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夏目漱石と志賀直哉　―「自己本位」と「則天去私」の両立への試み―

夏
目
漱
石
と
志
賀
直
哉

　

―「
自
己
本
位
」と「
則
天
去
私
」の
両
立
へ
の
試
み
―
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　は
じ
め
に

　「
夢
殿
の
救
世
観
音
を
見
て
ゐ
る
と
、
そ
の
作
者
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
全
く
浮
か
ん
で

来
な
い
。」
そ
う
志
賀
直
哉
は
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
作
品
が
作
者
か
ら
「
完

全
に
遊
離
し
た
存
在
と
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
」
だ
と
。
そ
し
て
「
文
芸
の
上
で
若
し
私
に
そ
ん

な
仕
事
で
も
出
来
る
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
私
は
勿
論
そ
れ
に
自
分
の
名
な
ど
冠
せ
よ
う
と
は

思
は
な
い
だ
ら
う
。」
と
も
書
き
ま
し
た
*1
。
一
方
で
「
自
己
」
を
む
し
ろ
貫
き
通
そ
う
と

す
る
主
人
公
を
、そ
の
作
品
に
描
き
続
け
て
き
た
「
自
己
本
位
」
の
作
者
で
あ
る
そ
の
人
が
、

他
方
で
「
作
者
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
全
く
浮
か
ん
で
来
な
い
」
作
品
を
、「（
則
天
）
去
私
」

的
な
視
点
か
ら
の
一
つ
の
理
想
だ
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
、
夏
目
漱
石
の
〈
自
己
へ
の
態
度
〉

と
共
通
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　「
自
己
本
位
」
を
生
き
つ
つ
、
し
か
も
な
お
自
在
に
「
去
私
」
*2
す
る
こ
と
。
夏
目
漱
石

が
追
究
し
た
文
芸
上
の
理
想
を
、
で
は
ど
の
よ
う
に
志
賀
直
哉
は
引
き
受
け
、
ど
う
自
ら
の

文
学
的
営
為
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
志
賀
直
哉
の
文
学
に
お
い
て
、

「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
と
い
う
一
見
相
反
す
る
も
の
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、〈
共
感
〉
で
あ

り
、
そ
れ
が
漱
石
的
課
題
に
応
え
る
志
賀
文
学
独
自
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
私
は

考
え
て
い
ま
す
。

　
以
下
で
は
、
夏
目
漱
石
が
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
い
て
、「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両
立

問
題
へ
の
彼
な
り
の
解
答
と
し
て
、
一
つ
の
極
限
に
至
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で

作
家
の
〈
自
己
へ
の
態
度
〉
と
い
う
観
点
か
ら
、
漱
石
的
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
志
賀

直
哉
の
〈
共
感
〉
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、「
佐
々
木
の
場
合
」
の
他
、
幾
つ
か
の
作
品
の

読
解
を
通
じ
て
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
問
い
つ
つ
、
彼
の

漱
石
作
品
に
対
す
る
批
評
的
姿
勢
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　一

　志
賀
直
哉
の
〈
自
己
へ
の
態
度
〉

　
志
賀
直
哉
は
大
正
二
年
十
二
月
に
武
者
小
路
実
篤
を
介
し
て
夏
目
漱
石
か
ら
東
京
朝
日
新

聞
に
小
説
を
連
載
す
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
、承
諾
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は「
大
津
順
吉
」（
大

正
元
年
）
の
続
編
と
目
さ
れ
る
小
説
で
、
予
定
で
は
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
の
後
に
連
載
さ
れ

る
は
ず
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
し
て
志
賀
は
、
そ
れ
ま
で
に
か
な
り
の
量
の
草
稿
を
綴
っ
て

も
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
作
品
に
仕
上
げ
る
目
処
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
正
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三
年
七
月
に
な
っ
て
、
―
『
こ
ゝ
ろ
』
は
同
年
の
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
連
載
で
し
た
か
ら

―
、
本
当
に
い
よ
い
よ
の
時
期
に
な
っ
て
、
漱
石
に
辞
退
を
申
し
出
ま
す
。

　
志
賀
直
哉
の
処
女
作
と
さ
れ
る
の
は
、明
治
四
十
一
年
執
筆
の「
或
る
朝
」「
網
走
ま
で
」（
発

表
は
そ
れ
ぞ
れ
大
正
七
年
、明
治
四
十
三
年
）で
す
が
、大
正
三
年
発
表
の「
児
を
盗
む
話
」（
四

月
）、「
寓
居
」（
十
月
）
の
後
、
大
正
六
年
発
表
の
「
城
の
崎
に
て
」（
五
月
）、「
佐
々
木
の

場
合
」（
六
月
）
ま
で
に
約
三
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
発
表
の
な
い
空

白
期
間
を
挟
ん
で
、
そ
れ
以
前
を
作
家
志
賀
直
哉
の
前
期
、
以
後
を
後
期
と
す
る
見
方
が
一

般
的
で
す
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
こ
の
前
後
で
志
賀
直
哉
の
文
学
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま

す
。

　
た
と
え
ば
西
垣
勤
は
、
志
賀
文
学
の
特
徴
に
つ
い
て
、《
前
期
は
、
自
然
・
社
会
・
他
者

と
対
立
し
、
強
烈
に
自
己
、
自
我
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
文
学
で
あ
り
、
後
期
は
、
自
然
・

社
会
・
血
縁
、
と
り
わ
け
自
然
と
調
和
し
融
合
し
よ
う
と
す
る
文
学
で
あ
る
》
*3
と
書
い
て

い
ま
す
。
私
た
ち
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
前
期
が
「
自
己
（
本
位
）」
の
確
立
を
め
ざ
し
た

文
学
、
後
期
が
「
去
私
」
と
の
両
立
を
め
ざ
し
た
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
変
化
を
生
ん
だ
空
白
の
時
期
の
始
ま
り
と
漱
石
か
ら
い
っ
た
ん
は
受
け
た
依
頼
を
辞

退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
期
と
が
、
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
ま
す
。
志
賀
本
人
の
弁
も
あ
り
ま

す
が
、「
義
理
堅
い
夏
目
さ
ん
に
そ
ん
な
事
で
迷
惑
を
か
け
た
の
は
大
変
済
ま
な
い
事
に
感

じ
、
何
時
か
い
い
物
を
書
い
て
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
漱
石
に
対
す
る
「
不
義

理
」
を
自
分
で
納
得
の
い
く
作
品
を
書
き
上
げ
る
こ
と
で
も
っ
て
穴
埋
め
し
よ
う
と
す
る
気

持
ち
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
―
こ
の
気
持
ち
が
、
か
え
っ
て
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
―
、
彼
が
書
け
な
く
な
っ
た
「
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
こ
と

は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
*4
。
で
は
、な
ぜ
同
時
期
に
仕
上
が
っ
た「
城
の
崎
に
て
」

と
「
佐
々
木
の
場
合
」
の
二
作
品
の
う
ち
、
後
者
に
だ
け
「
亡
き
夏
目
先
生
に
捧
ぐ
」
と
い

う
献
辞
が
付
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
か
つ
て
私
は
「
佐
々
木
の
場
合
」
に
注
目
し
、
志
賀
直
哉
が
、
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お

け
る
短
編
に
よ
る
多
層
化
の
試
み
を
、
―
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
遺
書
を
書
く
主
体
と
そ
れ
を

読
む
主
体
と
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
表
さ
れ
た
彼
ら
の
世
界
を
関
係
さ
せ
る
こ

と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
―
、〈
作
者
〉
の
自
己
認
識
を
深
め
る
た
め
の
構
造
化
で

あ
り
、
多
元
化
で
あ
る
こ
と
を
十
分
意
識
し
た
上
で
、
さ
ら
に
自
分
な
り
に
問
題
を
一
歩
問

い
進
め
る
つ
も
り
で
「
佐
々
木
の
場
合
」
を
書
い
た
の
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
*5
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
小
説
は
「
自
己
本
位
」
の
実
現
の
前
提
と
な
る
「
自
己
」
を
よ
り
よ
く

知
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
〈
共
感
〉
と
い
う
「
去
私
」
的
な
方
法
を
も
っ
て
し
た
作
品
で

あ
る
、
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
概
略
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で

改
め
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
か
ら
確
認

し
て
お
き
ま
す
。

　
漱
石
は
『
こ
ゝ
ろ
』
を
、
前
二
作
に
あ
た
る
『
彼
岸
過
迄
』
や
『
行
人
』
の
三
人
称
小
説

か
ら
、
一
人
称
小
説
に
戻
し
ま
し
た
。
し
か
し
短
編
を
数
編
重
ね
る
こ
と
で
一
編
の
長
編
を

構
成
す
る
と
い
う
先
の
二
小
説
に
お
け
る
試
み
は
、
こ
の
作
品
で
も
続
け
る
つ
も
り
で
い
た

よ
う
で
す
*6
。
実
際
に
は
、短
編
「
先
生
の
遺
書
」
を
構
成
す
る
一
章
で
あ
る
「
先
生
と
遺
書
」

が
長
く
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
三
つ
の
章
を
一
長
編
と
し
て
ま

と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、〈
作
者
〉
の
「
自
己
」
認
識
を
深
化
さ
せ
る
方
法
と
し
て
の

短
編
の
多
層
化
と
い
う
点
で
は
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
作
品
と
い
え
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
『
こ
ゝ
ろ
』
に
は
二
つ
別
々
の
、
中
心
的
視
点
人
物
で
あ
る
「
私
」
が
並
ん
で

は
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
自
殺
を
前
提
に
過
去
を
回
想
し
、
自
身
の
「
自
己
」
を
遺
書
と

し
て
書
き
残
そ
う
と
す
る
主
体
は
、
も
う
一
つ
の
遺
書
を
読
む
主
体
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

く
ら
い
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
主
体
の
独
白
に
は
、
自
己
を
消
し
去

ろ
う
と
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
罪
悪
感
情
と
、「
心
」
と
い
う
自
己
の
真
実
に
少
し
で
も
迫
り
、

そ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
切
実
さ
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
主
体
に
は
そ
れ
を
一

個
の
他
者
と
し
て
相
対
化
で
き
る
ほ
ど
そ
の
「
自
己
」
が
独
立
し
て
お
ら
ず
、
批
評
的
存
在

と
し
て
は
影
が
薄
い
の
で
す
。
こ
の
『
こ
ゝ
ろ
』
の
欠
点
は
、
志
賀
直
哉
に
も
見
え
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
彼
が
似
た
よ
う
な
組
み
立
て
の
話
を
書
く
場
合
に
は
、
当
然
意
識
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、『
こ
ゝ
ろ
』
に
登
場
す
る
「
私
」
の
一
人
で
あ
る
先
生
は
、「
自
己
」
の
欲
望
に
正

直
に
動
い
た
結
果
、
自
分
を
信
頼
し
て
い
る
親
友
Ｋ
を
裏
切
っ
て
し
ま
い
、
彼
を
自
殺
に
追

い
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
自
責
の
念
に
苦
し
み
ま
す
。
世
間
と
の
交
流
を
断
ち
、
妻
に
も
心
を

閉
ざ
し
、
ひ
た
す
ら
「
罪
」
と
向
か
い
合
っ
て
悩
み
続
け
る
自
意
識
と
し
て
の
「
自
己
」。

そ
れ
は
観
念
的
で
抽
象
的
な
「
自
己
」、
純
粋
化
さ
れ
た
「
自
己
」
で
あ
っ
て
、
い
う
な
ら

ば
「
罪
」
を
背
負
う
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
支
え
て
い
る
「
自
己
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
自
身
の
内
部
に
向
け
て
純
粋
化
し
て
い
く
方
法
で
は
、
本
当
の
「
自
己
」
は
得
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
疑
問
は
、
当
然
漱
石
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
そ
の
疑
問
を
一
方
で
抱
え
な
が
ら
、
別
の
短
編
を
加
え
る
こ
と
を
断
念
し
た
背
景

の
一
つ
に
は
、
他
方
で
、
や
は
り
自
己
省
察
の
み
に
よ
っ
て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
「
自
己
」
を
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極
め
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
他
者
の
媒
介
に
よ
る
自
己
の
相
対
化
と
い
う
方
法
の
取
り
入

れ
を
た
め
ら
わ
せ
た
原
因
の
一
つ
が
、
先
生
が
選
ん
だ
告
白
と
自
殺
と
い
う
〈
自
己
に
対
す

る
究
極
の
態
度
〉
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。
自
死
と
い
う
自
己
否
定
を

前
提
に
し
て
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
遺
書
の
執
筆
と
い
う
自
己
肯
定
を
行
お
う
と
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
い
わ
ば
一
人
二
役
の
務
め
で
あ
っ
て
、
自
分
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
批

評
的
な
他
者
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
、
自
己
完
結
的
な
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

私
は
酔
興
に
書
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
を
生
ん
だ
私
の
過
去
は
、
人
間
の
経
験
の

一
部
分
と
し
て
、
私
よ
り
外ほ

か

に
誰
も
語
り
得
る
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
偽

り
な
く
書
き
残
し
て
置
く
私
の
努
力
は
、
人
間
を
知
る
上
に
お
い
て
、
あ
な
た
に
と
っ

て
も
、
外
の
人
に
と
っ
て
も
、
徒
労
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
下
五
十
六
）

　
も
ち
ろ
ん
、
先
生
が
自
分
を
た
だ
否
定
す
る
の
な
ら
、
死
ぬ
だ
け
で
よ
い
の
で
す
が
、
肯

定
も
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
―
そ
れ
が
つ
ま
り
は
「
自
己
」
を
書
き
残
す
た
め
に
は
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
―
、「
何
千
万
と
ゐ
る
日
本
人
の
う
ち
で
、
た
ゞ
貴
方
丈

に
」（
下
二
）
と
い
え
る
告
白
に
見
合
っ
た
他
者
が
と
り
あ
え
ず
は
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に

批
評
を
ま
で
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
な
た
限
り
に
打
ち
明
け
ら
れ
た
私
の
秘
密
」（
下

五
十
六
）
を
受
け
止
め
た
う
え
で
、な
お
そ
の
後
を
生
き
て
い
く
別
の
確
固
と
し
た
「
自
己
」

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
「
自
己
」
が
、
い
ず
れ
「
外
の
人
」
に
向
け
て

ま
た
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
、
―
引
用
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
か
ら
は
そ
の
こ
と

さ
え
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
す
が
―
、
そ
れ
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、「
先
生
」
は
青
年
「
私
」
へ
と
そ
の
「
自
己
」
を
、
一
方
で
消
滅
さ
せ
（
否
定
し
）

な
が
ら
、他
方
で
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
（
肯
定
し
）
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、こ
う
い
う
「
自

己
」
の
投
げ
出
し
方
は
、
相
当
に
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
振
る
舞
い
で
あ
り
、
ま
た
作
家
に

と
っ
て
も
、
こ
う
い
う
作
品
の
投
げ
出
し
方
は
、
一
種
の
賭
け
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
志
賀
は
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
こ
と
に
無
自
覚
に
同
じ
結
構
を
も
っ
た

