に
這
入
れ

な
か
っ
た
」
と
は
、
す
で
に
こ
の
構
想
自
体
の
破
綻
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

当
初
、
敬
太
郎
は
単
な
る
狂
言
廻
し
な
ら
ぬ
中
心
人
物
で
あ
り
、
勘
く
と
も
「
敬

太
郎
の
冒
険
」
は
最
初
の
「
風
呂
の
後
」
に
続
く
「
停
留
所
」
「
報
告
」
に
於

て
生
々
と
描
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
敬
太
郎
が
単
な
る
聞
き
手
に
引
き
退
り
や

．
が
て
消
え
て
ゆ
く
の
は
「
雨
の
降
る
日
」
以
降
で
あ
り
、
作
品
は
明
ら
か
に
こ

れ
を
境
と
し
て
微
妙
な
転
調
を
示
す
。
言
わ
ば
『
彼
岸
過
迄
』
一
篇
は
「
風
呂
の

後
」
以
下
の
前
半
と
「
雨
の
降
る
日
」
以
下
の
後
半
と
に
、
あ
る
亀
裂
を
生
じ
、

前
者
が
よ
り
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
遠
心
的
志
向
を
示
す
と
す
れ
ば
、
後
者
は
よ
り

倫
理
的
な
求
心
的
側
面
を
示
す
っ
前
者
の
寓
意
が
森
本
の
遺
し
て
い
っ
た
「
奇

 
 
ス
テ
ッ
キ

妙
な
洋
杖
」
に
象
徴
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
そ
れ
は
松
本
の
娘
脊
子
の
断
層

然
の
死
を
め
ぐ
る
生
の
「
不
可
思
議
」
、
ま
た
須
永
の
生
を
め
ぐ
る
く
自
然
V

の
力
そ
の
も
の
の
強
調
に
あ
ろ
う
。

 
か
く
し
て
冒
頭
の
章
「
風
呂
の
後
」
は
森
本
の
語
る
「
放
浪
生
活
の
断
片
」

を
中
心
に
展
開
す
る
が
、
敬
太
郎
と
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
る
一
種
駝
蕩
た
る
低

徊
的
語
り
口
は
い
か
忙
も
ゆ
る
や
か
な
作
品
の
導
入
部
と
み
え
つ
つ
、
同
時
に

こ
の
一
篇
の
孕
む
生
の
不
可
思
議
さ
、
不
気
味
遠
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
微
妙

、
な
感
触
を
さ
り
気
な
く
に
じ
ま
せ
る
。
す
で
に
評
者
も
指
摘
す
る
ぐ
と
く
1

森
本
の
語
る
羅
漢
寺
へ
の
日
暮
れ
の
坂
道
を
登
っ
て
ゆ
く
婚
礼
髪
に
振
袖
姿
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ふ
し
ぎ
な
女
、
ま
た
あ
る
雨
の
宵
敬
太
郎
が
電
車
の
な
か
に
見
た
、
こ
れ
も
盛

 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ぶ

装
に
「
至
重
で
赤
ん
坊
を
憂
負
っ
た
」
憂
い
気
な
女
に
、
ふ
と
森
本
の
語
る
別

れ
た
妻
の
姿
を
想
い
浮
べ
る
場
面
な
ど
は
そ
の
一
例
だ
が
、
後
の
須
永
の
実
母

の
イ
メ
ー
ジ
や
千
代
子
の
存
在
と
の
微
妙
な
照
応
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、

敬
太
郎
が
「
驚
嘆
の
念
を
以
て
眺
め
て
み
た
い
」
と
い
う
入
生
の
「
異
常
な
る
、

か
ら
く
り

機
関
」
の
あ
ぎ
や
か
な
一
断
面
の
ス
ケ
チ
と
も
い
え
よ
う
。
い
や
、
森
本
自

体
が
敬
太
郎
に
と
っ
て
不
思
議
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
「
非
凡
な
経
験
に
富
ん

だ
平
凡
人
と
で
も
評
」
す
る
ほ
か
は
な
い
男
は
「
敬
太
郎
に
取
っ
て
既
に
一
種

の
興
奮
で
」
あ
り
、
そ
の
存
在
自
体
が
敬
太
郎
の
夢
を
そ
そ
り
、
こ
の
「
平
凡

 
 
 
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

を
忌
む
浪
漫
趣
味
の
青
年
」
を
見
事
に
浮
彫
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
全
く
無

学
」
で
「
此
世
の
中
を
猿
同
然
に
渡
っ
て
来
た
」
の
だ
と
言
い
、
「
未
だ
に
就
職

口
の
な
い
こ
と
を
こ
ぼ
す
敬
太
郎
に
「
貴
方
の
は
位
置
が
な
く
っ
て
有
惹
。
僕
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の
は
位
置
が
あ
っ
て
無
い
」
と
い
う
森
本
は
、
明
治
末
年
の
不
況
な
時
代
相
を

に
な
い
つ
つ
、
や
が
て
登
場
す
る
実
業
家
田
口
や
「
高
等
遊
民
」
と
み
ず
か
ら
名

の
る
松
本
と
は
ま
た
違
っ
た
一
種
甥
深
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
一
章
の
終
末

と
と
も
に
そ
の
姿
を
消
す
、
い
か
に
も
長
篇
の
導
入
部
に
ふ
さ
わ
し
い
魅
力
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

る
人
物
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
彼
が
遺
し
た
「
妙
な
洋
杖
」

と
と
も
に
以
下
の
作
中
に
深
い
影
を
落
と
し
（
こ
の
作
品
の
基
調
の
所
在
を
明

ら
か
に
示
す
か
と
み
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

 
森
本
が
自
分
の
手
で
作
っ
た
惑
い
う
「
此
洋
杖
は
竹
の
根
の
方
を
曲
げ
て
柄

に
し
た
簡
単
の
も
の
だ
が
、
た
ゴ
蛇
を
彫
っ
て
あ
る
所
が
普
通
の
杖
と
違
っ
て

み
た
」
。
し
か
も
「
彫
っ
て
あ
る
の
は
た
ゴ
季
春
で
、
其
頭
が
口
を
開
け
て
何

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ぎ
り

か
呑
み
掛
け
て
み
る
所
を
握
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
其
呑
み
掛

け
て
み
る
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
握
の
先
が
丸
く
滑
っ
こ
く
削
ら
れ
て
み
る
の

 
 
 
 
 
た
ま
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

で
、
蛙
だ
か
鶏
卵
だ
か
誰
に
も
見
当
が
付
か
な
か
っ
た
」
。
こ
の
「
洋
杖
」
を

残
し
て
忽
然
と
消
え
た
森
本
は
、
満
洲
に
あ
っ
て
「
恐
ら
く
は
の
た
れ
死
と
い

ふ
終
り
を
告
げ
る
の
だ
ら
う
」
と
敬
太
郎
は
思
う
。
そ
の
「
彼
の
手
に
よ
っ
て

刻
ま
れ
た
ハ
胴
か
ら
下
の
な
い
蛇
の
首
が
、
何
物
か
を
呑
ま
う
ど
し
て
呑
ま
ず
、

吐
か
う
と
し
て
吐
か
ず
、
何
時
迄
も
竹
の
棒
の
先
に
、
口
の
開
い
た
儘
喰
付
い
．

て
る
る
」
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
森
本
の
「
運
命
を
黙
っ
て
代
表
し
て
み
る
」
よ