小
説
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
さ
て
、
短
編
「
佐
々
木
の
場
合
」
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
ま
す
。
軍
人
で
あ
る

「
僕
」（
佐
々
木
）
に
よ
る
彼
自
身
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
の
独
白
部
分
と
そ
れ
を
聞
い
た

年
下
の
友
人
ら
し
い
「
自
分
」
の
感
想
部
分
が
そ
れ
で
す
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
読
者
な
ら
ば
、

す
ぐ
に
こ
れ
が
告
白
的
に
書
か
れ
た
先
生
の
遺
書
と
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
読
む
青
年
と
い
う

組
立
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。

　
佐
々
木
は
、当
時
は
「
二
十
歳
前
」
で
、山
田
と
い
う
家
で
書
生
を
し
て
お
り
、家
の
「
お

嬢
さ
ん
」
の
子
守
を
し
て
い
た
「
三
つ
位
年
下
」
の
富
と
男
女
の
関
係
に
な
り
ま
す
。
佐
々

木
は
「
何
の
事
か
よ
く
解
ら
な
い
ま
で
も
僕
と
富
と
の
関
係
に
或
嫉
妬
を
抱
い
て
」「
意
識

し
て
よ
く
邪
魔
を
」
す
る
「
お
嬢
さ
ん
」
を
「
厭
」
に
思
っ
て
お
り
、
ま
だ
「
五
つ
位
」
の

少
女
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
関
係
に
「
呪の

ろ
いの

よ
う
に
つ
き
ま
と
っ
て
来
そ
う
な
気
」

が
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
富
を
奪
い
合
う
三
角
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
す

が
、
そ
の
「
お
嬢
さ
ん
」
が
富
と
の
逢
い
引
き
の
最
中
に
誤
っ
て
焚
き
火
に
転
落
し
、
大
火

傷
を
負
い
ま
す
。
道
義
的
責
任
感
か
ら
「
お
嬢
さ
ん
」
の
傷
つ
い
た
肉
体
の
一
部
を
自
分
の

肉
体
の
一
部
で
補
う
申
し
出
を
し
た
富
は
、
以
後
、
一
身
を
「
お
嬢
さ
ん
」
に
捧
げ
る
生
き

方
を
選
択
し
ま
す
。
他
方
、
士
官
学
校
へ
の
入
学
を
準
備
し
て
い
た
佐
々
木
は
、
い
っ
た
ん

は
自
分
が
「
申
し
出
よ
う
」
と
、
し
か
し
「
強
迫
さ
れ
て
思
う
」
の
で
す
が
、
結
局
は
体
格

試
験
へ
の
影
響
を
恐
れ
る
と
い
う
「
イ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
考
え
か
ら
、「
山
田
の
家
を

逃
げ
出
し
て
」
故
郷
に
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　「
露
西
亜
に
行
つ
て
多
分
七
八
年
い
て
、
つ
い
近
頃
帰
っ
て
来
た
」
佐
々
木
は
、
十
六
年

ぶ
り
に
「
三
十
二
三
」
に
な
っ
た
富
と
偶
然
に
再
会
し
ま
す
。
そ
れ
で
復
縁
を
望
む
の
で
す

が
、「
も
う
如
何
な
事
が
あ
っ
て
も
再
び
男
と
の
関
係
は
作
る
ま
い
と
決
心
し
て
い
る
」富
は
、

山
田
の
家
か
ら
受
け
た
恩
義
に
報
い
る
た
め
に
も
佐
々
木
か
ら
の
申
し
出
を
断
り
、「
自
分

の
事
は
忘
れ
て
早
く
い
い
奥
様
を
御
貰
い
に
な
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
作
っ
て
頂
く
、
そ
れ
が

反
っ
て
自
分
の
慰
め
で
あ
る
」
と
返
事
し
ま
す
。「
総
て
が
余
り
に
紋
切
り
型
に
尤
も
」
な

の
が
「
歯
が
ゆ
く
て
な
ら
な
い
」
佐
々
木
は
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
「
自
分
」
に
相

談
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
三
角
関
係
に
あ
る
主
人
公
が
自
分
の
行
為

に
「
罪
」
の
意
識
を
感
じ
て
、
告
白
に
見
合
う
相
手
に
、
―
そ
れ
は
や
は
り
こ
こ
で
も
三
角

関
係
と
は
無
関
係
の
第
三
者
な
の
で
す
が
―
、
報
告
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
も
ち
ろ

ん
佐
々
木
は
、
告
白
と
引
き
換
え
に
自
殺
を
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
罪
悪
感
が
、

火
傷
を
し
た
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
し
て
よ
り
も
、
自
分
の
意
志
で
犠
牲
的
な
生
き
方
を
し
よ

う
と
す
る
富
に
対
し
て
よ
り
大
き
く
、
し
か
も
そ
れ
が
復
縁
を
迫
る
、
つ
ま
り
は
未
来
の
共

有
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
動
機
が
過
去
の
経
緯
に
対
す
る
道
義
心
だ
け
で
な

く
「
新
し
い
感
情
」
か
ら
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
な
ど
は
、「
先
生
」
と
は
明
ら
か
に
違
っ
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三
年
七
月
に
な
っ
て
、
―
『
こ
ゝ
ろ
』
は
同
年
の
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
連
載
で
し
た
か
ら

―
、
本
当
に
い
よ
い
よ
の
時
期
に
な
っ
て
、
漱
石
に
辞
退
を
申
し
出
ま
す
。

　
志
賀
直
哉
の
処
女
作
と
さ
れ
る
の
は
、明
治
四
十
一
年
執
筆
の「
或
る
朝
」「
網
走
ま
で
」（
発

表
は
そ
れ
ぞ
れ
大
正
七
年
、明
治
四
十
三
年
）で
す
が
、大
正
三
年
発
表
の「
児
を
盗
む
話
」（
四

月
）、「
寓
居
」（
十
月
）
の
後
、
大
正
六
年
発
表
の
「
城
の
崎
に
て
」（
五
月
）、「
佐
々
木
の

場
合
」（
六
月
）
ま
で
に
約
三
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
発
表
の
な
い
空

白
期
間
を
挟
ん
で
、
そ
れ
以
前
を
作
家
志
賀
直
哉
の
前
期
、
以
後
を
後
期
と
す
る
見
方
が
一

般
的
で
す
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
こ
の
前
後
で
志
賀
直
哉
の
文
学
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま

す
。

　
た
と
え
ば
西
垣
勤
は
、
志
賀
文
学
の
特
徴
に
つ
い
て
、《
前
期
は
、
自
然
・
社
会
・
他
者

と
対
立
し
、
強
烈
に
自
己
、
自
我
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
文
学
で
あ
り
、
後
期
は
、
自
然
・

社
会
・
血
縁
、
と
り
わ
け
自
然
と
調
和
し
融
合
し
よ
う
と
す
る
文
学
で
あ
る
》
*3
と
書
い
て

い
ま
す
。
私
た
ち
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
前
期
が
「
自
己
（
本
位
）」
の
確
立
を
め
ざ
し
た

文
学
、
後
期
が
「
去
私
」
と
の
両
立
を
め
ざ
し
た
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
変
化
を
生
ん
だ
空
白
の
時
期
の
始
ま
り
と
漱
石
か
ら
い
っ
た
ん
は
受
け
た
依
頼
を
辞

退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
期
と
が
、
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
ま
す
。
志
賀
本
人
の
弁
も
あ
り
ま

す
が
、「
義
理
堅
い
夏
目
さ
ん
に
そ
ん
な
事
で
迷
惑
を
か
け
た
の
は
大
変
済
ま
な
い
事
に
感

じ
、
何
時
か
い
い
物
を
書
い
て
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
漱
石
に
対
す
る
「
不
義

理
」
を
自
分
で
納
得
の
い
く
作
品
を
書
き
上
げ
る
こ
と
で
も
っ
て
穴
埋
め
し
よ
う
と
す
る
気

持
ち
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
―
こ
の
気
持
ち
が
、
か
え
っ
て
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
―
、
彼
が
書
け
な
く
な
っ
た
「
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
こ
と

は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
*4
。
で
は
、な
ぜ
同
時
期
に
仕
上
が
っ
た「
城
の
崎
に
て
」

と
「
佐
々
木
の
場
合
」
の
二
作
品
の
う
ち
、
後
者
に
だ
け
「
亡
き
夏
目
先
生
に
捧
ぐ
」
と
い

う
献
辞
が
付
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
か
つ
て
私
は
「
佐
々
木
の
場
合
」
に
注
目
し
、
志
賀
直
哉
が
、
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
に
お

け
る
短
編
に
よ
る
多
層
化
の
試
み
を
、
―
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
遺
書
を
書
く
主
体
と
そ
れ
を

読
む
主
体
と
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
表
さ
れ
た
彼
ら
の
世
界
を
関
係
さ
せ
る
こ

と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
―
、〈
作
者
〉
の
自
己
認
識
を
深
め
る
た
め
の
構
造
化
で

あ
り
、
多
元
化
で
あ
る
こ
と
を
十
分
意
識
し
た
上
で
、
さ
ら
に
自
分
な
り
に
問
題
を
一
歩
問

い
進
め
る
つ
も
り
で
「
佐
々
木
の
場
合
」
を
書
い
た
の
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
*5
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
小
説
は
「
自
己
本
位
」
の
実
現
の
前
提
と
な
る
「
自
己
」
を
よ
り
よ
く

知
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
〈
共
感
〉
と
い
う
「
去
私
」
的
な
方
法
を
も
っ
て
し
た
作
品
で

あ
る
、
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
概
略
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で

改
め
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
か
ら
確
認

し
て
お
き
ま
す
。

　
漱
石
は
『
こ
ゝ
ろ
』
を
、
前
二
作
に
あ
た
る
『
彼
岸
過
迄
』
や
『
行
人
』
の
三
人
称
小
説

か
ら
、
一
人
称
小
説
に
戻
し
ま
し
た
。
し
か
し
短
編
を
数
編
重
ね
る
こ
と
で
一
編
の
長
編
を

構
成
す
る
と
い
う
先
の
二
小
説
に
お
け
る
試
み
は
、
こ
の
作
品
で
も
続
け
る
つ
も
り
で
い
た

よ
う
で
す
*6
。
実
際
に
は
、短
編
「
先
生
の
遺
書
」
を
構
成
す
る
一
章
で
あ
る
「
先
生
と
遺
書
」

が
長
く
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
三
つ
の
章
を
一
長
編
と
し
て
ま

と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、〈
作
者
〉
の
「
自
己
」
認
識
を
深
化
さ
せ
る
方
法
と
し
て
の

短
編
の
多
層
化
と
い
う
点
で
は
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
作
品
と
い
え
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
『
こ
ゝ
ろ
』
に
は
二
つ
別
々
の
、
中
心
的
視
点
人
物
で
あ
る
「
私
」
が
並
ん
で

は
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
自
殺
を
前
提
に
過
去
を
回
想
し
、
自
身
の
「
自
己
」
を
遺
書
と

し
て
書
き
残
そ
う
と
す
る
主
体
は
、
も
う
一
つ
の
遺
書
を
読
む
主
体
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

く
ら
い
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
主
体
の
独
白
に
は
、
自
己
を
消
し
去

ろ
う
と
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
罪
悪
感
情
と
、「
心
」
と
い
う
自
己
の
真
実
に
少
し
で
も
迫
り
、

そ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
切
実
さ
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
主
体
に
は
そ
れ
を
一

個
の
他
者
と
し
て
相
対
化
で
き
る
ほ
ど
そ
の
「
自
己
」
が
独
立
し
て
お
ら
ず
、
批
評
的
存
在

と
し
て
は
影
が
薄
い
の
で
す
。
こ
の
『
こ
ゝ
ろ
』
の
欠
点
は
、
志
賀
直
哉
に
も
見
え
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
彼
が
似
た
よ
う
な
組
み
立
て
の
話
を
書
く
場
合
に
は
、
当
然
意
識
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、『
こ
ゝ
ろ
』
に
登
場
す
る
「
私
」
の
一
人
で
あ
る
先
生
は
、「
自
己
」
の
欲
望
に
正

直
に
動
い
た
結
果
、
自
分
を
信
頼
し
て
い
る
親
友
Ｋ
を
裏
切
っ
て
し
ま
い
、
彼
を
自
殺
に
追

い
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
自
責
の
念
に
苦
し
み
ま
す
。
世
間
と
の
交
流
を
断
ち
、
妻
に
も
心
を

閉
ざ
し
、
ひ
た
す
ら
「
罪
」
と
向
か
い
合
っ
て
悩
み
続
け
る
自
意
識
と
し
て
の
「
自
己
」。

そ
れ
は
観
念
的
で
抽
象
的
な
「
自
己
」、
純
粋
化
さ
れ
た
「
自
己
」
で
あ
っ
て
、
い
う
な
ら

ば
「
罪
」
を
背
負
う
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
支
え
て
い
る
「
自
己
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
自
身
の
内
部
に
向
け
て
純
粋
化
し
て
い
く
方
法
で
は
、
本
当
の
「
自
己
」
は
得
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
疑
問
は
、
当
然
漱
石
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
そ
の
疑
問
を
一
方
で
抱
え
な
が
ら
、
別
の
短
編
を
加
え
る
こ
と
を
断
念
し
た
背
景

の
一
つ
に
は
、
他
方
で
、
や
は
り
自
己
省
察
の
み
に
よ
っ
て
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
「
自
己
」
を
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夏目漱石と志賀直哉　―「自己本位」と「則天去私」の両立への試み―

極
め
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
他
者
の
媒
介
に
よ
る
自
己
の
相
対
化
と
い
う
方
法
の
取
り
入

れ
を
た
め
ら
わ
せ
た
原
因
の
一
つ
が
、
先
生
が
選
ん
だ
告
白
と
自
殺
と
い
う
〈
自
己
に
対
す

る
究
極
の
態
度
〉
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。
自
死
と
い
う
自
己
否
定
を

前
提
に
し
て
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
遺
書
の
執
筆
と
い
う
自
己
肯
定
を
行
お
う
と
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
い
わ
ば
一
人
二
役
の
務
め
で
あ
っ
て
、
自
分
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
批

評
的
な
他
者
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
、
自
己
完
結
的
な
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

私
は
酔
興
に
書
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
を
生
ん
だ
私
の
過
去
は
、
人
間
の
経
験
の

一
部
分
と
し
て
、
私
よ
り
外ほ

か

に
誰
も
語
り
得
る
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
偽

り
な
く
書
き
残
し
て
置
く
私
の
努
力
は
、
人
間
を
知
る
上
に
お
い
て
、
あ
な
た
に
と
っ

て
も
、
外
の
人
に
と
っ
て
も
、
徒
労
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
下
五
十
六
）

　
も
ち
ろ
ん
、
先
生
が
自
分
を
た
だ
否
定
す
る
の
な
ら
、
死
ぬ
だ
け
で
よ
い
の
で
す
が
、
肯

定
も
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
―
そ
れ
が
つ
ま
り
は
「
自
己
」
を
書
き
残
す
た
め
に
は
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
―
、「
何
千
万
と
ゐ
る
日
本
人
の
う
ち
で
、
た
ゞ
貴
方
丈