 
 
 
 
 
 
 
か
た
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

う
だ
が
、
彼
が
「
記
念
」
に
「
呉
れ
る
と
云
っ
た
」
「
此
洋
杖
を
傘
入
の
中
か
ら

抜
き
取
る
事
も
出
来
ず
、
又
下
宿
の
主
人
に
命
じ
て
、
自
分
の
目
の
届
か
な
い

所
へ
片
付
け
さ
せ
る
訳
に
も
行
か
な
い
の
を
大
袈
裟
で
は
あ
る
が
一
種
の
因
果

の
や
う
に
考
へ
」
る
。
 
 
 
 
，

 
や
が
て
敬
太
郎
の
「
探
偵
」
が
始
衷
る
の
だ
が
、
そ
の
不
安
も
占
師
の
婆
さ

ん
が
「
貴
方
は
自
分
の
様
な
又
他
人
の
様
な
、
長
い
様
な
又
短
い
様
な
、
出
る

「
彼
岸
過
迄
』
1
．
そ
の
主
題
と
方
法

縦
な
又
這
入
る
様
な
も
の
を
持
っ
て
居
ら
つ
し
や
る
か
ら
、
今
度
事
件
が
起
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
 
り
つ

た
ら
、
第
一
に
そ
れ
を
忘
れ
な
い
や
う
に
な
さ
い
。
左
様
す
れ
ば
旨
く
行
き
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

す
」
と
い
う
言
葉
が
ヤ
実
は
こ
の
「
洋
杖
」
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
覚
っ
て
勇

 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

気
を
得
、
「
洋
杖
」
を
取
り
、
田
口
か
ら
頼
ま
れ
た
「
探
偵
」
へ
と
乗
り
出
す
。

こ
れ
が
松
本
と
千
代
子
の
出
会
い
を
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の

 
ス
テ
ッ
キ

「
洋
杖
」
は
さ
ら
に
次
の
「
報
告
」
以
下
で
も
彼
に
あ
る
「
不
思
議
な
影
響
」

あ
る
い
は
暗
示
を
与
え
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
章
の
末
尾
で
松
本

 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

．
は
こ
の
「
妙
な
洋
杖
」
に
関
心
を
示
し
、
続
く
「
雨
の
降
る
日
」
で
も
そ
れ
は

須
永
や
千
代
子
の
関
心
や
ひ
や
か
し
の
材
料
と
な
る
。
さ
ら
に
次
の
「
須
永
の

 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

話
」
で
も
「
又
洋
杖
を
持
っ
て
来
た
ん
だ
ね
」
と
い
う
須
永
の
苦
笑
の
対
象
と

な
り
、
そ
の
直
後
か
ら
須
永
の
告
自
が
始
ま
る
。
須
永
の
長
い
話
の
中
継
ぎ
と

し
て
場
面
の
転
換
を
つ
げ
る
十
三
章
で
も
、
ど
う
も
「
話
が
理
窟
張
っ
て
六
つ

か
し
ぐ
な
っ
て
来
た
ね
」
と
い
う
須
永
に
対
し
て
敬
太
郎
が
「
い
や
構
は
ん
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ
 
き
き
め

大
変
面
白
い
」
と
答
え
、
「
洋
杖
の
効
果
が
あ
り
ゃ
し
な
い
か
」
と
問
え
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

「
何
う
も
不
思
議
に
あ
る
や
う
だ
」
と
答
え
る
。
こ
こ
で
も
再
び
「
洋
杖
」
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

「
苦
笑
」
の
対
象
と
な
り
、
告
白
は
続
け
ら
れ
る
が
、
以
後
敬
太
郎
は
「
洋
杖
」

と
と
も
に
消
え
去
り
、
・
「
結
末
」
・
に
再
び
登
場
す
る
の
み
と
な
る
。

 
つ
い
に
「
物
語
」
の
な
か
に
入
れ
な
か
っ
た
敬
太
郎
に
ふ
れ
て
「
其
所
が
彼

に
物
足
ら
な
い
所
で
、
同
時
に
彼
の
仕
合
せ
な
所
で
あ
る
。
彼
は
物
足
ら
な
い

意
味
で
蛇
の
頭
を
呪
ひ
、
仕
合
せ
な
意
味
で
蛇
の
頭
を
祝
し
た
」
と
作
者
は
い

う
。
す
で
に
そ
の
語
ら
ん
と
す
る
所
は
明
ら
が
で
あ
ろ
う
。
「
何
物
か
を
呑
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
く
り

う
と
し
て
呑
」
み
え
ぬ
蛇
の
頭
が
そ
の
ま
ま
「
人
間
の
異
常
な
る
機
関
が
暗
い

，
闇
夜
に
運
転
す
る
」
さ
ま
を
「
眺
め
」
た
い
と
い
う
敬
太
郎
の
「
探
偵
」
の

限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
の
背
後
の
、
不
可
測
な
・
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．
〈
運
命
〉
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
「
森

 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ
，
ス
テ
ッ
キ

本
と
云
へ
ば
洋
杖
、
洋
杖
と
云
へ
ば
森
本
と
い
ふ
位
危
し
く
敬
太
郎
の
頭
を
刺

戟
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
そ
の
森
本
の
「
凡
庸
な
頭
の
後
に
解
す
べ
か
ら

ぎ
る
怪
し
い
物
が
ぼ
ん
や
り
立
っ
て
る
る
や
う
に
思
っ
た
」
と
い
ヶ
時
、
こ
の

 
ス
テ
ッ
キ

・
「
洋
杖
」
が
不
定
形
な
現
実
そ
の
も
の
の
深
い
闇
を
も
象
徴
し
て
い
る
こ
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

ま
た
疑
い
あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
「
蛇
の
頭
」
を
の
っ
け
た
「
洋
杖
」
は
、
作

者
の
低
徊
趣
味
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
並
行
し
て
、
あ
る
滑
稽
味
を
に
じ
ま
せ

る
と
と
も
に
、
小
道
具
な
ら
ぬ
影
の
狂
言
廻
し
と
し
て
作
者
の
託
し
た
比
喩
的

意
味
は
す
で
に
喩
た
る
こ
と
を
超
え
て
、
あ
る
象
徴
性
を
示
す
。
同
時
に
こ
の

作
の
短
篇
群
を
つ
ら
ぬ
く
基
調
が
、
あ
る
深
い
運
命
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
事
実
、
こ
の
「
洋
杖
」
の
消
滅
と
と
も
に
、
こ
れ
に
続

く
「
松
本
の
話
」
で
は
運
命
の
同
義
語
と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
繰
返