に
」（
下
二
）
と
い
え
る
告
白
に
見
合
っ
た
他
者
が
と
り
あ
え
ず
は
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に

批
評
を
ま
で
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
な
た
限
り
に
打
ち
明
け
ら
れ
た
私
の
秘
密
」（
下

五
十
六
）
を
受
け
止
め
た
う
え
で
、な
お
そ
の
後
を
生
き
て
い
く
別
の
確
固
と
し
た
「
自
己
」

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
「
自
己
」
が
、
い
ず
れ
「
外
の
人
」
に
向
け
て

ま
た
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
、
―
引
用
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
か
ら
は
そ
の
こ
と

さ
え
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
す
が
―
、
そ
れ
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、「
先
生
」
は
青
年
「
私
」
へ
と
そ
の
「
自
己
」
を
、
一
方
で
消
滅
さ
せ
（
否
定
し
）

な
が
ら
、他
方
で
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
（
肯
定
し
）
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、こ
う
い
う
「
自

己
」
の
投
げ
出
し
方
は
、
相
当
に
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
振
る
舞
い
で
あ
り
、
ま
た
作
家
に

と
っ
て
も
、
こ
う
い
う
作
品
の
投
げ
出
し
方
は
、
一
種
の
賭
け
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
志
賀
は
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
こ
と
に
無
自
覚
に
同
じ
結
構
を
も
っ
た

小
説
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
さ
て
、
短
編
「
佐
々
木
の
場
合
」
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
ま
す
。
軍
人
で
あ
る

「
僕
」（
佐
々
木
）
に
よ
る
彼
自
身
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
の
独
白
部
分
と
そ
れ
を
聞
い
た

年
下
の
友
人
ら
し
い
「
自
分
」
の
感
想
部
分
が
そ
れ
で
す
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
読
者
な
ら
ば
、

す
ぐ
に
こ
れ
が
告
白
的
に
書
か
れ
た
先
生
の
遺
書
と
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
読
む
青
年
と
い
う

組
立
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。

　
佐
々
木
は
、当
時
は
「
二
十
歳
前
」
で
、山
田
と
い
う
家
で
書
生
を
し
て
お
り
、家
の
「
お

嬢
さ
ん
」
の
子
守
を
し
て
い
た
「
三
つ
位
年
下
」
の
富
と
男
女
の
関
係
に
な
り
ま
す
。
佐
々

木
は
「
何
の
事
か
よ
く
解
ら
な
い
ま
で
も
僕
と
富
と
の
関
係
に
或
嫉
妬
を
抱
い
て
」「
意
識

し
て
よ
く
邪
魔
を
」
す
る
「
お
嬢
さ
ん
」
を
「
厭
」
に
思
っ
て
お
り
、
ま
だ
「
五
つ
位
」
の

少
女
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
関
係
に
「
呪の

ろ
いの

よ
う
に
つ
き
ま
と
っ
て
来
そ
う
な
気
」

が
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
富
を
奪
い
合
う
三
角
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
す

が
、
そ
の
「
お
嬢
さ
ん
」
が
富
と
の
逢
い
引
き
の
最
中
に
誤
っ
て
焚
き
火
に
転
落
し
、
大
火

傷
を
負
い
ま
す
。
道
義
的
責
任
感
か
ら
「
お
嬢
さ
ん
」
の
傷
つ
い
た
肉
体
の
一
部
を
自
分
の

肉
体
の
一
部
で
補
う
申
し
出
を
し
た
富
は
、
以
後
、
一
身
を
「
お
嬢
さ
ん
」
に
捧
げ
る
生
き

方
を
選
択
し
ま
す
。
他
方
、
士
官
学
校
へ
の
入
学
を
準
備
し
て
い
た
佐
々
木
は
、
い
っ
た
ん

は
自
分
が
「
申
し
出
よ
う
」
と
、
し
か
し
「
強
迫
さ
れ
て
思
う
」
の
で
す
が
、
結
局
は
体
格

試
験
へ
の
影
響
を
恐
れ
る
と
い
う
「
イ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
考
え
か
ら
、「
山
田
の
家
を

逃
げ
出
し
て
」
故
郷
に
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　「
露
西
亜
に
行
つ
て
多
分
七
八
年
い
て
、
つ
い
近
頃
帰
っ
て
来
た
」
佐
々
木
は
、
十
六
年

ぶ
り
に
「
三
十
二
三
」
に
な
っ
た
富
と
偶
然
に
再
会
し
ま
す
。
そ
れ
で
復
縁
を
望
む
の
で
す

が
、「
も
う
如
何
な
事
が
あ
っ
て
も
再
び
男
と
の
関
係
は
作
る
ま
い
と
決
心
し
て
い
る
」富
は
、

山
田
の
家
か
ら
受
け
た
恩
義
に
報
い
る
た
め
に
も
佐
々
木
か
ら
の
申
し
出
を
断
り
、「
自
分

の
事
は
忘
れ
て
早
く
い
い
奥
様
を
御
貰
い
に
な
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
作
っ
て
頂
く
、
そ
れ
が

反
っ
て
自
分
の
慰
め
で
あ
る
」
と
返
事
し
ま
す
。「
総
て
が
余
り
に
紋
切
り
型
に
尤
も
」
な

の
が
「
歯
が
ゆ
く
て
な
ら
な
い
」
佐
々
木
は
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
「
自
分
」
に
相

談
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
三
角
関
係
に
あ
る
主
人
公
が
自
分
の
行
為

に
「
罪
」
の
意
識
を
感
じ
て
、
告
白
に
見
合
う
相
手
に
、
―
そ
れ
は
や
は
り
こ
こ
で
も
三
角

関
係
と
は
無
関
係
の
第
三
者
な
の
で
す
が
―
、
報
告
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
も
ち
ろ

ん
佐
々
木
は
、
告
白
と
引
き
換
え
に
自
殺
を
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
罪
悪
感
が
、

火
傷
を
し
た
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
し
て
よ
り
も
、
自
分
の
意
志
で
犠
牲
的
な
生
き
方
を
し
よ

う
と
す
る
富
に
対
し
て
よ
り
大
き
く
、
し
か
も
そ
れ
が
復
縁
を
迫
る
、
つ
ま
り
は
未
来
の
共

有
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
動
機
が
過
去
の
経
緯
に
対
す
る
道
義
心
だ
け
で
な

く
「
新
し
い
感
情
」
か
ら
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
な
ど
は
、「
先
生
」
と
は
明
ら
か
に
違
っ
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た
設
定
で
す
し
、「
自
分
」
が
一
応
は
佐
々
木
と
、佐
々
木
の
意
に
従
わ
な
い
富
と
を
同
時
に
、

ま
た
佐
々
木
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
な
く
、
評
価
し
得
て
い
る
点
な
ど
も
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
青

年
「
私
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
志
賀
直
哉
の
漱
石
作
品
に

対
す
る
批
評
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
作
品
に
「
亡
き
夏
目
先
生

に
捧
ぐ
」
と
い
う
献
辞
が
あ
る
の
も
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
批
評
的
継
承
が
少
し
は
で
き
た
と
い

う
自
負
が
志
賀
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　二

　「佐
々
木
の
場
合
」
に
お
け
る
〈
共
感
〉

　「
佐
々
木
の
場
合
」
で
志
賀
が
試
み
て
い
る
の
は
、「
自
己
本
位
」
を
否
定
す
る
の
で
は
な

く
、や
は
り
肯
定
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
の
模
索
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、過
去
の「
自
己
」

を
否
定
し
て
は
い
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
現
在
の
「
自
己
」
を
む
し
ろ
肯
定
し
実

現
し
よ
う
と
す
る
佐
々
木
と
い
う
人
物
造
形
に
お
い
て
だ
け
で
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
そ
の

と
き
に
し
か
し
、
他
者
を
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
自
己
を
肯
定
し
、
そ
の
う
え
で
他
者
と
つ

な
が
ろ
う
と
す
る
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
た
ん
に
「
佐
々
木
」
に

富
に
対
す
る
無
理
を
さ
せ
な
い
だ
け
で
な
く
、
佐
々
木
と
富
と
を
対
等
に
評
価
し
よ
う
と
す

る
「
自
分
」
と
い
う
人
物
造
形
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
て
い
る
の
で
す
。

　「
自
分
」
の
感
想
は
、
二
段
落
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
段
部
分
を
引
き
ま
す
。

　
佐
々
木
は
今
そ
の
女
の
心
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
も
の
は
紋
切
り
型
な
道
義
心
と
犠

牲
心
と
で
、
そ
れ
を
と
り
除
く
事
が
出
来
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
と
思
っ
て
い
る
ら
し

い
。
そ
し
て
そ
の
道
義
心
と
犠
牲
心
に
余
り
に
価
値
を
認
め
な
い
点
が
、
佐
々
木
も
可

哀
想
だ
が
、
自
分
に
は
少
し
同
情
出
来
な
か
っ
た
。
自
分
も
そ
れ
ら
を
そ
う
高
く
価
づ

け
は
し
な
い
。
然
し
佐
々
木
は
そ
れ
を
余
り
に
低
く
見
て
い
る
と
思
っ
た
。
そ
し
て

仮た
と
え令

消
極
的
な
動
機
か
ら
に
し
ろ
そ
の
女
が
信
じ
た
事
を
堅
く
握
り
し
め
て
い
る
そ

の
強
さ
に
自
分
は
い
い
感
じ
を
持
っ
た
。
佐
々
木
に
は
今
の
自
身
の
位
置
を
誇
る
気
さ

え
多
少
あ
る
。
そ
れ
は
無
理
は
な
い
。
然
し
佐
々
木
の
妻
に
な
る
事
が
必
ず
し
も
そ

の
女
の
幸
福
を
増
す
事
に
な
る
と
は
自
分
は
考
え
な
い
。
佐
々
木
が
或
幸
福
を
与
え

る
だ
ろ
う
事
は
佐
々
木
自
身
が
信
じ
て
い
る
如
く
確
か
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
同
時

に
そ
の
女
が
今
持
っ
て
い
る
或
幸
福
を
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
事
も
確
か
だ
。
し
か
も
佐
々

木
に
は
女
の
今
持
っ
て
い
る
幸
福
が
如
何
な
も
の
か
は
本
統
に
解
っ
て
い
な
い
と

云
う
気
が
す
る
。

　
後
段
部
分
は
「
自
分
は
何
と
云
っ
て
い
い
か
解
ら
な
か
っ
た
」
と
続
き
、
小
説
の
結
び
に

な
る
そ
の
末
尾
で
「
何
と
云
っ
て
い
い
か
分
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
く
り
返
さ
れ
ま

す
。「
自
分
」
は
、
佐
々
木
が
「
イ
ゴ
イ
ス
ト
」
で
は
あ
る
が
「
不
愉
快
な
イ
ゴ
イ
ス
ト
」

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
彼
が
「
責
任
を
負
お
う
と
し
て
」
い
る
こ
と
や
「
愛
を
注
ご
う

と
し
て
い
る
」こ
と
に
つ
い
て
は「
悪
い
感
じ
は
し
な
い
」が
、相
手
が
承
知
し
な
け
れ
ば「
仕

方
が
な
い
」こ
と
で
あ
り
、そ
れ
で
も「
佐
々
木
が
そ
う
思
え
な
い
の
は
無
理
な
か
っ
た
」と
、

前
段
部
分
同
様
、
考
え
を
反
転
さ
せ
続
け
る
の
で
す
。
こ
こ
で
確
か
な
の
は
「
自
分
」
が
批

評
的
地
位
と
し
て
絶
対
的
な
位
置
を
約
束
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
本
多
秋
五
の
よ
う
に
《
佐
々
木
は
三
年
間
の
沈
黙
以

前
の
可
能
的
な
志
賀
直
哉
で
あ
る
》
と
し
、《「
自
分
」
は
、
執
筆
現
在
の
志
賀
直
哉
で
あ
る
》

と
し
て
、「
自
分
」（
現
在
の
志
賀
）
を
登
場
人
物
に
加
え
て
佐
々
木
（
過
去
の
志
賀
）
を
相

対
化
さ
せ
て
い
る
点
を
評
価
す
る
と
い
う
読
み
方
が
あ
り
ま
し
た
*7
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

た
し
か
に
下
岡
友
加
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
佐
々
木
と
「
自
分
」
を
き
れ
い
に
過
去
の
志
賀

と
現
在
の
志
賀
と
に
二
分
化
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
は
、
当
然
あ
り
え
ま
す
。
そ
し
て
《
明

治
四
十
一
、二
年
に
執
筆
さ
れ
た
「Im

pressions	X
V

」［
手
帳
12
］》
に
あ
る
記
述
を
証
左

と
し
て
《「
佐
々
木
の
場
合
」
の
「
自
分
」
の
判
断
に
通
じ
る
よ
う
な
価
値
観
を
、
志
賀
は

作
品
執
筆
か
ら
八
、九
年
遡
る
時
期
に
既
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
》、
し
た
が
っ
て
《「
自
分
」

の
登
場
を
根
拠
に
「
作
者
の
成
熟
」
を
導
く
こ
と
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
》
*8
と
す
る
下
岡

氏
の
反
論
に
も
、
肯
け
る
点
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
作
家
が
あ
る
価
値
観
を
す
で
に
も
っ
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
〈
作
者
〉
と
し
て
具
体
的
な
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
表
現
し
得

る
か
と
い
う
問
題
と
は
、
ま
た
別
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
私
は
「
自
分
」
と
い
う

存
在
を
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
を
意
識
し
た
〈
作
者
〉
志
賀
直
哉
に
よ
る
方
法
的
な
自
覚
の
上

で
の
設
定
だ
と
し
て
、
他
者
を
否
定
し
て
で
も
「
自
己
」
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
〈
作

者
〉
志
賀
が
、
そ
の
姿
勢
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
の
現
れ
と
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
古
川
裕
佳
は
《「
自
分
」
に
よ
る
佐
々
木
の
相
対
化
は
、
し
か
し
、
必
ず
し
も
「
自
分
」

の
絶
対
化
を
意
味
し
な
い
》、
ま
た
《
佐
々
木
か
ら
も
「
自
分
」
か
ら
も
読
ま
れ
よ
う
と
す

る
存
在
で
あ
る
富
が
、
二
人
を
相
対
化
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
》
と
し
、《「
自
分
」
に
よ
る

解
釈
が
挫
折
し
た
と
こ
ろ
に
、
読
者
が
介
入
す
る
余
地
を
見
出
し
》、
そ
こ
か
ら
富
の
欲
望

を
読
み
解
く
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
*9
。
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夏目漱石と志賀直哉　―「自己本位」と「則天去私」の両立への試み―

　《
彼
ら
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
「
紋
切
型
」
に
富
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
》

と
い
う
視
点
か
ら
、
小
説
時
間
当
時
の
日
本
社
会
に
お
け
る
生
活
や
思
想
の
多
岐
に
わ
た
る

関
連
資
料
を
も
周
到
に
読
み
込
ん
で
そ
れ
ら
を
傍
証
に
し
つ
つ
、
男
た
ち
が
囚
わ
れ
て
い
る

《
近
代
的
な
恋
愛
観
》
を
鋭
く
洞
察
し
、《
富
の
悲
恋
へ
の
願
望
―
―
過
去
の
恋
愛
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
へ
の
欲
望
》
を
読
み
解
い
て
み
せ
る
力
業
に
は
、
理
知
的
な
巧
み
さ
だ
け
で
な
く

相
応
の
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
後
で
く
わ
し
く
見
る
よ
う
に
、
私
は
《
富
に
関
す
る

「
自
分
」の
解
釈
は
佐
々
木
の
延
長
線
上
に
あ
る
》と
は
考
え
ま
せ
ん
。た
し
か
に
女
の「
自
己
」

に
対
す
る
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
彼
ら
男
た
ち
は
共
通
し
て
い
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、富
の
「
自
己
」
の
持
ち
方
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
自
分
」

の
考
え
は
、
明
ら
か
に
佐
々
木
と
は
別
の
見
方
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
は
〈〈
作
者
〉
自
身

が
「
自
己
」
を
知
る
た
め
の
小
説
表
現
〉
と
い
う
視
座
か
ら
は
、
相
対
的
な
も
の
と
は
い
え

十
分
に
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　「
自
分
」
の
佐
々
木
に
対
す
る
沈
黙
は
、
古
川
氏
の
い
う
よ
う
に
《
物
語
の
外
の
読
者
に

向
け
ら
れ
た
も
の
》
で
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
〈
作
者
〉
が
向
き
合
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
《
佐
々
木
に
対
す
る
無
言
の
批
判
》
な
ら
ば
、〈
作
者
〉
自
身
に
対
す
る

批
評
で
も
あ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば「
自
分
」は
、佐
々
木
が
読
み
取
り
を
期
待
し
て
い
る《
お

嬢
さ
ん
の
「
呪
」
い
の
物
語
》
に
し
た
い
と
い
う
意
図
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
意
図
的
な
無
視
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の
佐
々
木
の
告

白
を
『
こ
ゝ
ろ
』
を
再
現
し
た
か
の
よ
う
な
三
角
関
係
の
物
語
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
、

他
者
理
解
の
放
棄
、
他
者
を
否
定
し
て
し
ま
い
た
い
気
持
ち
が
「
呪
」
と
い
う
物
語
を
要
請

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
他
者
を
理
解
で
き
な
い
自
己
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
も
あ
る
、と
い
う
意
味
で
の
無
言
の
批
評
的
態
度
と
し
て
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、〈
作
者
〉

は
登
場
人
物
た
ち
に
簡
単
に
他
者
を
否
定
し
た
り
、自
己
を
否
定
し
た
り
し
て
ほ
し
く
な
い
、

と
考
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
く
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
私
は
、
佐
々
木
だ
け
で
な
く
富
に
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
「
自

分
」
の
姿
勢
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、〈
作
者
〉
が
よ
り
深
く
自
己
を
知
る
た
め
の
一
つ

の
手
段
と
し
て
、
他
者
へ
の
〈
共
感
〉
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
「
去
私
」
的
な
方
法
と
し

て
、
こ
こ
で
は
重
視
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
佐
々
木
も
「
自
分
」
も
、
そ
し
て
富
で
さ

え
も
、
執
筆
現
在
の
志
賀
直
哉
だ
と
考
え
ま
す
し
、
小
説
に
は
、
そ
れ
を
執
筆
す
る
〈
作
者
〉

に
現
在
す
る
矛
盾
し
た
多
面
的
「
自
己
」
が
反
映
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　
さ
て
、
私
が
《
富
に
関
す
る
「
自
分
」
の
解
釈
は
佐
々
木
の
延
長
線
上
に
》
な
い
、
と
考

え
る
点
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
自
分
」
は
、
富
の
生
き
方
を
決
め
た
も
の
に
つ

い
て
、
佐
々
木
が
そ
れ
を
「
紋
切
型
な
道
義
心
と
犠
牲
心
」
か
ら
の
も
の
だ
「
と
思
っ
て
い

る
ら
し
い
」
と
突
き
放
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
余
り
に
低
く
見
て
い
る
」
点
を
佐
々

木
に
「
同
情
出
来
な
い
」
点
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
「
自
分
」
が
富
の
道

義
心
や
犠
牲
心
に
つ
い
て
「
自
分
も
そ
れ
ら
を
そ
う
高
く
価
づ
け
は
し
な
い
」
と
限
定
し
て

い
る
点
は
見
逃
せ
ま
せ
ん
。「
自
分
」は
、富
の
生
き
方
が
消
極
的
な
ら
ば
、つ
ま
り
は「
自
己
」

否
定
的
な
生
き
方
な
ら
ば
、
そ
れ
を
肯
定
し
た
く
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
さ
ら
に
大
切
な

の
は
、「
仮た

と
え令

」
佐
々
木
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
「
消
極
的
な
動
機
か
ら
に
し
ろ
」、富
が
「
信

じ
た
事
を
堅
く
握
り
し
め
て
い
る
そ
の
強
さ
」
を
評
価
し
て
「
い
い
感
じ
」
を
持
っ
て
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
佐
々
木
の
見
方
か
ら
は
一
応
独
立
し
た
視
点
か
ら
彼
女
の
「
自
己
」
を
新

た
に
認
め
て
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
で
い
て
現
在
に
ま
で
続

い
て
い
る
佐
々
木
の
責
任
感
や
彼
が
抱
え
て
い
る
「
強
い
慾
情
」
を
否
定
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
他
者
に
対
す
る
中
途
半
端
な
、
し
か
し
確
か
に
共
感
を
示
す

部
分
を
も
っ
た
姿
勢
も
ま
た
、現
在
の
〈
作
者
〉
の
正
直
な
一
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
富
も
ま
た
現
在
の
〈
作
者
〉
の
一
面
で
す
。
た
と
え
ば
佐
々
木
か
ら

の
申
し
出
を
拒
否
す
る
富
は
、
佐
々
木
の
生
き
様
を
否
定
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま

す
が
、佐
々
木
が
こ
れ
ま
で
「
独
身
で
」
き
た
こ
と
を
知
っ
て
「
満
足
」
し
て
い
る
富
は
、佐
々

木
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。「
不
幸
」
な
富
を
思
い
や
っ
て
い

る
つ
も
り
で
い
る
佐
々
木
に
対
し
て
、
逆
に
「
今
少
し
も
不
幸
で
な
い
」
立
場
か
ら
、
実
際

に
は
「
不
幸
」
で
い
る
佐
々
木
が
幸
福
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
自
分
の
「
慰
め
」
だ
と
同

情
（
共
感
）
し
て
み
せ
て
も
い
る
の
で
す
。

　
下
岡
友
加
は
、
佐
々
木
を
漱
石
と
の
関
係
に
お
け
る
志
賀
直
哉
に
な
ぞ
ら
え
て
指
摘
し
て

い
ま
す
。
結
婚
を
約
し
た
富
か
ら
「
逃
げ
た
書
生
」
で
あ
る
佐
々
木
と
は
、
尊
敬
す
る
漱
石

に
依
頼
さ
れ
な
が
ら
自
分
で
納
得
の
い
く
作
品
が
書
け
な
い
と
い
う
〈
藝
術
上
の
立
場
〉
か

ら
約
束
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
志
賀
で
あ
り
、《
あ
く
ま
で
自
分
の
感
情
や
欲
求
に
従
っ

た
結
果
》今
更
な
が
ら
求
婚
す
る
佐
々
木
と
は
、や
は
り
自
分
の
都
合
で
漱
石
の
死
後
に
な
っ

て
よ
う
や
く
作
品
を
発
表
す
る
現
在
の
志
賀
で
あ
る
。《
だ
か
ら
こ
そ
、
佐
々
木
に
作
者
の

年
齢
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
そ
の
上
で
彼
は
罰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
》
と
。

　
本
多
秋
五
の
読
み
に
異
を
と
な
え
、
佐
々
木
が
志
賀
の
過
去
で
も
現
在
で
も
あ
る
と
す
る

見
解
に
つ
い
て
は
、
私
は
下
岡
氏
に
同
意
す
る
の
で
す
が
、
佐
々
木
の
「
自
己
」
が
否
定
さ

れ
て
い
る
点
の
み
を
強
調
す
る
読
み
方
に
つ
い
て
は
同
意
で
き
ま
せ
ん
。〈
藝
術
上
の
立
場
〉
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よ
り
も
〈
徳
義
上
の
問
題
〉
を
重
視
す
る
、つ
ま
り
は
「
道
義
」
に
よ
っ
て
「
自
己
（
本
位
）」

を
否
定
す
る
読
み
方
は
、
私
に
と
っ
て
は
後
退
に
見
え
る
か
ら
で
す
。
私
は
、
漱
石
的
問
題

を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
志
賀
直
哉
と
い
う
視
点
か
ら
、「
自
己
」
の
た
ん
な
る
否
定
で
は

な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
自
己
」
を
よ
り
深
く
捉
え
、
ど
う
「
自
己
」
も
他
者
も
否
定
す

る
こ
と
な
く
、
他
者
と
つ
な
が
る
こ
と
が
可
能
か
を
追
究
し
た
小
説
と
し
て
、「
佐
々
木
の

場
合
」
を
読
ん
で
み
た
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
の
解
と
い
う
か
可
能
性
が
、「
自
分
」

と
い
う
人
物
の
設
定
で
あ
り
、
自
己
認
識
と
他
者
理
解
へ
の
道
を
開
く
〈
共
感
〉
と
い
う
方

法
な
の
で
す
。

　
　三

　「城
の
崎
に
て
」
に
お
け
る
〈
共
感
〉

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
「
佐
々
木
の
場
合
」
に
お
い
て
す
で
に
志
賀
直
哉
が
方
法
と
し
て
の

〈
共
感
〉
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
が
、こ
こ
か
ら
は
志
賀
が
そ
の
〈
共
感
〉

と
い
う
方
法
を
ど
の
よ
う
な
表
現
と
し
て
文
章
化
し
て
い
る
か
を
な
る
べ
く
具
体
的
に
見
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
佐
々
木
の
場
合
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
城
の
崎
に
て
」
は
、
全
編
〈
共
感
〉
か
ら

成
る
作
品
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
山
手
線
に
は
ね
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
「
自
分
」
が
、

そ
の
後
養
生
に
過
ご
し
た
城
の
崎
で
の
三
週
間
を
、
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
ら
ず
に
す
ん

だ
こ
と
を
確
認
し
た
三
年
後
か
ら
振
り
返
っ
て
書
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
小
説

に
は
、
主
人
公
の
想
像
や
回
想
を
除
い
て
他
者
は
出
て
き
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
〈
共
感
〉
は

死
者
や
小
動
物
に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ

の
〈
共
感
〉
が
「
自
分
」
の
想
像
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

自
分
は
よ
く
け
が
の
こ
と
を
考
え
た
。
ひ
と
つ
間
違
え
ば
、
今
ご
ろ
は
青
山
の
土
の

下
に
あ
お
向
け
に
な
っ
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
な
ど
思
う
。
青
い
冷
た
い
堅
い

顔
を
し
て
、顔
の
傷
も
背
中
の
傷
も
そ
の
ま
ま
で
。
祖
父
や
母
の
死
骸
が
わ
き
に
あ
る
。

そ
れ
も
も
う
お
互
い
に
何
の
交
渉
も
な
く
、
―
―
こ
ん
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ

れ
は
寂
し
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
を
恐
怖
さ
せ
な
い
考
え
だ
っ
た
。

　「〈
共
感
〉
と
は
い
え
、
相
手
が
死
者
で
す
か
ら
、
具
体
的
に
動
き
の
あ
る
「
交
渉
」
が
あ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
ら
は
同
じ
青
山
の
墓
所
の
土
の
下
で
、
同
じ
仰
向
け

の
姿
勢
で
、
同
じ
青
い
冷
た
い
堅
い
顔
を
し
て
、
寂
し
い
け
れ
ど
も
恐
怖
の
な
い
同
じ
静
か

さ
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。
今
度
は
動
物
に
対
す
る
〈
共
感
〉
で
す
。
こ
こ
で
は
想
像
の
代
わ

り
に
観
察
が
同
じ
働
き
を
し
ま
す
。

も
と
よ
り
自
分
の
し
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
い
か
に
も
偶
然
だ
っ
た
。
蠑
螈
に
と
っ
て

は
全
く
不
意
な
死
で
あ
っ
た
。
自
分
は
し
ば
ら
く
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
い
た
。
蠑
螈
と

自
分
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
な
心
持
ち
が
し
て
蠑
螈
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
そ
の
心
持

ち
を
感
じ
た
。
か
わ
い
そ
う
に
思
う
と
同
時
に
、生
き
物
の
寂
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
た
。

自
分
は
偶
然
に
死
な
な
か
っ
た
。
蠑
螈
は
偶
然
に
死
ん
だ
。
自
分
は
寂
し
い
気
持
ち

に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
足
元
の
見
え
る
道
を
温
泉
宿
の
ほ
う
に
帰
っ
て
き
た
。

　
何
度
読
ん
で
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。こ
こ
に
あ
る「
一
緒
に
」と
い
う
の
は
、「
同
時
に
」

の
言
い
換
え
で
は
な
く
、つ
ま
り
「
か
わ
い
そ
う
」
と
「
生
き
物
の
寂
し
さ
」
の
両
方
を
「
一

緒
に
」
感
じ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
文
に
あ
る
「
蠑
螈
の
身
に
自
分
が
な
っ
て
」
を

承
け
て
、「
生
き
物
の
寂
し
さ
を
」
蠑
螈
と
「
一
緒
に
」
な
っ
て
「
感
じ
た
」
と
い
う
意
味

な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　「
自
分
」
は
も
ち
ろ
ん
蜂
を
、
鼠
を
、
蠑
螈
を
否
定
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
た
ん

に
彼
ら
の
生
と
死
を
観
察
し
記
述
す
る
だ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
蜂
に
は
「
そ
の
静
か
さ
に

親
し
み
を
感
じ
」
ま
す
し
、
鼠
に
は
「
今
自
分
に
あ
の
鼠
の
よ
う
な
事
が
起
っ
た
ら
自
分
は

ど
う
す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
で
は
、
主
人
公
の
「
自
己
」

も
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
は
、
死
の
前
の
鼠
の
動
騒
を
自
分
の

身
に
置
き
換
え
て
想
像
し
て
み
せ
る
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
で
す
。

フ
ェ
ー
タ
ル
な
も
の
だ
と
若
し
聞
い
た
ら
自
分
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
自
分
は
一

寸
想
像
出
来
な
い
。
自
分
は
弱
っ
た
ろ
う
。
然
し
普
段
考
え
て
い
る
程
、
死
の
恐
怖

に
自
分
は
襲
わ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
し
て
そ
う
い
わ
れ
て
も
尚
、