さ
れ
、
物
語
は
「
須
永
の
話
」
か
ら
「
松
本
の
話
」
へ
と
よ
う
や
く
遠
心
的
ア

イ
山
椒
イ
、
あ
る
い
は
低
徊
的
滑
稽
味
を
離
れ
て
、
よ
り
求
心
的
な
倫
理
的
主

題
へ
と
迫
っ
て
ゆ
く
か
に
み
え
る
。
だ
が
、
そ
の
前
に
先
ず
敬
太
郎
の
冒
険
の

あ
り
よ
う
を
見
届
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

 
第
二
章
「
停
留
所
」
は
そ
の
題
名
通
り
、
友
人
の
須
永
を
通
し
て
就
職
を
依

来
し
て
い
虎
田
口
の
言
い
つ
け
で
、
敬
太
郎
が
小
川
町
の
停
留
所
で
ひ
と
り
の

男
を
待
ち
受
け
そ
の
行
動
を
監
視
す
る
場
面
が
中
心
に
な
る
。
文
明
の
象
徴
と

し
て
漱
石
が
し
ば
し
ば
使
う
電
車
と
繁
華
な
都
会
の
雑
踏
を
背
景
と
し
て
、
敬

太
郎
の
冒
険
あ
る
い
・
は
探
偵
ぶ
り
を
描
い
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
ね
ら
い
は

大
都
会
の
夜
と
人
工
的
な
光
を
背
景
に
、
多
彩
に
し
て
細
密
な
一
枚
の
ダ
ブ
ロ

1
を
描
き
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
か
と
み
え
る
。
同
時
に
作
者
は
そ
の
前
提

と
し
て
、
小
川
町
の
停
留
所
の
近
く
、
須
田
町
の
方
か
ら
少
し
入
り
込
ん
だ
裏

通
り
に
あ
る
須
永
の
ふ
る
め
か
し
い
住
居
や
占
師
の
婆
さ
ん
の
棲
む
浅
草
界
隈
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
じ
み

の
下
町
的
な
風
趣
を
細
密
に
描
い
て
み
せ
る
。
「
下
町
生
活
に
泥
懇
も
趣
味
も

も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
と
こ
ろ

有
ち
得
な
い
」
敬
太
郎
か
ら
見
れ
ば
、
須
永
は
「
繊
細
な
江
戸
式
の
開
化
の
懐

に
、
ぼ
う
と
育
つ
た
若
旦
那
」
と
も
見
え
、
そ
の
母
と
子
の
ひ
そ
や
か
な
た
．
た

ず
ま
い
は
、
そ
こ
に
一
種
の
異
和
感
と
と
も
に
、
彼
の
浪
漫
趣
味
を
そ
そ
る
も
「

の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

 
作
者
は
さ
ら
に
敬
太
郎
を
拉
し
て
浅
草
の
裏
店
に
「
文
銭
占
な
ひ
」
を
営
む

老
婆
を
訪
ね
さ
せ
、
下
谷
の
車
坂
か
ら
門
跡
を
抜
け
、
観
音
の
境
内
か
ら
雷
門
、

さ
ら
に
蔵
前
へ
と
辿
る
下
町
的
な
景
趣
を
あ
ざ
や
か
に
描
き
と
っ
て
み
せ
る
。

そ
れ
は
敬
太
郎
の
な
か
の
江
戸
と
東
京
の
混
渚
で
あ
り
、
後
の
小
川
町
界
隈
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ

描
写
の
見
事
な
伏
線
と
も
な
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
老
婆
の
占
い
に
「
洋

ツ
キ
 
 
 

杖
」
の
並
幅
を
知
っ
た
敬
太
郎
は
数
日
の
後
、
田
口
の
指
定
通
ゆ
の
場
所
に
赴

く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
十
五
章
以
下
の
小
川
町
停
留
所
付
近
の
情
景
を
描
く

作
者
の
筆
は
、
一
種
濃
密
に
し
て
多
彩
な
効
果
を
示
す
。
こ
こ
で
敬
太
郎
は
小

川
町
に
東
側
と
北
側
と
ふ
た
つ
の
停
留
所
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
困
惑
す
る
が
、

 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

こ
こ
で
も
「
洋
杖
」
は
不
思
議
な
効
用
を
示
す
。
ひ
と
り
の
男
が
突
き
当
っ
て

 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

落
と
し
た
「
洋
杖
」
が
東
向
き
に
倒
れ
た
こ
と
で
、
敬
太
郎
は
東
側
で
待
つ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い

と
を
決
断
す
る
。
待
ち
く
た
び
れ
た
敬
太
郎
の
前
に
「
廟
髪
に
結
っ
た
一
人
の

若
い
女
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
以
下
は
所
を
変
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
女

の
描
写
だ
が
、
「
夜
を
欺
む
」
く
電
光
に
す
べ
て
は
「
夢
の
影
」
と
も
感
ず
る

敬
太
郎
の
前
に
、
両
者
の
位
置
の
移
動
と
と
も
に
女
の
イ
メ
ー
ジ
や
表
情
は
多

彩
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
果
て
は
「
地
味
な
コ
ー
ト
を
引
き
摺
る
様
に
長
く
着
」

（ 122 ）



「
大
人
び
た
落
付
」
さ
え
見
せ
た
女
が
、
意
外
な
ほ
ど
に
若
々
し
い
「
華
や
か
な

気
色
に
充
ち
て
」
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
す
で
に
こ
の
章
の
眼
目
が
こ
の
情

景
描
写
の
低
徊
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
須
永
や
老
婆
の
棲
む
世
界
を
文
明
の
裏
側
に
息
づ
く
旧
世
界
と
す
れ
ば
、
こ

こ
に
は
目
を
み
は
る
新
世
界
が
「
夢
の
影
」
と
も
み
え
る
一
種
の
夢
幻
味
を
帯

び
て
展
開
す
る
。
こ
こ
に
作
者
は
い
か
な
る
文
明
批
評
を
用
意
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。
た
だ
作
者
の
着
目
す
る
と
こ
ろ
は
旧
世
界
ど
新
世
界
を
背
中
合
せ

に
孕
ん
だ
文
明
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
須
永
を
「
退
嬰
主
義
の

男
」
と
見
、
「
繊
細
な
江
戸
式
の
開
化
」
の
残
痕
を
読
み
と
り
、
「
も
う
少
し
調

子
外
れ
の
自
由
」
を
と
願
う
敬
太
郎
も
ま
た
、
伝
統
世
界
へ
の
郷
愁
と
残
痕
を

持
た
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
幼
い
頃
の
父
や
祖
母
の
迷
信
じ
み
た
ふ
る
ま
い
が
、

お
の
ず
か
ら
に
彼
を
占
師
の
も
と
へ
と
導
い
て
ゆ
く
。
こ
の
新
旧
二
様
の
世
界

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

を
往
来
す
る
敬
太
郎
に
と
っ
て
「
洋
杖
」
は
ま
さ
に
文
明
を
め
ぐ
る
ア
イ
ロ
ニ

イ
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
り
、
一
，
一
人
の
男
女
の
あ
と
を
つ
け
、
そ
の
正
体
も
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

ら
ぬ
ま
ま
に
雨
中
に
男
の
影
を
見
失
い
、
雨
傘
な
ら
ぬ
「
車
上
に
洋
杖
を
突
つ

張
っ
た
儘
」
呆
然
と
す
る
敬
太
郎
の
姿
は
、
ま
こ
と
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
見
事