自
分
は
助
か
ろ
う
と
思
い
、
何
か
し
ら
努
力
を
し
た
ろ
う
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
は

鼠
の
場
合
と
、
そ
う
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
で
、
又
そ
れ
が
今
来

た
ら
ど
う
か
と
思
っ
て
見
て
、猶
且
、余
り
変
わ
ら
な
い
自
分
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
「
あ

る
が
ま
ま
」
で
、
気
分
で
希
う
と
こ
ろ
が
そ
う
実
際
に
直
ぐ
は
影
響
し
な
い
も
の
に

相
違
な
い
、
し
か
も
両
方
が
本
統
で
、
影
響
し
た
場
合
は
、
そ
れ
で
よ
く
、
し
な
い
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場
合
で
も
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
事
だ
。

　
生
き
よ
う
と
し
て
じ
た
ば
た
と
「
努
力
」
し
て
し
ま
う
こ
と
も
「
本
統
」
の
自
己
で
あ
る

し
、「
気
分
で
希
う
と
こ
ろ
」が
影
響
し
て
静
か
に
死
を
迎
え
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
も
自
己
の
「
本
統
」
の
姿
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、彼
は
自
分
の
「
あ
る
が
ま
ま
」

の
「
自
己
」
を
む
し
ろ
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
「
自
己
」
の
あ
り
方
そ

の
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
自
己
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
が
「
ひ
と
つ
間
違
え
ば
」
死
ん
で
い
た
、
ま
た
そ
の
後

も
三
年
間
は
致
命
傷
に
な
り
か
ね
な
い
傷
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
事
故
と
い
う
特
別
の
体

験
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
次
に
引
く
の
は
、
高
校
生
向
け
の
教
科
書
な
ど
で
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
箇
所
な
の

で
す
が
、
蜂
の
死
の
静
か
さ
に
親
し
み
を
感
じ
た
と
記
さ
れ
た
直
後
の
く
だ
り
で
す
。

自
分
は
「
范
の
犯
罪
」
と
い
う
短
篇
小
説
を
そ
の
少
し
前
に
書
い
た
。
范
と
い
う
支

那
人
が
過
去
の
出
来
事
だ
っ
た
結
婚
前
の
妻
と
自
分
の
友
達
だ
っ
た
男
と
の
関
係
に

対
す
る
嫉
妬
か
ら
、
そ
し
て
自
身
の
生
理
的
圧
迫
も
そ
れ
を
助
長
し
、
そ
の
妻
を
殺

す
事
を
書
い
た
。
そ
れ
は
范
の
気
持
を
主
に
し
て
書
い
た
が
、
然
し
今
は
范
の
妻
の

気
持
を
主
に
し
、
仕
舞
に
殺
さ
れ
て
墓
の
下
に
い
る
、
そ
の
静
か
さ
を
自
分
は
書
き

た
い
と
思
っ
た
。

　「
殺
さ
れ
た
る
范
の
妻
」
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
と
う
と
う
書
か
な
か
っ
た

が
、
自
分
に
は
そ
ん
な
要
求
が
起
っ
て
い
た
。
そ
の
前
か
ら
か
か
っ
て
い
る
長
篇
の

主
人
公
の
考
と
は
、
そ
れ
は
大
変
異
っ
て
了
っ
た
気
持
だ
っ
た
の
で
弱
っ
た
。

　
こ
れ
は「
自
己
」を
縮
小
さ
せ
た
人
の
告
白
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、こ
う
い
う「
自

己
」
を
包
み
隠
さ
ず
、
読
者
の
関
心
と
も
無
縁
に
い
け
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
書
い
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
、
志
賀
の
「
自
己
本
位
」
は
健
在
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
こ
こ
に
あ
る
「
長
篇
」
と
い
う
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
「
大
津
順
吉
」
の
続
編
に

あ
た
る
も
の
で
、
志
賀
は
と
う
と
う
そ
れ
を
書
き
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
西
垣
勤
は
そ
の
不

首
尾
が
文
学
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、《
実
生
活
上
の
自
我
の
貫
徹
と
、
そ
の
時
の
緊
張
し

た
主
体
の
文
学
へ
の
表
現
と
い
う
前
期
の
あ
り
方
を
貫
け
な
か
っ
た
こ
と
》
だ
と
指
摘
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
西
垣
が
、
志
賀
が
「
自
己
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
認
識
を
変
化
さ
せ
て

い
る
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
大
正
三
年
執
筆
と
さ
れ
る
未
定
稿
で
、「
運
命
」
に

抗
う
「
自
己
」
で
は
な
く
、「
運
命
」
と
共
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
自
己
」
と
い
う
視
点

が
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
重
引
し
て
お
き
ま
す
。

　
リ
ズ
ム
で
生
活
し
て
行
け
れ
ば
そ
れ
は
理
想
的
な
生
活
で
あ
る
。（
略
）
キ
リ
ス
ト

の
生
活
を
見
て
も
左
う
だ
。（
略
）
虫
で
も
鳥
で
も
総
て
人
間
以
外
の
動
物
は
、『
何

と
か
の
響
に
応
ず
る
が
如
く
』
に
し
て
生
活
し
て
ゐ
る
（
一
四
○
）。
運
命
の
力
を
根

本
に
し
て
小
説
を
書
き
た
い
。
心
理
を
根
本
に
し
た
も
の
は
気
持
の
悪
い
裕
通
が
利

き
さ
う
で
不
愉
快
だ
、
運
命
な
ら
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
物

の
動
い
て
行
く
所
に
筋
の
発
展
を
置
い
て
そ
れ
に
心
理
を
つ
け
て
行
く
や
う
な
も
の

で
な
け
れ
ば
永
久
的
な
作
物
に
は
な
れ
な
い
。
心
理
は
―
―
特
に
病
的
な
心
理
で
発

展
す
る
筋
は
普
遍
性
が
な
い
。（
略
）
運
命
で
押
し
つ
め
ら
れ
た
ら
「
自
分
な
ら
」
と

は
い
へ
な
い
。「
自
分
な
ら
」
の
働
く
は
ん
囲
が
非
常
に
狭
ま
く
な
る
。「
自
分
な
ら
」

を
読
者
に
自
由
に
働
か
せ
な
い
や
う
な
物
が
書
き
た
い
。（
一
四
一
）

　
西
垣
は
こ
の
文
章
を
引
い
て
《『
暗
夜
行
路
』
の
、
過
失
の
子
と
し
て
の
出
生
、
あ
る
い

は
妻
の
過
失
を
運
命
と
し
て
受
容
し
、
自
然
の
中
に
と
け
こ
み
、
安
心
立
命
に
至
ろ
う
と
す

る
大
山
に
お
け
る
認
識
と
つ
な
が
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
》
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私

た
ち
の
文
脈
で
は
、
こ
の
志
賀
の
〈
運
命
と
共
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
〉
と
い
う
認
識

が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
う
「
去
私
」
的
態
度
や
他
者
へ
の
〈
共
感
〉
と
つ
な
が
る

の
か
、
と
い
う
問
い
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
、

し
か
し
場
を
改
め
て
問
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

 

四

　「和
解
」
に
お
け
る
〈
共
感
〉

　
志
賀
直
哉
の
他
者
へ
の
〈
共
感
〉
が
想
像
か
ら
始
ま
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
処
女
作

の
「
網
走
ま
で
」（
明
治
四
十
一
年
執
筆
、
同
四
十
三
年
発
表
）
で
も
そ
う
で
し
た
。
こ
の

小
説
は
、
宇
都
宮
ま
で
友
人
を
訪
ね
る
青
年
が
乗
り
合
わ
せ
た
若
い
母
親
と
そ
の
子
ど
も
た

ち
に
同
情
す
る
こ
と
に
な
る
話
で
す
が
、「
自
分
」
が
〈
共
感
〉
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
の

が
、「
こ
の
母
に
生
ま
れ
た
こ
の
子
か
ら
、
そ
の
父
を
想
像
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
こ

と
か
ら
な
の
で
す
。「
自
分
」
は
こ
の
想
像
の
あ
と
、
若
い
母
親
か
ら
の
頼
み
事
に
「
快
く
」
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応
じ
ま
す
。
主
人
公
の
想
像
が
現
実
と
う
ま
く
調
和
し
て
他
者
へ
の
〈
共
感
〉
に
つ
な
が
っ

た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
児
を
盗
む
話
」（
大
正
三
年
）
な
ど
の
よ
う
に
、
想
像
が
現
実
と

調
和
せ
ず
に
、〈
共
感
〉
よ
り
は
他
者
と
い
う
現
実
の
存
在
に
苦
し
め
ら
れ
、「
自
己
本
位
」

が
か
え
っ
て
「
自
己
」
を
窮
屈
に
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
私
」
は
「
他
人
の
児
を
盗
む
」

と
い
う
「
想
像
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
満
足
が
出
来
な
く
」
な
り
、
最
初
に
考
え
た
女
の
児

と
は
別
の
女
の
児
を
誘
拐
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
警
察
に
捕
ま
ろ
う
と
す

る
と
き
、「
や
は
り
出
来
る
だ
け
の
抵
抗
は
や
っ
て
見
ろ
」
と
い
う
自
身
の
「
自
己
本
位
」

か
ら
の
声
を
聞
く
の
で
す
が
、「
私
」
は
持
ち
出
し
た
出
刃
包
丁
を
振
り
回
す
こ
と
は
な
く
、

た
だ
「
突
立
っ
て
い
た
」
だ
け
な
の
で
し
た
。

　「
全
く
孤
独
に
暮
ら
し
て
い
る
私
に
は
そ
う
云
う
空
想
が
空
想
で
止
ま
っ
て
は
い
な
か
っ

た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
他
者
と
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
孤
立
し

た
「
自
己
」
に
は
「
本
位
」
を
立
て
る
に
も
そ
の
基
礎
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
こ
の
小
説
が
前
期
の
最
後
に
あ
た
る
行
き
詰
ま
り
直
前
の
作
品
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
「
范
の
犯
罪
」（
大
正
二
年
）
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

他
者
を
否
定
し
自
己
に
屈
服
さ
せ
て
で
も
、
あ
る
い
は
他
者
の
存
在
を
消
し
去
っ
て
で
も
、

「
自
己
」
を
拡
張
・
貫
徹
す
る
と
い
う
方
向
に
可
能
性
を
探
る
道
は
断
た
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
志
賀
直
哉
の
〈
共
感
〉
と
い
う
方
法
が
、
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
か
を
、
も
う
少
し
例
示
的
に
「
和
解
」（
大
正
六
年
）
と
い
う
小
説
に
見
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
和
解
」
に
見
え
る
〈
共
感
〉
も
、「
城
の
崎
に
て
」
と
同
様
に
、
ま

ず
は
死
者
に
対
す
る
、
特
に
は
祖
父
に
対
す
る
も
の
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
想
像

を
超
え
て
、
幻
視
と
か
幻
聴
に
近
い
水
準
と
い
え
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
あ
と
「
自
分
は
や

は
り
祖
母
に
会
い
に
行
こ
う
と
思
っ
た
」
と
現
実
の
行
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
自
分
は
祖
父
の
墓
の
前
を
し
ば
ら
く
歩
い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
祖
父
が
自
分
の
心

裡
に
蘇
っ
て
き
た
。
そ
の
祖
父
に
対
し
自
分
に
は
「
今
日
祖
母
に
会
い
に
行
き
た
い

と
思
う
が
」
と
い
う
相
談
す
る
よ
う
な
気
持
が
浮
か
ん
だ
。「
会
い
に
行
っ
た
ら
よ
か

ろ
う
」
と
す
ぐ
そ
の
祖
父
が
答
え
た
。
自
分
の
想
像
が
祖
父
に
そ
う
答
え
さ
し
た
と

い
う
に
し
て
は
あ
ま
り
に
明
ら
か
に
、
あ
ま
り
に
自
然
に
、
す
ぐ
そ
れ
が
浮
か
ん
だ
。

そ
れ
は
夢
の
な
か
で
出
会
う
人
の
よ
う
に
客
観
性
を
も
っ
て
い
て
、
自
分
に
は
い
か
に

も
生
き
て
い
た
時
の
祖
父
ら
し
か
っ
た
。
自
分
は
そ
の
簡
単
な
言
葉
の
う
ち
に
年
寄
っ

た
祖
母
に
対
す
る
祖
父
の
愛
撫
を
さ
え
感
じ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
し
て
そ
の
時

自
分
の
心
は
不
快
か
ら
明
ら
か
に
父
を
非
難
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
自
分

の
心
に
蘇
っ
て
い
る
祖
父
に
は
少
し
も
父
を
非
難
す
る
調
子
は
な
か
っ
た
。（
一
）

　「
和
解
」
は
、
志
賀
直
哉
が
三
十
四
歳
の
と
き
の
執
筆
で
あ
り
、
二
十
九
歳
の
と
き
に
書

い
た
「
大
津
順
吉
」
か
ら
は
五
年
の
年
月
を
数
え
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
家
を
出
て
、
尾
道

で
の
生
活
が
あ
り
、
山
手
線
で
の
事
故
が
あ
り
、
そ
の
後
も
帰
郷
と
転
居
（
松
江
、
京
都
）

を
く
り
返
し
て
い
ま
す
。
大
正
三
年
に
は
、
武
者
小
路
実
篤
の
従
妹
勘
解
由
小
路
康さ

だ

子
と
結

婚
も
し
て
い
て
、
そ
れ
が
父
親
と
の
さ
ら
な
る
不
和
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
前
年

に
我
孫
子
に
転
居
し
た
志
賀
は
、
そ
こ
で
最
初
の
子
（
長
女
慧さ

と
こ子

）
を
亡
く
し
て
い
ま
す
。

大
正
六
年
に
な
り
、
三
年
間
の
沈
黙
を
破
っ
て
「
城
の
崎
に
て
」「
佐
々
木
の
場
合
」
を
発

表
し
た
後
、
九
月
に
「
和
解
」
は
書
か
れ
ま
し
た
。
志
賀
に
は
厳
し
い
自
己
省
察
の
姿
勢
が

以
前
か
ら
あ
っ
て
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
八
月
末
に
実
際
に
父
親
と
の
和
解
が

す
ん
で
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
た
憶
測
や
想
像
を
す
る
「
自
分
」
に

は
、
随
分
素
直
な
と
こ
ろ
が
見
え
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
前
に
も
書
い
た
ご
と
く
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
で
父
に
対
す
る
私
怨
を
晴
ら

す
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
い
う
考
え
が
筆
の
進
み
を
な
か
な
か
に
邪
魔
を
し

た
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
私
怨
を
含
ん
で
い
る
自
分
が
自
分
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
全
体
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
に
心
か
ら
父
に
同
情
し
て
い
る
自
分

が
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。
の
み
な
ら
ず
ち
ょ
う
ど
十
一
年
前
父
が
「
こ
れ
か
ら
は
ど

ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
決
し
て
あ
い
つ
の
た
め
に
は
涙
は
こ
ぼ
れ
な
い
」
と
人
に
言
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
父
が
そ
う
言
い
出
し
た
前
に
自
分
が
父
に
対
し
て
現
わ
し
た
あ
る

態
度
を
憶
う
と
自
分
は
い
つ
も
ぞ
ッ
と
し
た
。
父
と
し
て
子
か
ら
こ
ん
な
態
度
を
と
ら

れ
た
人
間
が
こ
れ
ま
で
何
人
あ
ろ
う
。
自
分
が
父
と
し
て
子
に
そ
ん
な
態
度
を
と
ら
れ

た
場
合
を
想
像
し
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
気
が
し
た
。
父
が
そ
う
言
っ
た
と
聞
い
た
時

に
父
の
言
う
こ
と
は
無
理
で
な
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
自
分
も
孤
独
を
感
じ
た
。（
三
）

　
志
賀
直
哉
が
「
和
解
」
で
見
せ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
過
去
を
正
確
に
再
現
で
き
る
力
や

自
己
を
客
観
的
に
分
析
す
る
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
者
に
対
す
る
感
応
力
の
大
き
さ
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で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
同
程
度
の
反
発
力
に
も
な
り
ま
す
。
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
感

じ
、
考
え
る
こ
と
が
、
自
分
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
く
ら
い
に
切
迫
し

た
力
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
父
と
の
和
解
の
場
面
の
表
現
を
見
ま
し
ょ
う
。

自
分
は
亢
奮
か
ら
そ
れ
ら
を
ま
る
で
怒
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
調
子
で
言
っ
て
い
た
。

最
初
か
ら
た
び
た
び
母
に
請
け
合
っ
た
穏
や
か
に
、
あ
る
い
は
静
か
に
と
い
う
調
子

と
は
全
く
別
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
場
合
に
生
ま
れ
た
、最
も
自
然
な
調
子
で
、

こ
れ
よ
り
父
と
の
関
係
で
適
切
な
調
子
は
他
に
な
い
よ
う
な
気
が
今
に
な
れ
ば
す
る
。

（
中
略
）

「
実
は
俺
も
だ
ん
だ
ん
年
は
取
っ
て
く
る
し
、
貴
様
と
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
関
係
を
続

け
て
い
く
こ
と
は
実
に
苦
し
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
腹
か
ら
貴
様
を
憎
い
と
思
っ
た
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
先
年
貴
様
が
家う

ち

を
出
る
と
言
い
出
し
て
、
再
三
言
っ
て
も
き
か
な

い
。
俺
も
実
に
当
惑
し
た
。
仕
方
な
く
承
知
は
し
た
も
の
の
、
俺
の
方
か
ら
貴
様
を
出

そ
う
と
い
う
考
え
は
少
し
も
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
の
こ
と
も
…
…
」

　
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
う
ち
に
父
は
泣
き
出
し
た
。
自
分
も
泣
き
出
し
た
。
二

人
は
も
う
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
自
分
の
後
ろ
で
叔
父
が
何
か
言
い
出
し
た
が
、
そ

の
う
ち
叔
父
も
声
を
挙
げ
て
泣
き
出
し
た
。（
一
三
）

　「
今
に
な
れ
ば
す
る
」
と
い
う
記
述
は
、
分
析
者
の
冷
静
さ
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
そ
う
い
う
行
動
を
と
っ
た
自
分
に
対
す
る
信
頼
の
再
確
認
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
と

き
は
必
ず
し
も
意
識
し
て
そ
う
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
振

り
返
っ
て
み
て
、
そ
れ
が
「
最
も
自
然
」
で
「
適
切
」
で
あ
っ
た
と
思
え
る
か
た
ち
で
実
際

に
行
動
で
き
て
い
た
、「
自
己
本
位
」
を
他
者
と
の
関
係
の
中
で
見
失
う
こ
と
な
く
保
持
で

き
て
い
た
と
自
身
で
も
う
一
度
確
認
し
て
い
る
の
で
す
。

　
次
に
後
半
に
傍
線
を
引
い
た
部
分
の
「
二
人
」
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
父
は
」「
自
分
も
」

と
き
て
、「
私
た
ち
は
」
で
は
な
く
、一
見
そ
れ
よ
り
も
距
離
を
と
っ
た
か
に
見
え
る
「
二
人
」

と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
登
場
人
物
よ
り
も
語
り
手
の
ほ

う
が
情
報
量
が
あ
り
、
客
観
的
に
事
態
を
眺
め
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
自
分
」
自
身
を
も
い
っ
た
ん
は
世
界
の
側
に
投
げ
出

し
た
う
え
で
、
相
手
の
位
置
か
ら
も
自
分
と
同
じ
距
離
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
、「
二
人
」

と
い
う
三
人
称
的
呼
称
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
む
し
ろ
見
守

り
の
視
線
で
あ
り
温
か
い
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
〈
共
感
〉
と
呼
べ
る
も
の
が
、
こ
の

「
二
人
」
に
は
通
い
合
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
じ
書
き
方
は
、
た
と
え
ば
息
子
直
吉
と
の
関
西
・
宇
奈
月
・
赤
倉
へ
の
旅
を
綴
っ
た
『
早

春
の
旅
』（
昭
和
十
六
年
）
に
も
、「
私
は
今
ま
で
の
旅
も
楽
し
か
つ
た
が
、
直
吉
が
喜
ぶ
だ

ら
う
、
こ
れ
か
ら
の
旅
も
楽
し
い
気
が
し
た
。
二
人
は
何
と
な
く
快
活
な
気
分
に
な
つ
て
ゐ

た
」（
三
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
二
人
」
も
〈
共
感
〉
を
表
現
す
る
「
二
人
」
で
す
。
こ

こ
で
も
語
り
手
は
、「
私
」
か
ら
捉
え
た
ま
ま
に
「
私
た
ち
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
私
」

の
立
場
を
い
っ
た
ん
手
放
し
、「
私
」
を
直
吉
と
同
じ
距
離
に
あ
る
「
二
人
」
の
一
員
と
し
、

そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
と
相
手
と
の
「
距
離
」
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る

の
で
す
。

　
こ
う
し
た
心
の
通
い
合
い
の
独
自
な
捉
え
方
が
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
実
際
に
〈
共
感
〉

が
成
立
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
を
表
現
と
し
て
可
能
た
ら
し
め
て

い
る
の
は
、「
本
位
」
に
す
べ
き
「
自
己
」
で
は
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
は
そ
れ
を
離
れ
去

る
と
い
う
〈
作
者
〉
の
方
法
的
意
識
、
す
な
わ
ち
「
去
私
」
と
い
う
態
度
へ
の
自
覚
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　五

　〈共
感
〉
と
い
う
方
法

　あ
る
い
は

　漱
石
へ
の
態
度

　
最
後
に
、
志
賀
の
作
品
に
う
か
が
え
る
漱
石
作
品
に
対
す
る
批
評
を
見
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
次
に
引
く
の
は
、
や
は
り
「
和
解
」
で
、
そ
の
結
び
に
近
い
場
面
で
す
。

　
笛
が
な
る
と
、
皆み

ん
な

は
「
さ
よ
な
ら
」
と
言
っ
た
。
自
分
は
帽
子
に
手
を
掛
け
て

此こ
っ
ち方

を
見
て
い
る
父
の
眼
を
見
な
が
ら
お
辞
儀
を
し
た
。
父
は
、

「
あ
あ
」
と
言
っ
て
少
し
首
を
下
げ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
分
は
な
ん
だ
か
足
り
な

か
っ
た
。
自
分
は
し
か
め
面つ

ら

と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ
妙
な
表
情
を
し
な
が
ら
な
お

父
の
眼
を
見
た
。
す
る
と
突
然
父
の
眼
に
は
あ
る
表
情
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
が
自
分

の
求
め
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
意
識
せ
ず
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
自
分
は
心

と
心
の
触
れ
合
う
快
感
と
亢
奮
と
で
ま
す
ま
す
し
か
め
面
と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ

顔
を
し
た
。（
一
五
）

　
す
ぐ
に
思
い
つ
か
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
は
漱
石
『
草
枕
』
を
彷
彿
さ
せ
る
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応
じ
ま
す
。
主
人
公
の
想
像
が
現
実
と
う
ま
く
調
和
し
て
他
者
へ
の
〈
共
感
〉
に
つ
な
が
っ

た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
児
を
盗
む
話
」（
大
正
三
年
）
な
ど
の
よ
う
に
、
想
像
が
現
実
と

調
和
せ
ず
に
、〈
共
感
〉
よ
り
は
他
者
と
い
う
現
実
の
存
在
に
苦
し
め
ら
れ
、「
自
己
本
位
」

が
か
え
っ
て
「
自
己
」
を
窮
屈
に
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
私
」
は
「
他
人
の
児
を
盗
む
」

と
い
う
「
想
像
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
満
足
が
出
来
な
く
」
な
り
、
最
初
に
考
え
た
女
の
児

と
は
別
の
女
の
児
を
誘
拐
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
警
察
に
捕
ま
ろ
う
と
す

る
と
き
、「
や
は
り
出
来
る
だ
け
の
抵
抗
は
や
っ
て
見
ろ
」
と
い
う
自
身
の
「
自
己
本
位
」

か
ら
の
声
を
聞
く
の
で
す
が
、「
私
」
は
持
ち
出
し
た
出
刃
包
丁
を
振
り
回
す
こ
と
は
な
く
、

た
だ
「
突
立
っ
て
い
た
」
だ
け
な
の
で
し
た
。

　「
全
く
孤
独
に
暮
ら
し
て
い
る
私
に
は
そ
う
云
う
空
想
が
空
想
で
止
ま
っ
て
は
い
な
か
っ

た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
他
者
と
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
孤
立
し

た
「
自
己
」
に
は
「
本
位
」
を
立
て
る
に
も
そ
の
基
礎
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
こ
の
小
説
が
前
期
の
最
後
に
あ
た
る
行
き
詰
ま
り
直
前
の
作
品
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
「
范
の
犯
罪
」（
大
正
二
年
）
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

他
者
を
否
定
し
自
己
に
屈
服
さ
せ
て
で
も
、
あ
る
い
は
他
者
の
存
在
を
消
し
去
っ
て
で
も
、

「
自
己
」
を
拡
張
・
貫
徹
す
る
と
い
う
方
向
に
可
能
性
を
探
る
道
は
断
た
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
志
賀
直
哉
の
〈
共
感
〉
と
い
う
方
法
が
、
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
か
を
、
も
う
少
し
例
示
的
に
「
和
解
」（
大
正
六
年
）
と
い
う
小
説
に
見
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
和
解
」
に
見
え
る
〈
共
感
〉
も
、「
城
の
崎
に
て
」
と
同
様
に
、
ま

ず
は
死
者
に
対
す
る
、
特
に
は
祖
父
に
対
す
る
も
の
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
想
像

を
超
え
て
、
幻
視
と
か
幻
聴
に
近
い
水
準
と
い
え
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
あ
と
「
自
分
は
や

は
り
祖
母
に
会
い
に
行
こ
う
と
思
っ
た
」
と
現
実
の
行
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
自
分
は
祖
父
の
墓
の
前
を
し
ば
ら
く
歩
い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
祖
父
が
自
分
の
心

裡
に
蘇
っ
て
き
た
。
そ
の
祖
父
に
対
し
自
分
に
は
「
今
日
祖
母
に
会
い
に
行
き
た
い

と
思
う
が
」
と
い
う
相
談
す
る
よ
う
な
気
持
が
浮
か
ん
だ
。「
会
い
に
行
っ
た
ら
よ
か

ろ
う
」
と
す
ぐ
そ
の
祖
父
が
答
え
た
。
自
分
の
想
像
が
祖
父
に
そ
う
答
え
さ
し
た
と

い
う
に
し
て
は
あ
ま
り
に
明
ら
か
に
、
あ
ま
り
に
自
然
に
、
す
ぐ
そ
れ
が
浮
か
ん
だ
。

そ
れ
は
夢
の
な
か
で
出
会
う
人
の
よ
う
に
客
観
性
を
も
っ
て
い
て
、
自
分
に
は
い
か
に

も
生
き
て
い
た
時
の
祖
父
ら
し
か
っ
た
。
自
分
は
そ
の
簡
単
な
言
葉
の
う
ち
に
年
寄
っ

た
祖
母
に
対
す
る
祖
父
の
愛
撫
を
さ
え
感
じ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
し
て
そ
の
時

自
分
の
心
は
不
快
か
ら
明
ら
か
に
父
を
非
難
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
自
分

の
心
に
蘇
っ
て
い
る
祖
父
に
は
少
し
も
父
を
非
難
す
る
調
子
は
な
か
っ
た
。（
一
）

　「
和
解
」
は
、
志
賀
直
哉
が
三
十
四
歳
の
と
き
の
執
筆
で
あ
り
、
二
十
九
歳
の
と
き
に
書

い
た
「
大
津
順
吉
」
か
ら
は
五
年
の
年
月
を
数
え
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
家
を
出
て
、
尾
道

で
の
生
活
が
あ
り
、
山
手
線
で
の
事
故
が
あ
り
、
そ
の
後
も
帰
郷
と
転
居
（
松
江
、
京
都
）

を
く
り
返
し
て
い
ま
す
。
大
正
三
年
に
は
、
武
者
小
路
実
篤
の
従
妹
勘
解
由
小
路
康さ

だ

子
と
結

婚
も
し
て
い
て
、
そ
れ
が
父
親
と
の
さ
ら
な
る
不
和
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
前
年

に
我
孫
子
に
転
居
し
た
志
賀
は
、
そ
こ
で
最
初
の
子
（
長
女
慧さ

と
こ子

）
を
亡
く
し
て
い
ま
す
。

大
正
六
年
に
な
り
、
三
年
間
の
沈
黙
を
破
っ
て
「
城
の
崎
に
て
」「
佐
々
木
の
場
合
」
を
発

表
し
た
後
、
九
月
に
「
和
解
」
は
書
か
れ
ま
し
た
。
志
賀
に
は
厳
し
い
自
己
省
察
の
姿
勢
が

以
前
か
ら
あ
っ
て
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
八
月
末
に
実
際
に
父
親
と
の
和
解
が

す
ん
で
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
た
憶
測
や
想
像
を
す
る
「
自
分
」
に

は
、
随
分
素
直
な
と
こ
ろ
が
見
え
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
前
に
も
書
い
た
ご
と
く
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
で
父
に
対
す
る
私
怨
を
晴
ら

す
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
い
う
考
え
が
筆
の
進
み
を
な
か
な
か
に
邪
魔
を
し

た
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
私
怨
を
含
ん
で
い
る
自
分
が
自
分
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
全
体
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
に
心
か
ら
父
に
同
情
し
て
い
る
自
分

が
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。
の
み
な
ら
ず
ち
ょ
う
ど
十
一
年
前
父
が
「
こ
れ
か
ら
は
ど

ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
決
し
て
あ
い
つ
の
た
め
に
は
涙
は
こ
ぼ
れ
な
い
」
と
人
に
言
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
父
が
そ
う
言
い
出
し
た
前
に
自
分
が
父
に
対
し
て
現
わ
し
た
あ
る