な
幕
切
れ
で
あ
る
。

 
続
く
「
報
告
」
の
章
は
こ
の
一
夜
の
芝
葺
か
ら
始
ま
る
。
す
べ
て
は
「
纒
ま

り
の
な
い
夢
」
と
も
「
本
当
の
夢
」
と
も
み
え
る
。
そ
の
「
陶
然
」
た
る
興
趣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ッ
キ

の
な
か
に
「
最
も
此
気
分
に
充
ち
て
活
躍
し
た
の
は
竹
の
洋
杖
で
あ
っ
た
」
と

い
う
。
こ
う
し
て
題
名
通
り
田
口
へ
の
「
報
告
」
の
や
り
と
り
が
こ
の
章
の
眼
目

と
な
る
。
そ
の
尾
行
の
相
手
が
田
口
の
娘
の
千
代
子
と
義
弟
の
松
本
で
あ
っ
た

と
は
知
ら
ず
、
敬
太
郎
は
田
口
に
あ
し
ら
わ
れ
、
た
め
ざ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
め
両
者
の
や
り
と
り
に
世
な
れ
た
「
実
際
家
」
と
し
て
の
田
［
［
の
面
目
は
明

「
彼
岸
過
迄
」
1
そ
の
主
題
と
方
法

ら
か
だ
が
、
同
時
に
須
永
の
母
や
松
本
に
対
す
る
と
同
様
、
年
若
い
敬
太
郎
の

狼
狽
ぶ
り
や
と
ま
ど
い
、
ま
た
心
の
微
妙
な
屈
折
を
作
者
は
軽
妙
に
生
き
生
き

と
描
き
出
し
て
み
せ
る
。
明
ら
か
に
作
者
の
筆
微
『
三
四
郎
』
の
低
徊
味
と
滑

稽
味
を
再
現
す
る
か
と
見
え
、
三
四
郎
と
同
じ
く
敬
太
郎
を
描
く
作
者
の
眼
は

い
さ
さ
か
の
椰
楡
を
ま
じ
え
て
な
お
温
か
い
。
「
停
留
所
」
か
ら
「
報
告
」
あ

た
り
を
中
心
に
読
め
ば
、
こ
れ
は
第
二
の
『
三
四
郎
』
と
い
う
べ
く
、
敬
太
郎

は
単
な
る
狂
言
廻
し
と
い
う
に
は
余
り
に
も
熱
い
血
と
心
の
振
幅
を
感
じ
さ
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
。
こ
こ
に
方
法
上
の
ひ
と
つ
の
錯
誤
あ
る
い
は
ね
じ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

 
作
者
本
来
の
、
い
や
最
初
の
意
図
は
冒
頭
の
一
文
や
「
結
末
」
に
も
い
う
ご

と
く
敬
太
郎
の
冒
険
1
、
 
『
世
間
」
を
聴
く
一
種
の
探
訪
」
を
連
鎖
的
に
語

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
敬
太
郎
の
「
浪
漫
趣
味
」
を
助
長
し
た
も
の
と
し

て
作
者
は
一
冊
の
書
物
を
挙
げ
る
。
敬
太
郎
は
高
校
時
代
、
英
語
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
読
ま
さ
れ
た
「
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
新
畳
謡
扇
亜
物
語
と
い
ふ
書
物
」

に
異
常
な
興
味
を
示
し
、
果
て
は
「
十
九
世
紀
の
倫
敦
に
実
際
こ
ん
な
事
が
あ

っ
た
ん
で
せ
う
か
」
と
執
拗
に
尋
ね
る
。
「
其
教
師
は
つ
い
此
問
英
国
か
ら
帰

 
 
ば
か
り

つ
た
許
の
男
で
あ
っ
'
た
が
、
黒
い
メ
ル
ト
ン
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
尻
か
ら
麻
の

ハ
ン
ケ
チ

手
用
を
出
し
て
鼻
の
下
を
拭
ひ
な
が
ら
、
十
九
世
紀
ど
ご
ろ
か
今
で
も
あ
る

で
せ
う
、
倫
敦
と
い
ふ
所
は
実
際
不
思
議
な
都
で
す
と
答
へ
た
」
と
い
う
。
こ

の
留
学
帰
り
の
教
師
に
作
者
漱
石
の
影
を
見
る
と
す
れ
ば
、
後
に
松
本
が
敬
太

郎
に
語
る
と
こ
ろ
は
ど
う
か
。

 
「
僕
は
か
つ
て
或
学
者
の
講
演
を
聞
い
た
事
が
あ
る
。
其
学
者
は
現
代
日
本

の
開
化
を
解
剖
し
て
、
か
㌧
る
開
化
の
影
響
を
受
け
る
吾
等
は
、
上
滑
り
に
な

ら
な
け
れ
ば
必
ず
神
経
六
七
に
疑
い
る
に
極
っ
て
み
る
と
理
由
を
、
臆
面
な
ぐ
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聴
衆
の
前
に
曝
露
し
た
。
さ
う
し
て
物
の
真
相
を
知
ら
ぬ
内
こ
そ
知
り
た
い
志

の
だ
が
、
い
ざ
知
っ
た
と
な
る
と
、
却
っ
て
知
ら
ぬ
が
佛
で
済
ま
し
て
み
た
者

が
羨
ま
し
く
つ
て
、
今
の
自
分
を
後
悔
す
る
場
合
も
少
な
く
は
な
い
、
私
の
結

 
な
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
り

論
杯
も
或
は
そ
れ
に
似
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
と
苦
笑
し
て
壇
を
退
ぞ
い
た
。

僕
は
其
時
市
蔵
の
事
を
思
ひ
出
し
て
、
斯
う
い
ふ
苦
い
真
理
を
承
は
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
我
々
日
本
人
も
随
分
気
の
毒
な
も
の
だ
が
、
彼
の
．
様
に
た
っ
た
一

人
の
秘
密
を
、
櫻
ま
う
と
し
て
は
恐
れ
、
恐
れ
て
は
又
櫻
ま
う
と
す
る
青
年
は

 
 
み
じ
め

一
層
見
惨
に
違
あ
る
ま
い
と
考
へ
な
が
ら
、
腹
の
中
で
暗
に
同
情
の
涙
を
彼
の

た
め
に
濃
い
だ
。
」
i
こ
の
講
演
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
彼
岸
過
迄
」
執

筆
の
前
年
、
明
治
四
十
四
年
八
月
の
講
演
『
現
代
日
本
の
開
化
」
を
指
す
が
、

こ
こ
に
も
作
者
漱
石
の
影
は
生
き
、
こ
れ
に
仮
託
し
て
語
る
松
本
の
言
葉
は
、

こ
の
作
品
後
半
の
モ
チ
ー
プ
を
殆
ど
語
り
き
．
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

 
同
時
に
先
の
留
学
帰
り
の
教
師
の
語
る
と
こ
ろ
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
に
前
半

-
敬
太
郎
の
冒
険
を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
り
、

倫
敦
な
ら
ぬ
東
京
を
舞
台
と
し
『
新
ア
ラ
ビ
ア
夜
話
」
風
の
冒
険
潭
な
ら
ぬ
、

人
生
と
い
う
迷
宮
あ
る
い
は
迷
路
へ
の
探
訪
課
の
い
く
ば
く
か
を
つ
ら
ね
て
ゆ

こ
う
と
す
る
。
し
か
も
「
た
ゴ
尋
常
で
あ
る
。
摩
詞
不
思
議
は
か
け
な
い
」

（
『
三
四
郎
』
予
告
文
」
）
と
は
、
ま
た
こ
の
作
品
に
対
す
る
作
者
の
言
葉
で

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
の
夢
に
も
似
た
一
夜
の
記
憶
は
「
報
告
」
の
後
半

に
至
っ
て
、
松
本
の
話
に
よ
っ
て
種
明
し
さ
れ
る
。
す
べ
て
は
田
口
の
仕
掛
け

た
か
ら
く
り
で
あ
り
、
松
本
の
辛
辣
な
田
口
評
i
同
時
に
そ
こ
に
は
お
の
ず

か
ら
に
松
本
自
身
の
本
性
も
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
わ
け
だ
が
「
と
と

も
に
、
「
報
告
」
の
章
は
閉
じ
ら
れ
る
。

四

 
さ
て
こ
の
松
本
が
敬
太
郎
に
残
し
た
謎
に
、
何
故
雨
の
降
る
日
に
面
会
を
謝

絶
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
．
次
章
「
雨
の
降
る
日
」
は
こ
の
謎

の
意
味
を
千
代
子
の
口
か
危
聞
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
く
自
然
V
あ
る
い

は
運
命
の
し
く
ん
だ
ひ
と
つ
の
か
ら
く
り
が
あ
り
、
松
本
の
娘
脊
子
の
「
不
思

議
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
突
然
の
死
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
背
後
に
漱
石
自
身

の
痛
切
な
体
験
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
漱
石
は
『
彼
岸
野
崎
』

執
筆
の
直
前
末
娘
の
ひ
な
子
を
喪
っ
て
い
る
。
「
雨
の
降
る
日
」
は
こ
の
ひ
な

子
の
死
を
小
説
化
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
一
見
孤
立
し
た
一
挿
話
と
も
見
ら
れ

る
一
章
の
作
中
に
お
け
る
意
味
は
ま
こ
と
に
重
い
。
こ
れ
を
単
な
る
サ
イ
ド
．

ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
片
づ
け
る
か
、
孤
立
し
た
一
挿
話
と
見
る
か
、
前
後
の
章

と
ど
う
関
連
づ
け
う
る
か
は
微
妙
な
問
題
を
孕
み
、
た
と
え
ば
小
宮
豊
隆
の
ご

と
く
「
雨
の
降
る
日
」
を
「
内
面
的
な
構
成
」
上
は
「
余
計
な
も
の
」
と
見
る
前
半

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
加
え
、
後
に
こ
の
章
を
後
半
に
加
え
る
と
い
う
評
価
の
ゆ
れ
も
み
え
る
が
、

近
時
こ
の
一
章
の
位
置
を
重
く
見
る
評
価
も
ま
た
生
ま
れ
て
来
た
。
即
ち
作
者

は
こ
の
一
章
を
書
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
ひ
な
子
の
死
を
弔
い
、
幼
き
も

の
の
死
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
大
患
に
お
け
る
生
へ
の
く
不
思
議
〉
の
念
は
よ

み
が
え
り
、
，
さ
ら
に
ば
こ
の
一
章
を
書
き
つ
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
面
の
衝

迫
は
、
爾
後
の
章
に
お
け
る
認
識
の
問
題
を
加
速
度
的
に
深
め
て
い
っ
た
ど
い

う
指
摘
な
ど
で
あ
る
。
た
し
か
に
作
者
自
身
そ
の
断
片
尾
．
「
⑭
不
思
議
（
ひ

な
）
子
ノ
死
／
⑭
子
供
ノ
死
、
夫
婦
ノ
和
解
／
⑭
子
供
の
死
国
お
①
夢
ぼ
閃
。
ぴ

ω
弓
。
諺
馨
一
〇
鐸
。
。
ニ
ナ
ル
」
「
子
供
の
死
、
葬
、
火
葬
場
、
骨
拾
」
な
ど
と
し

る
し
、
ま
た
書
簡
に
「
『
雨
の
降
る
日
」
に
つ
き
小
生
一
入
の
感
懐
深
き
事
あ
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り
、
あ
れ
は
三
月
二
日
（
ひ
な
子
の
誕
生
日
）
に
筆
を
起
し
同
七
日
（
工
女
の

百
ケ
日
）
に
脱
稿
、
小
生
は
亡
女
の
為
好
い
供
養
を
し
た
と
喜
び
居
候
」
 
（
中

村
翁
宛
、
明
四
五
・
三
・
二
一
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
み
れ
ば
当
然
の

指
摘
と
も
い
え
る
が
、
む
し
ろ
問
題
の
重
要
さ
は
こ
れ
を
語
る
作
者
の
視
点
、

方
法
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
ひ
な
子
の
死
に
ふ
れ
て
「
自
分
の
胃
に
ひ
ゾ
が
入
っ
た
。
自
分
の
精
神
に
も

ひ
ゴ
が
入
っ
た
様
な
気
が
す
る
」
 
（
日
記
、
明
四
四
・
一
二
・
三
）
と
し
る
し

た
悲
痛
な
体
験
を
、
作
者
は
し
か
し
あ
え
て
松
本
の
話
と
し
て
は
書
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
い
ま
ひ
と
つ
の
「
松
本
の
話
」
で
も
あ
り
え
た
は
ず
だ

が
、
彼
は
こ
れ
を
千
代
子
の
眼
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
た
。
勿
論
そ
れ
は
彼
女

の
語
る
直
接
話
法
な
ら
ぬ
客
観
描
写
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
作
者
の
日
記
を
そ

の
ま
ま
写
し
と
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
骨
上
げ
の
日
の
往
還
の
落
葉
や
樹
影

の
美
し
さ
も
、
終
始
千
代
子
の
眼
を
通
し
て
描
か
れ
、
幼
き
も
の
の
死
の
最
も

身
近
か
な
目
撃
者
も
ま
た
彼
女
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ

 
車
に
乗
る
時
千
代
子
は
杉
の
箱
に
入
れ
た
白
い
壼
を
抱
い
て
夫
を
膝
の
上
に

 
乗
せ
た
。
車
が
馳
け
出
す
と
冷
た
い
風
が
膝
掛
と
杉
箱
の
内
か
ら
吹
き
込
ん

 
だ
。
高
い
樫
が
白
茶
け
た
幹
を
路
の
左
右
に
並
べ
て
、
彼
等
を
送
り
迎
へ
る

 
如
く
に
細
い
枝
を
揺
り
動
か
レ
た
。
其
細
い
枝
が
遙
か
頭
の
上
で
交
叉
す
る

 
程
繁
く
両
側
か
ら
出
て
み
る
の
に
、
自
分
の
通
る
所
は
存
外
明
る
い
の
を
奇

 
妙
に
思
っ
て
、
千
代
子
は
折
に
頭
を
上
げ
て
は
、
遠
い
空
を
眺
め
虎
。

 
こ
の
千
代
子
の
眼
は
そ
の
ま
ま
作
者
の
眼
だ
が
、
文
体
は
日
記
の
叙
述
を
さ

ら
に
昇
華
せ
し
め
て
見
事
な
鎮
魂
の
歌
と
化
し
て
い
る
。
ζ
の
千
代
子
の
眼
と

須
永
の
存
在
が
微
妙
に
か
ら
む
。
骨
上
げ
の
途
次
、
鍵
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
須