態
度
を
憶
う
と
自
分
は
い
つ
も
ぞ
ッ
と
し
た
。
父
と
し
て
子
か
ら
こ
ん
な
態
度
を
と
ら

れ
た
人
間
が
こ
れ
ま
で
何
人
あ
ろ
う
。
自
分
が
父
と
し
て
子
に
そ
ん
な
態
度
を
と
ら
れ

た
場
合
を
想
像
し
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
気
が
し
た
。
父
が
そ
う
言
っ
た
と
聞
い
た
時

に
父
の
言
う
こ
と
は
無
理
で
な
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
自
分
も
孤
独
を
感
じ
た
。（
三
）

　
志
賀
直
哉
が
「
和
解
」
で
見
せ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
過
去
を
正
確
に
再
現
で
き
る
力
や

自
己
を
客
観
的
に
分
析
す
る
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
者
に
対
す
る
感
応
力
の
大
き
さ
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で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
同
程
度
の
反
発
力
に
も
な
り
ま
す
。
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
感

じ
、
考
え
る
こ
と
が
、
自
分
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
く
ら
い
に
切
迫
し

た
力
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
父
と
の
和
解
の
場
面
の
表
現
を
見
ま
し
ょ
う
。

自
分
は
亢
奮
か
ら
そ
れ
ら
を
ま
る
で
怒
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
調
子
で
言
っ
て
い
た
。

最
初
か
ら
た
び
た
び
母
に
請
け
合
っ
た
穏
や
か
に
、
あ
る
い
は
静
か
に
と
い
う
調
子

と
は
全
く
別
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
場
合
に
生
ま
れ
た
、最
も
自
然
な
調
子
で
、

こ
れ
よ
り
父
と
の
関
係
で
適
切
な
調
子
は
他
に
な
い
よ
う
な
気
が
今
に
な
れ
ば
す
る
。

（
中
略
）

「
実
は
俺
も
だ
ん
だ
ん
年
は
取
っ
て
く
る
し
、
貴
様
と
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
関
係
を
続

け
て
い
く
こ
と
は
実
に
苦
し
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
腹
か
ら
貴
様
を
憎
い
と
思
っ
た
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
先
年
貴
様
が
家う

ち

を
出
る
と
言
い
出
し
て
、
再
三
言
っ
て
も
き
か
な

い
。
俺
も
実
に
当
惑
し
た
。
仕
方
な
く
承
知
は
し
た
も
の
の
、
俺
の
方
か
ら
貴
様
を
出

そ
う
と
い
う
考
え
は
少
し
も
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
の
こ
と
も
…
…
」

　
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
う
ち
に
父
は
泣
き
出
し
た
。
自
分
も
泣
き
出
し
た
。
二

人
は
も
う
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
自
分
の
後
ろ
で
叔
父
が
何
か
言
い
出
し
た
が
、
そ

の
う
ち
叔
父
も
声
を
挙
げ
て
泣
き
出
し
た
。（
一
三
）

　「
今
に
な
れ
ば
す
る
」
と
い
う
記
述
は
、
分
析
者
の
冷
静
さ
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

実
際
に
そ
う
い
う
行
動
を
と
っ
た
自
分
に
対
す
る
信
頼
の
再
確
認
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
と

き
は
必
ず
し
も
意
識
し
て
そ
う
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
振

り
返
っ
て
み
て
、
そ
れ
が
「
最
も
自
然
」
で
「
適
切
」
で
あ
っ
た
と
思
え
る
か
た
ち
で
実
際

に
行
動
で
き
て
い
た
、「
自
己
本
位
」
を
他
者
と
の
関
係
の
中
で
見
失
う
こ
と
な
く
保
持
で

き
て
い
た
と
自
身
で
も
う
一
度
確
認
し
て
い
る
の
で
す
。

　
次
に
後
半
に
傍
線
を
引
い
た
部
分
の
「
二
人
」
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
父
は
」「
自
分
も
」

と
き
て
、「
私
た
ち
は
」
で
は
な
く
、一
見
そ
れ
よ
り
も
距
離
を
と
っ
た
か
に
見
え
る
「
二
人
」

と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
登
場
人
物
よ
り
も
語
り
手
の
ほ

う
が
情
報
量
が
あ
り
、
客
観
的
に
事
態
を
眺
め
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
自
分
」
自
身
を
も
い
っ
た
ん
は
世
界
の
側
に
投
げ
出

し
た
う
え
で
、
相
手
の
位
置
か
ら
も
自
分
と
同
じ
距
離
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
、「
二
人
」

と
い
う
三
人
称
的
呼
称
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
む
し
ろ
見
守

り
の
視
線
で
あ
り
温
か
い
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
〈
共
感
〉
と
呼
べ
る
も
の
が
、
こ
の

「
二
人
」
に
は
通
い
合
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
同
じ
書
き
方
は
、
た
と
え
ば
息
子
直
吉
と
の
関
西
・
宇
奈
月
・
赤
倉
へ
の
旅
を
綴
っ
た
『
早

春
の
旅
』（
昭
和
十
六
年
）
に
も
、「
私
は
今
ま
で
の
旅
も
楽
し
か
つ
た
が
、
直
吉
が
喜
ぶ
だ

ら
う
、
こ
れ
か
ら
の
旅
も
楽
し
い
気
が
し
た
。
二
人
は
何
と
な
く
快
活
な
気
分
に
な
つ
て
ゐ

た
」（
三
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
二
人
」
も
〈
共
感
〉
を
表
現
す
る
「
二
人
」
で
す
。
こ

こ
で
も
語
り
手
は
、「
私
」
か
ら
捉
え
た
ま
ま
に
「
私
た
ち
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
私
」

の
立
場
を
い
っ
た
ん
手
放
し
、「
私
」
を
直
吉
と
同
じ
距
離
に
あ
る
「
二
人
」
の
一
員
と
し
、

そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
と
相
手
と
の
「
距
離
」
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る

の
で
す
。

　
こ
う
し
た
心
の
通
い
合
い
の
独
自
な
捉
え
方
が
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
実
際
に
〈
共
感
〉

が
成
立
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
を
表
現
と
し
て
可
能
た
ら
し
め
て

い
る
の
は
、「
本
位
」
に
す
べ
き
「
自
己
」
で
は
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
は
そ
れ
を
離
れ
去

る
と
い
う
〈
作
者
〉
の
方
法
的
意
識
、
す
な
わ
ち
「
去
私
」
と
い
う
態
度
へ
の
自
覚
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　五

　〈共
感
〉
と
い
う
方
法

　あ
る
い
は

　漱
石
へ
の
態
度

　
最
後
に
、
志
賀
の
作
品
に
う
か
が
え
る
漱
石
作
品
に
対
す
る
批
評
を
見
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
次
に
引
く
の
は
、
や
は
り
「
和
解
」
で
、
そ
の
結
び
に
近
い
場
面
で
す
。

　
笛
が
な
る
と
、
皆み

ん
な

は
「
さ
よ
な
ら
」
と
言
っ
た
。
自
分
は
帽
子
に
手
を
掛
け
て

此こ
っ
ち方

を
見
て
い
る
父
の
眼
を
見
な
が
ら
お
辞
儀
を
し
た
。
父
は
、

「
あ
あ
」
と
言
っ
て
少
し
首
を
下
げ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
分
は
な
ん
だ
か
足
り
な

か
っ
た
。
自
分
は
し
か
め
面つ

ら

と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ
妙
な
表
情
を
し
な
が
ら
な
お

父
の
眼
を
見
た
。
す
る
と
突
然
父
の
眼
に
は
あ
る
表
情
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
が
自
分

の
求
め
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
意
識
せ
ず
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
自
分
は
心

と
心
の
触
れ
合
う
快
感
と
亢
奮
と
で
ま
す
ま
す
し
か
め
面
と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ

顔
を
し
た
。（
一
五
）

　
す
ぐ
に
思
い
つ
か
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
は
漱
石
『
草
枕
』
を
彷
彿
さ
せ
る
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も
の
が
あ
り
ま
す
。
志
賀
が
『
草
枕
』
を
反
復
し
つ
つ
も
、
ど
の
点
に
差
異
を
つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
見
て
み
ま
す
。『
草
枕
』
の
結
び
で
す
。

「
あ
ぶ
な
い
。
出
ま
す
よ
」
と
云
う
声
の
下
か
ら
、
未
練
の
な
い
鉄て

っ
し
ゃ車

の
音
が
ご
っ
と

り
ご
っ
と
り
と
調
子
を
取
っ
て
動
き
出
す
。
窓
は
一
つ
一
つ
、
余わ

れ
わ
れ等

の
前
を
通
る
。
久

一
さ
ん
の
顔
が
小
さ
く
な
っ
て
、
最
後
の
三
等
列
車
が
、
余
の
前
を
通
る
と
き
、
窓

の
中
か
ら
、
ま
た
一
つ
顔
が
出
た
。

　
茶
色
の
は
げ
た
中
折
帽
の
下
か
ら
、
髯ひ

げ

だ
ら
け
な
野
武
士
が
名
残
り
惜お

し
げ気

に
首
を

出
し
た
。
そ
の
と
き
、
那
美
さ
ん
と
野
武
士
は
思
わ
ず
顔
を
見み

あ
わ合

せ
た
。
鉄
車
は
ご

と
り
ご
と
り
と
運
転
す
る
。
野
武
士
の
顔
は
す
ぐ
消
え
た
。
那
美
さ
ん
は
茫
然
と
し
て
、

行
く
汽
車
を
見
送
る
。
そ
の
茫
然
の
う
ち
に
は
不
思
議
に
も
今
ま
で
か
つ
て
見
た
事

の
な
い
「
憐
れ
」
が
一
面
に
浮
い
て
い
る
。

「
そ
れ
だ
！

　
そ
れ
だ
！

　
そ
れ
が
出
れ
ば
画え

に
な
り
ま
す
よ
」
と
余
は
那
美
さ
ん
の

肩
を
叩
き
な
が
ら
小
声
に
云
っ
た
。
余
が
胸
中
の
画
面
は
こ
の
咄
嗟
の
際
に
成
就
し

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
那
美
さ
ん
の
「
表
情
」
は
、
あ
く
ま
で
画
家
の
心
の
中
の
「
画
」
を
完
成
さ
せ
る

も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
現
れ
る
ま
で
は
そ
れ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
以

前
か
ら
そ
の
欠
如
を
意
識
し
て
追
い
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
画
工
が
こ
の
と
き
那
美

さ
ん
の
心
中
な
ど
か
ら
は
身
を
離
し
て
、余
裕
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
見
え
た「
表

情
」
と
も
い
え
る
の
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
つ
ま
り
は
「
非
人
情
」
と
い
う
「
距
離
」

で
あ
り
、悪
く
い
え
ば
「
傍
観
」
で
す
。
那
美
さ
ん
の
「
自
己
」
は
、「
野
武
士
」
に
も
「
余
」

に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
漂
っ
た
ま
ま
で
す
。
こ
こ
で
は
漱
石
は
「
自
己
」
を
離
れ

よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
他
者
の
「
自
己
」
を
絵
画
の
要
素
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
目
的
だ
っ
た
と
い
え
ば
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
他
者
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
じ
つ
は

「
自
己
本
位
」
も
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。

　
対
し
て
志
賀
の
「
和
解
」
の
父
の
「
表
情
」
は
、「
自
分
」
と
父
と
の
二
人
の
距
離
を
な

く
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
分
」
が
意
識
せ
ず
に
求
め
て
い
た
も

の
で
あ
っ
て
、「
自
分
」
の
「
し
か
め
面
と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ
顔
」
と
対
応
し
て
い
ま

す
。
父
と
の
共
感
の
証
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
い
て
「
自
己
」
は
手

放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
己
」
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
肯
定
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
他
者
と
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、「
和
解
」
に
は
、『
草
枕
』
の
単
純
な
模
倣
、
繰
り
返
し
で
は
な
く
、

「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両
立
を
表
現
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
は
、

そ
こ
に
一
定
の
進
展
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　
今
度
は
『
暗
夜
行
路
』
が
漱
石
の
『
道
草
』
を
批
判
し
『
明
暗
』
を
継
ぐ
作
品
で
あ
る
こ

と
を
、
こ
れ
も
例
示
的
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
『
道
草
』
の
結
び
か
ら
で
す
。

　
細
君
の
顔
に
は
不
審
と
反
抗
の
色
が
見
え
た
。

「
じ
ゃ
ど
う
す
れ
ば
本
当
に
片
付
く
ん
で
す
」

「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆ほ

と

ん
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
。
一
遍
起
っ
た
事
は
何
時

ま
で
も
続
く
の
さ
。
た
だ
色
々
な
形
に
変
る
か
ら
他ひ

と

に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る

だ
け
の
事
さ
」

　
健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
よ
う
に
苦
々
し
か
っ
た
。
細
君
は
黙
っ
て
赤
ん
坊
を
抱

き
上
げ
た
。

「
お
お
好い

い
子
だ
好
い
子
だ
。
御
父
さ
ま
の
仰

お
っ
し

ゃ
る
事
は
何
だ
か
ち
っ
と
も
分
り
ゃ
し

な
い
わ
ね
」

　
細
君
は
こ
う
い
い
い
い
、
幾い

く
た
び度

か
赤
い
頬ほ

お

に
接せ

っ
ぷ
ん吻

し
た
。

　
次
に
『
暗
夜
行
路
』
の
結
び
を
並
べ
て
み
ま
す
。

「
赤
ち
ゃ
ん
は
連
れ
て
来
な
か
っ
た
の
か
」

「
置
い
て
参
り
ま
し
た
」

（
中
略
）

　
謙
作
は
黙
っ
て
、
直
子
の
顔
を
、
眼
で
撫
で
ま
わ
す
よ
う
に
只
視
て
い
る
。
そ
れ

は
直
子
に
は
、
未
だ
嘗
て
何
人
に
も
見
た
事
の
な
い
、
柔
ら
か
な
、
愛
情
に
満
ち
た

眼
差
し
に
思
わ
れ
た
。

（
中
略
）

　
謙
作
は
疲
れ
た
ら
し
く
、
手
を
握
ら
し
た
ま
ま
眼
を
つ
む
っ
て
了
っ
た
。
穏
や
か

な
顔
だ
っ
た
。
直
子
は
謙
作
の
こ
う
い
う
顔
を
初
め
て
見
る
よ
う
に
思
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
人
は
こ
の
儘ま

ま

、
助
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
然
し
、
不
思
議
に
、

そ
れ
は
直
子
を
そ
れ
程
、
悲
し
ま
せ
な
か
っ
た
。
直
子
は
引
込
ま
れ
る
よ
う
に
何い

つ時
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ま
で
も
、
そ
の
顔
を
見
詰
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
直
子
は
、