永
と
千
代
子
の
間
に
口
論
が
起
こ
る
。

「
彼
岸
過
迄
』
一
そ
の
主
題
と
方
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
い

 
「
貴
方
の
様
な
不
人
情
な
人
は
斯
ん
な
時
に
は
一
層
来
な
い
方
が
可
い
わ
。

 
 
 
 
 
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ぼ

 
二
子
さ
ん
が
死
ん
だ
つ
て
、
涙
一
つ
聞
す
じ
ゃ
な
し
」

 
「
不
人
情
な
ん
じ
や
な
い
。
ま
だ
子
供
を
持
つ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
親
子

 
の
情
愛
が
能
く
解
ら
な
い
ん
だ
よ
」
 
 
 
 
 
．

 
「
ま
あ
、
能
く
叔
母
さ
ん
の
前
で
そ
ん
な
呑
気
な
事
が
云
へ
る
の
ね
。
ぢ
や

 
あ
た
し

 
妾
な
ん
か
何
う
し
た
の
。
何
時
子
供
持
つ
た
覚
が
あ
っ
て
」

 
「
あ
る
か
何
う
か
僕
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
千
代
ち
ゃ
ん
は
女
だ
か
ろ
、

 
大
方
男
よ
り
美
し
い
心
を
持
っ
て
る
ん
だ
ら
う
」

 
こ
の
や
り
と
り
は
後
の
「
須
永
の
話
」
に
語
ら
れ
る
ふ
た
り
の
葛
藤
の
見
事

な
伏
線
だ
が
、
須
永
の
い
う
「
女
だ
か
ら
美
し
い
心
」
云
々
の
背
後
に
、
 
「
彼

女
は
あ
ら
ゆ
る
女
の
う
ち
で
尤
も
女
ら
し
い
女
だ
」
と
言
い
つ
つ
、
同
時
に
そ

の
「
彼
女
は
美
し
い
天
賦
の
感
情
」
を
「
惜
し
気
も
な
く
夫
の
上
に
注
ぎ
込
む

代
り
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
夫
が
、
彼
女
か
ら
精
神
上
の
営
養
を
得
て
、
，
大

い
に
世
の
中
に
活
躍
す
る
の
を
唯
一
の
報
酬
と
し
て
夫
か
ら
予
期
す
る
に
違
ひ

な
い
」
「
馬
入
の
間
に
横
た
は
る
根
本
的
の
不
幸
は
此
処
に
存
在
す
る
」
と
言

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
つ
ま

い
、
「
感
情
と
い
ふ
自
分
の
重
み
で
蹴
爪
付
き
さ
う
な
彼
女
を
、
運
命
の
ア
イ

ロ
ニ
ー
を
解
せ
・
ざ
る
詩
人
と
し
て
深
く
憐
れ
み
、
時
に
彼
女
の
為
に
戦
標
す
る
」

（
「
須
永
の
話
」
）
と
い
う
須
永
の
眼
差
を
も
容
易
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
で
に
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
な
る
語
の
大
患
に
つ
な
が
る
意
味
を
我
々
は

見
て
来
た
。
先
の
や
り
と
り
に
も
須
永
の
い
う
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
は
あ
ざ
や
か

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
火
葬
場
で
の
千
代
子
へ
の
言
葉
に
も
続
く
。

．
「
あ
の
竹
藪
は
大
変
見
事
だ
ね
。
何
だ
か
死
人
の
骨
が
肥
料
に
な
っ
て
、

あ
㌧
生
々
に
延
び
る
様
な
気
が
す
る
ぢ
や
な
い
か
。
此
所
に
出
来
る
筍
は
屹
度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ん
し
ゅ
く

旨
い
よ
」
と
言
っ
て
千
代
子
の
蜷
盛
を
か
う
。
こ
こ
に
も
そ
の
し
た
た
か
な
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「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
 
の
所
在
は
う
か
が
い
と
れ
よ
う
。
 
し
か
し
ま
た
千
代
子
の

「
叔
母
さ
ん
又
奮
発
し
て
、
宵
子
さ
ん
と
瓜
二
つ
の
様
な
子
を
持
へ
て
頂
戴
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
け

可
愛
が
つ
て
上
げ
る
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
脊
子
と
同
じ
子
ぢ
や
不
可
な

い
で
せ
う
、
蛭
子
で
な
く
つ
ち
や
」
と
い
う
御
母
の
言
葉
に
よ
っ
て
見
事
に
打

 
 
 
 
 
 
お
れ

ち
砕
か
れ
、
「
己
は
雨
の
降
る
日
に
紹
介
状
を
持
っ
て
会
ひ
に
来
る
男
が
厭
に

な
っ
た
」
と
い
う
松
本
の
眩
き
で
閉
じ
ら
れ
る
。
い
か
に
も
こ
の
一
章
を
語
る

作
者
の
悲
し
み
は
深
い
。
 
「
『
彼
岸
曳
舟
」
と
い
ふ
の
は
元
日
か
ら
始
め
て
、

彼
岸
過
半
書
く
予
定
だ
か
ら
単
に
さ
う
名
づ
け
た
迄
に
過
ぎ
な
い
実
は
空
し
い

み
だ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
 
、

標
題
で
あ
る
」
 
（
「
『
彼
岸
過
迄
」
」
に
就
て
）
と
い
う
、
そ
の
「
空
し
」
さ

が
何
を
指
し
て
い
た
か
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
作
者
漱
石
の
さ

り
気
な
い
鞄
晦
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
仔
む
作
者
の
痛
嘆
は
な
に
も
の
を
も
っ

て
も
癒
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
か
之
み
え
る
。
短
篇
の
連
叙
と
い
う
方
法
が

年
来
の
着
想
で
あ
っ
た
と
し
て
も
な
お
、
ひ
な
子
の
死
な
く
し
て
は
あ
り
え
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
須
永
を
語
る
に
敬
太
郎
に
よ
っ
て
そ
の
外
貌
に

ふ
れ
、
次
に
彼
自
身
が
み
ず
か
ら
の
内
面
を
語
り
、
さ
ら
に
松
本
が
側
面
よ
り

語
る
と
い
う
視
角
の
変
化
は
、
あ
え
て
短
篇
の
集
積
な
ら
ず
と
も
試
み
う
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ひ
な
子
の
死
を
語
る
一
挿
話
の
投
入
は
、
や
は
り
こ

れ
な
ら
ず
し
て
は
な
し
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る

サ
イ
ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
、
 
孤
立
す
る
一
挿
話
で
も
な
く
、
 
ま
さ
に
前
後

を
つ
な
ぐ
か
な
め
で
あ
り
、
須
永
と
千
代
子
の
愛
の
葛
藤
の
ド
ラ
マ
の
伏
線
た

る
べ
き
前
奏
部
で
あ
り
、
し
か
も
須
永
や
千
代
子
の
あ
り
よ
う
自
体
を
相
対
化

す
る
視
点
を
も
孕
む
。
「
雨
の
降
る
日
」
に
お
け
る
ひ
な
子
へ
の
鎮
魂
は
同
時

に
、
大
患
を
め
ぐ
る
あ
の
生
の
「
不
思
議
」
さ
の
新
た
な
る
確
認
で
あ
り
、
こ

れ
は
さ
ら
に
底
流
と
な
っ
て
爾
後
の
須
永
の
意
識
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
を
も
相
対

化
す
る
。

 
こ
う
し
て
・
「
雨
の
降
る
日
」
を
境
と
し
て
螺
旋
の
展
開
は
深
ま
り
、
続
く

「
須
永
の
話
」
と
と
も
に
前
半
の
敬
太
郎
の
冒
険
を
中
心
と
す
る
滑
稽
味
や
低

徊
味
は
消
え
、
〈
存
在
V
そ
の
も
の
へ
の
求
心
的
な
深
ま
り
を
見
せ
る
。
大
患

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

以
後
の
課
題
で
あ
っ
た
〈
命
根
を
覚
〉
め
て
の
旅
で
も
あ
る
。
作
者
は
須
永
の

悲
劇
に
ふ
れ
て
「
市
蔵
の
命
根
に
横
は
る
一
大
不
幸
」
と
は
次
の
ご
と
き
も
の

だ
と
い
う
。
「
市
蔵
と
い
ふ
男
は
世
の
中
と
接
触
す
る
度
に
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
 
 
ぞ
れ

き
込
む
性
質
で
」
「
一
つ
刺
戟
を
受
け
る
と
、
其
刺
戟
が
夫
か
ら
夫
へ
と
廻
転

し
て
」
「
心
の
奥
に
喰
ひ
込
」
み
、
「
際
限
」
も
な
く
彼
を
苦
し
め
る
。
果
て

は
逃
れ
ん
と
す
る
努
力
に
疲
れ
果
て
「
闇
れ
」
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
た
っ
た
一
人

で
麗
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
怖
れ
を
抱
く
や
う
に
な
る
。
さ
う
し
て
気

狂
の
様
に
疲
れ
る
」
・
（
「
松
本
の
話
」
）
。
こ
れ
が
彼
の
「
命
根
に
横
は
る
一

大
不
幸
」
だ
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
彼
自
身
の
「
力
で
は
如
何
と
も
す

べ
か
ら
ざ
る
呪
ひ
の
如
く
」
 
（
同
）
宿
命
的
な
暗
い
力
を
も
っ
て
彼
を
引
き
ず

っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
彼
自
身
の
聖
な
る
く
自
然
V
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
慈
母

と
い
ふ
言
葉
」
に
「
尽
き
」
る
母
こ
そ
は
か
け
が
え
の
な
い
救
済
者
た
り
え
た

は
ず
だ
が
、
す
で
に
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
彼
は
こ
の
世
界
に
「
た
っ
た
一
人

立
っ
て
る
る
…
様
」
だ
と
い
う
。

 
千
代
子
も
ま
た
彼
の
救
い
で
は
な
い
。
両
者
を
は
ば
む
性
格
的
な
齪
齢
、
「
二

人
の
間
に
横
た
は
る
根
本
的
な
不
幸
」
の
何
た
る
か
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
こ
の

不
幸
の
根
源
が
．
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込
む
」
須
永
の
「
命
根
に
横
は
る
一
大

不
幸
」
と
不
離
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
親
子
と
い
う
肉
の

契
縛
に
お
い
て
も
、
男
女
の
愛
に
お
い
て
も
、
つ
い
に
彼
は
孤
立
者
た
る
ほ
か

は
な
く
、
「
た
っ
た
一
人
で
立
ち
「
た
つ
・
た
一
人
で
誉
れ
」
る
ほ
か
は
な
い
。
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す
べ
て
は
ご
の
男
、
「
内
部
的
人
間
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
の
意
識
の
ド
ラ
マ

と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
作
者
は
周
到
に
こ
の
ひ
と
り
の
人
間
の
、
、
個
の
実
存

の
相
を
刻
ん
で
ゆ
く
。
松
本
は
須
永
と
千
代
目
を
評
し
て
「
彼
等
は
離
れ
る
為

に
合
ひ
、
合
ふ
為
に
離
れ
る
と
云
っ
た
風
な
気
の
毒
な
一
対
」
で
あ
り
、
「
だ

か
ら
二
人
の
運
命
は
唯
成
行
に
任
せ
て
自
然
の
手
で
直
接
に
発
展
さ
せ
て
貰
ふ

の
が
一
番
上
等
だ
」
と
い
う
。
ま
た
須
永
親
子
の
秘
密
を
、
．
彼
等
が
「
本
当
の

母
子
で
は
な
い
」
こ
と
を
告
げ
て
や
る
べ
き
だ
と
し
て
、
「
，
一
切
の
秘
密
」
や

「
人
為
」
は
「
そ
れ
を
解
放
し
た
時
始
め
て
自
然
に
興
る
落
着
を
見
る
事
が
出

来
る
」
と
い
う
「
主
義
」
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
こ
の
親
子
は
深
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
つ

，
「
情
愛
の
糸
で
離
れ
ら
れ
な
い
や
う
に
、
自
然
か
ら
確
か
り
括
り
付
け
ら
れ
て

み
る
。
何
ん
な
魔
の
振
る
斧
の
刃
で
も
此
糸
を
絶
ち
切
る
訳
に
行
か
な
い
」
と

い
う
。
須
永
と
千
代
子
の
運
命
を
引
き
ず
っ
て
ゆ
く
も
の
が
「
宿
命
の
力
」
と

い
う
「
自
然
」
で
あ
る
な
ら
、
彼
と
母
を
つ
な
ぐ
運
命
的
な
力
も
ま
た
「
魔
の

振
る
斧
の
刃
」
も
絶
ち
え
ぬ
「
自
然
」
の
力
で
あ
る
。
，
こ
こ
に
い
う
「
自
然
」

と
は
す
で
に
「
人
間
存
在
の
原
拠
に
等
し
い
」
 
（
越
智
治
雄
）
と
さ
え
み
え
る

が
、
作
者
は
こ
の
「
原
拠
」
と
も
み
え
る
「
自
然
に
早
る
」
こ
と
す
ら
も
究
極

の
「
落
着
」
と
は
な
り
え
ぬ
こ
と
を
告
げ
る
。
自
己
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た

須
永
は
「
安
心
」
し
「
不
安
」
も
な
く
な
っ
た
が
噛
同
時
に
「
心
細
く
」
「
淋

し
い
」
と
い
う
。
「
世
の
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
居
る
様
な
気
が
し
ま
す
」

と
い
う
。

 
す
で
に
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
を
覆
う

深
い
運
命
観
、
あ
る
い
は
宿
命
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
後
半
の
「
須
永

の
話
」
以
後
求
心
的
な
深
ま
り
を
見
せ
る
か
と
も
み
え
る
が
、
彼
が
そ
の
外
な

る
く
自
然
V
と
内
な
る
く
自
然
V
、
こ
の
両
者
の
暗
い
力
に
引
き
ず
ら
れ
て
ゆ

『
彼
岸
過
迄
』
1
そ
の
主
題
と
方
．
法

け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
む
し
ろ
運
命
的
諦
観
へ
の
傾
斜
な
ら
ぬ
、
個
の
実
存
の
相
は

よ
り
き
わ
ま
っ
て
ゆ
ぐ
か
と
み
え
る
。
即
ち
外
な
る
く
自
然
〉
に
あ
い
拮
抗
す

る
も
の
と
し
て
の
内
な
る
く
自
然
V
の
所
在
は
よ
り
明
ら
か
と
な
る
が
、
こ
の

内
な
る
そ
れ
へ
の
作
者
の
着
目
が
決
定
的
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
の
は
、
や
は
り
後

の
『
道
草
」
ま
で
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
作
者
は
こ
こ
で
も
く
自
然
の
河

V
を
流
れ
て
ゆ
く
人
間
た
ち
の
運
命
を
語
る
と
見
せ
つ
つ
、
こ
れ
を
く
存
在
の

河
V
と
し
て
そ
の
河
床
を
掘
り
起
こ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
須
永
は

松
本
の
意
識
を
外
に
放
て
と
い
う
勧
め
に
従
っ
て
旅
に
出
る
が
、
も
と
よ
り
そ

こ
に
真
の
解
決
の
あ
り
よ
う
も
な
い
。
「
内
へ
内
へ
と
向
く
彼
の
命
の
方
向
を

逆
に
し
て
外
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
出
さ
せ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
」
「
天
下

に
た
っ
た
一
つ
で
好
い
か
ら
、
自
分
の
心
を
奪
ひ
取
る
や
う
な
偉
い
も
の
か
、

美
し
い
も
の
か
、
優
し
い
も
の
か
、
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
い
う

松
本
の
言
葉
が
、
再
び
次
作
『
行
人
」
終
章
（
「
塵
労
」
）
に
持
ち
越
さ
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
終
末
部
の
「
外
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
」

く
べ
き
須
永
の
旅
も
卒
業
試
験
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
過
去
の
一
挿
話

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
さ
が
ほ

に
過
ぎ
ず
、
千
代
子
乏
対
照
的
に
描
か
れ
る
「
一
筆
が
き
の
朝
貌
」
の
ご
と
き

小
間
使
い
の
作
の
ご
と
港
存
在
も
ま
た
一
挿
話
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。

 
か
く
し
て
す
べ
て
は
未
完
の
ド
ラ
マ
と
し
て
終
り
、
作
者
は
こ
の
主
題
を
新

た
な
構
想
の
も
と
に
さ
ら
に
書
き
つ
い
で
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。
次
作
『
行
人
』

と
は
言
わ
ば
裏
返
さ
れ
た
『
門
』
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
『
彼
岸
過
迄
」
を

通
っ
た
『
門
』
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
『
行
人
」
の
主
人
公
長
野
一
郎
は
須
永

の
後
身
と
も
い
う
べ
き
人
物
だ
が
、
作
者
は
宿
命
的
な
男
女
の
劇
を
こ
こ
で
は

多
く
の
肉
親
と
ど
も
に
棲
む
夫
婦
と
い
う
、
よ
り
現
実
的
な
場
に
さ
ら
し
、
さ

ら
に
語
り
手
二
郎
を
ド
ラ
マ
の
探
訪
者
な
ら
ぬ
渦
中
の
存
在
と
し
て
描
く
。
こ
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こ
で
も
短
篇
連
鎖
と
い
う
方
法
が
踏
襲
さ
れ
る
が
、
二
郎
と
い
う
語
り
手
も
ま

‘
た
終
末
に
至
ら
ず
し
て
作
中
よ
り
消
え
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
の
語
か
手
の
消
失

と
い
う
方
法
を
逆
手
に
と
っ
て
最
も
緊
密
な
主
題
の
深
ま
り
を
見
せ
た
の
が
続

く
『
こ
～
ろ
』
一
篇
で
あ
り
、
『
彼
岸
過
迄
」
は
こ
の
後
期
三
部
作
の
最
初
の

試
み
と
し
て
の
功
罪
を
孕
む
。
同
時
に
こ
れ
が
漱
石
文
学
に
お
け
る
低
徊
味
や

滑
稽
味
と
い
う
初
期
作
品
の
味
わ
い
を
残
し
つ
つ
、
中
期
後
半
よ
り
後
期
に
至

る
、
よ
り
存
在
論
的
な
志
向
の
深
ま
り
を
も
持
つ
と
い
う
、
二
様
の
側
面
を
合
．

わ
せ
も
っ
た
試
み
で
あ
り
、
大
患
の
病
床
に
あ
っ
て
ひ
そ
か
に
再
度
し
る
し
て

い
る
「
新
聞
小
説
の
運
命
」
と
い
う
課
題
へ
の
、
ひ
と
つ
の
過
渡
的
な
、
ま
た

貴
重
な
試
み
で
あ
っ
、
た
こ
と
は
否
め
ま
い
。
同
時
に
須
永
市
蔵
と
い
う
人
物
像

の
創
出
こ
そ
は
『
彼
岸
過
迄
』
の
見
る
べ
き
眼
目
で
あ
り
、
松
本
は
須
永
と
己

れ
を
比
較
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
。

 
「
市
蔵
は
在
来
の
社
会
を
教
育
す
る
為
に
生
れ
た
男
で
、
．
撲
は
通
俗
な
世
間

か
ら
教
育
さ
れ
に
出
た
人
間
な
の
で
あ
る
。
」
「
彼
は
社
会
を
考
へ
る
種
に
使

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
っ
ち

ふ
け
れ
ど
も
、
僕
は
社
会
の
考
へ
に
此
方
か
ら
乗
り
移
っ
て
行
く
丈
で
あ
る
。
」

ま
た
茶
の
湯
、
骨
董
、
寄
席
、
芝
居
、
相
撲
と
何
に
せ
よ
「
あ
ま
り
眼
前
の
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
の
れ

物
に
心
を
奪
は
れ
過
ぎ
る
の
で
、
自
然
に
己
な
き
空
疎
な
感
に
打
た
れ
ざ
る

を
得
な
い
、
だ
か
ら
斯
ん
な
超
然
生
活
を
営
ん
で
強
ひ
て
自
我
を
押
し
立
て
や

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
「
所
が
市
蔵
は
伯
我
よ
り
外
に
当
所
か
ら
何
物
も
有

っ
て
．
み
な
い
男
で
あ
る
」
。
ま
た
「
僕
は
飽
く
迄
も
写
真
を
実
物
の
代
表
ど
し

て
眺
め
、
彼
は
写
真
を
た
ゴ
の
写
真
と
し
て
眺
め
」
る
。
「
是
が
市
蔵
と
僕
と

根
本
的
に
違
ふ
所
で
あ
る
」
。
こ
れ
ら
松
本
の
言
葉
に
漱
石
自
身
の
資
質
よ
り

析
出
し
た
皮
肉
な
考
察
と
共
に
、
新
た
な
時
代
の
文
学
像
と
し
て
須
永
と
い
う

人
物
の
持
つ
意
味
を
み
つ
め
る
作
者
の
肉
声
が
聴
こ
え
て
来
よ
う
q
勘
く
と
も

作
者
は
時
代
に
数
等
先
ん
じ
て
、

し
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
物
の
持
つ
意
味
を
よ
く
認
識
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