「
助
か
る
に
し
ろ
、
助
か
ら
ぬ
に
し
ろ
、
兎
に
角
、
自
分
は
こ
の
人
を
離
れ
ず
、
何ど

こ所

ま
で
も
こ
の
人
に
随つ

い
て
行
く
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
事
を
切し

き
りに

思
い
つ
づ
け
た
。

　『
道
草
』
の
語
り
手
は
、
健
三
の
側
と
妻
子
の
側
に
分
け
た
、
互
い
に
通
わ
な
い
二
つ
の

世
界
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
健
三
に
妻
を
否
定
さ
せ
る
と
同
時
に
、
妻
に
も
健
三

を
否
定
さ
せ
て
い
ま
す
。
漱
石
は
、
や
は
り
上
か
ら
の
目
線
で
ど
ち
ら
も
否
定
し
て
い
る
と

考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
本
当
に
自
分
は
過
去
の
自
分
を
裁
け
る
ほ
ど
「
上
」
に
い

る
の
か
、
と
反
省
し
な
が
ら
、
自
分
も
他
人
も
肯
定
で
き
る
道
は
な
い
の
か
と
求
め
て
書
い

た
の
が
『
明
暗
』
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。『
明
暗
』
に
は
人
格
的
に
「
上
」
の
立
場
に

立
て
る
よ
う
な
登
場
人
物
は
い
ま
せ
ん
。
誰
も
が
自
分
勝
手
な
人
た
ち
で
す
。
こ
の
小
説
は

未
完
な
の
で
、
ど
ん
な
結
末
を
想
像
し
、
ど
ん
な
作
品
で
あ
る
か
を
解
釈
す
る
の
は
自
由
で

す
。

　
私
は
「
天
罰
」
が
下
っ
て
そ
の
仲
を
引
き
裂
い
た
り
、「
大
き
な
自
然
」
が
出
て
き
て
人

物
た
ち
を
調
和
さ
せ
る
よ
う
な
終
わ
り
方
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
希
望

的
観
測
と
し
て
で
す
が
、
お
延
が
「
小
さ
な
自
然
」
で
あ
る
「
自
己
」
を
貫
き
な
が
ら
、
し

か
も
そ
の
「
自
己
」
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
夫
で
あ
る
津
田
由
雄
と
い
う
他

人
と
心
と
心
を
通
い
合
わ
せ
る
＝
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
そ
う
い
う
小
説

だ
と
見
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
漱
石
は
そ
う
い
う
「
自
己
」
を
簡
単
に
手
放
さ
な
い
お
延

（
た
ち
）を
応
援
し
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
す
。人
間
の
エ
ゴ
を
赤
裸
々
に
え
ぐ
り
出
し
て
、

「
自
己
本
位
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
話
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
『
虞
美
人
草
』

と
基
本
的
に
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

　
そ
し
て
こ
の
、
自
分
を
小
さ
く
し
た
り
曲
げ
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
他
人
と
つ
な
が
れ
る
の
か
、と
い
う
問
い
を
、志
賀
直
哉
な
り
に
解
い
て
見
せ
た
の
が
『
暗

夜
行
路
』
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。〈
作
者
〉
は
そ

の
結
び
近
く
で
、
直
子
を
肯
定
す
る
た
め
に
視
点
を
直
子
に
移
し
て
い
ま
す
。
語
り
手
は
、

ほ
と
ん
ど
直
子
に
同
一
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
「
然

し
、
不
思
議
に
、
そ
れ
は
直
子
を
そ
れ
程
、
悲
し
ま
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
箇
所
は
、
先
に

見
た
「
城
の
崎
に
て
」
に
あ
る
「
そ
れ
は
寂
し
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
を
恐
怖
さ
せ
な
い

考
え
だ
っ
た
」
と
共
通
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
も
そ
れ
が
直
子
に
寄
り
添
っ

た
、
彼
女
と
一
体
化
し
た
語
り
手
の
語
り
口
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
赤
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
は
「
置
い
て
参
り
ま
し
た
」
と
あ
っ
て
、
志
賀
は
謙
作
と
直
子
を
二

人
き
り
で
向
か
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
子
供
を
間
に
挟
む
こ
と
で
、
個
人
同
士
と
し
て
の
二

人
の
問
題
を
曖
昧
に
は
終
わ
ら
せ
な
い
ぞ
と
い
う
、
私
に
は
『
道
草
』
に
対
す
る
批
判
の
姿

勢
が
み
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
謙
作
は
病
気
の
身
で
大
山
の
大
自
然
と
の
一
体
化
も
経
験
し
、

そ
の
「
自
己
」
は
限
り
な
く
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
他
者
と
も
大
変
つ
な

が
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
独
り
善
が
り
な
一
方
通
行
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
わ

な
い
た
め
に
、
直
子
の
側
か
ら
も
書
い
て
、
そ
れ
を
交
流
（
共
感
）
の
か
た
ち
に
し
て
い
る

の
で
す
。「
去
私
」、
す
な
わ
ち
「
自
己
」
を
離
れ
去
る
こ
と
を
、
た
だ
の
思
い
込
み
や
自
己

満
足
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　
そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
「
随つ

い
て
行
」
こ
う
と
す
る
直
子
は
、
そ
の
「
自
己
」
を
た
ん
に
他

人
に
預
け
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
個
人
と
し
て
自
分
の
道
を
選
択
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
と
き
、
謙
作
だ
け
が
直
哉
で
は
な
く
、
直
子
も
ま
た
も
う
一
人
の
志
賀
直
哉
で
す
。

未
来
の
決
断
に
あ
た
っ
て
、
自
分
で
自
分
を
し
っ
か
り
も
っ
て
、
な
お
か
つ
他
人
と
つ
な
が

ろ
う
と
し
て
い
る
、
―
夫
婦
は
、
互
い
に
家
族
の
一
員
で
す
が
、
血
縁
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん

―
、
も
う
一
人
の
直
哉
で
す
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
自
己
」
を
貫
き
な

が
ら
、
同
時
に
「
自
己
」
を
去
る
こ
と
で
、
他
者
と
結
ば
れ
よ
う
と
い
う
姿
勢
な
の
で
す
。

　
　六

　む
す
び
に
代
え
て

　
志
賀
直
哉
の
〈
自
己
へ
の
態
度
〉
に
つ
い
て
、
と
く
に
志
賀
の
そ
れ
に
欠
け
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　「
自
己
を
知
る
」
こ
と
、
そ
の
行
程
を
志
賀
直
哉
は
、「
自
己
」（
を
含
め
た
世
界
）
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
辿
ろ
う
と
し
て
い
た
は
ず
で

す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
志
賀
が
父
親
と
「
和
解
」
し
た
た
め
に
そ
の
「
不
和
の
原
因
」
が
つ
い

に
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
―
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
「
社
会
」
に
つ
な
が
る
問
題

で
す
か
ら
―
、
生
活
者
と
し
て
は
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
支
障
に
つ
い
て
当
然

恐
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
小
説
家
と
し
て
は
そ
の
こ
と
を
書
か
ず
に
し
ま
う
こ

と
を
も
っ
と
恐
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
自
分
の
「
自
己
」
を
そ

の
よ
う
に
作
り
上
げ
た
条
件
と
し
て
の
「
階
級
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
有
島
武
郎
ほ
ど

に
は
、
そ
れ
を
「
問
題
」
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
志
賀
は
、「
社
会
」
や
「
自
然
」
と
単
に
「
和
解
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
説
家
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も
の
が
あ
り
ま
す
。
志
賀
が
『
草
枕
』
を
反
復
し
つ
つ
も
、
ど
の
点
に
差
異
を
つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
見
て
み
ま
す
。『
草
枕
』
の
結
び
で
す
。

「
あ
ぶ
な
い
。
出
ま
す
よ
」
と
云
う
声
の
下
か
ら
、
未
練
の
な
い
鉄て

っ
し
ゃ車

の
音
が
ご
っ
と

り
ご
っ
と
り
と
調
子
を
取
っ
て
動
き
出
す
。
窓
は
一
つ
一
つ
、
余わ

れ
わ
れ等

の
前
を
通
る
。
久

一
さ
ん
の
顔
が
小
さ
く
な
っ
て
、
最
後
の
三
等
列
車
が
、
余
の
前
を
通
る
と
き
、
窓

の
中
か
ら
、
ま
た
一
つ
顔
が
出
た
。

　
茶
色
の
は
げ
た
中
折
帽
の
下
か
ら
、
髯ひ

げ

だ
ら
け
な
野
武
士
が
名
残
り
惜お

し
げ気

に
首
を

出
し
た
。
そ
の
と
き
、
那
美
さ
ん
と
野
武
士
は
思
わ
ず
顔
を
見み

あ
わ合

せ
た
。
鉄
車
は
ご

と
り
ご
と
り
と
運
転
す
る
。
野
武
士
の
顔
は
す
ぐ
消
え
た
。
那
美
さ
ん
は
茫
然
と
し
て
、

行
く
汽
車
を
見
送
る
。
そ
の
茫
然
の
う
ち
に
は
不
思
議
に
も
今
ま
で
か
つ
て
見
た
事

の
な
い
「
憐
れ
」
が
一
面
に
浮
い
て
い
る
。

「
そ
れ
だ
！

　
そ
れ
だ
！

　
そ
れ
が
出
れ
ば
画え

に
な
り
ま
す
よ
」
と
余
は
那
美
さ
ん
の

肩
を
叩
き
な
が
ら
小
声
に
云
っ
た
。
余
が
胸
中
の
画
面
は
こ
の
咄
嗟
の
際
に
成
就
し

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
那
美
さ
ん
の
「
表
情
」
は
、
あ
く
ま
で
画
家
の
心
の
中
の
「
画
」
を
完
成
さ
せ
る

も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
現
れ
る
ま
で
は
そ
れ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
以

前
か
ら
そ
の
欠
如
を
意
識
し
て
追
い
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
画
工
が
こ
の
と
き
那
美

さ
ん
の
心
中
な
ど
か
ら
は
身
を
離
し
て
、余
裕
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
見
え
た「
表

情
」
と
も
い
え
る
の
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
つ
ま
り
は
「
非
人
情
」
と
い
う
「
距
離
」

で
あ
り
、悪
く
い
え
ば
「
傍
観
」
で
す
。
那
美
さ
ん
の
「
自
己
」
は
、「
野
武
士
」
に
も
「
余
」

に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
漂
っ
た
ま
ま
で
す
。
こ
こ
で
は
漱
石
は
「
自
己
」
を
離
れ

よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
他
者
の
「
自
己
」
を
絵
画
の
要
素
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
目
的
だ
っ
た
と
い
え
ば
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
他
者
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
じ
つ
は

「
自
己
本
位
」
も
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。

　
対
し
て
志
賀
の
「
和
解
」
の
父
の
「
表
情
」
は
、「
自
分
」
と
父
と
の
二
人
の
距
離
を
な

く
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
分
」
が
意
識
せ
ず
に
求
め
て
い
た
も

の
で
あ
っ
て
、「
自
分
」
の
「
し
か
め
面
と
も
泣
き
面
と
も
つ
か
ぬ
顔
」
と
対
応
し
て
い
ま

す
。
父
と
の
共
感
の
証
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
い
て
「
自
己
」
は
手

放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
己
」
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
肯
定
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
他
者
と
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、「
和
解
」
に
は
、『
草
枕
』
の
単
純
な
模
倣
、
繰
り
返
し
で
は
な
く
、

「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両
立
を
表
現
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
は
、

そ
こ
に
一
定
の
進
展
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　
今
度
は
『
暗
夜
行
路
』
が
漱
石
の
『
道
草
』
を
批
判
し
『
明
暗
』
を
継
ぐ
作
品
で
あ
る
こ

と
を
、
こ
れ
も
例
示
的
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
『
道
草
』
の
結
び
か
ら
で
す
。

　
細
君
の
顔
に
は
不
審
と
反
抗
の
色
が
見
え
た
。

「
じ
ゃ
ど
う
す
れ
ば
本
当
に
片
付
く
ん
で
す
」

「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆ほ

と

ん
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
。
一
遍
起
っ
た
事
は
何
時

ま
で
も
続
く
の
さ
。
た
だ
色
々
な
形
に
変
る
か
ら
他ひ

と

に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る

だ
け
の
事
さ
」

　
健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
よ
う
に
苦
々
し
か
っ
た
。
細
君
は
黙
っ
て
赤
ん
坊
を
抱

き
上
げ
た
。

「
お
お
好い

い
子
だ
好
い
子
だ
。
御
父
さ
ま
の
仰

お
っ
し

ゃ
る
事
は
何
だ
か
ち
っ
と
も
分
り
ゃ
し

な
い
わ
ね
」

　
細
君
は
こ
う
い
い
い
い
、
幾い

く
た
び度

か
赤
い
頬ほ

お

に
接せ

っ
ぷ
ん吻

し
た
。

　
次
に
『
暗
夜
行
路
』
の
結
び
を
並
べ
て
み
ま
す
。

「
赤
ち
ゃ
ん
は
連
れ
て
来
な
か
っ
た
の
か
」

「
置
い
て
参
り
ま
し
た
」

（
中
略
）

　
謙
作
は
黙
っ
て
、
直
子
の
顔
を
、
眼
で
撫
で
ま
わ
す
よ
う
に
只
視
て
い
る
。
そ
れ

は
直
子
に
は
、
未
だ
嘗
て
何
人
に
も
見
た
事
の
な
い
、
柔
ら
か
な
、
愛
情
に
満
ち
た

眼
差
し
に
思
わ
れ
た
。

（
中
略
）

　
謙
作
は
疲
れ
た
ら
し
く
、
手
を
握
ら
し
た
ま
ま
眼
を
つ
む
っ
て
了
っ
た
。
穏
や
か

な
顔
だ
っ
た
。
直
子
は
謙
作
の
こ
う
い
う
顔
を
初
め
て
見
る
よ
う
に
思
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
人
は
こ
の
儘ま

ま

、
助
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
然
し
、
不
思
議
に
、

そ
れ
は
直
子
を
そ
れ
程
、
悲
し
ま
せ
な
か
っ
た
。
直
子
は
引
込
ま
れ
る
よ
う
に
何い

つ時
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ま
で
も
、
そ
の
顔
を
見
詰
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
直
子
は
、

「
助
か
る
に
し
ろ
、
助
か
ら
ぬ
に
し
ろ
、
兎
に
角
、
自
分
は
こ
の
人
を
離
れ
ず
、
何ど

こ所

ま
で
も
こ
の
人
に
随つ

い
て
行
く
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
事
を
切し

き
りに

思
い
つ
づ
け
た
。

　『
道
草
』
の
語
り
手
は
、
健
三
の
側
と
妻
子
の
側
に
分
け
た
、
互
い
に
通
わ
な
い
二
つ
の

世
界
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
健
三
に
妻
を
否
定
さ
せ
る
と
同
時
に
、
妻
に
も
健
三

を
否
定
さ
せ
て
い
ま
す
。
漱
石
は
、
や
は
り
上
か
ら
の
目
線
で
ど
ち
ら
も
否
定
し
て
い
る
と

考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
本
当
に
自
分
は
過
去
の
自
分
を
裁
け
る
ほ
ど
「
上
」
に
い

る
の
か
、
と
反
省
し
な
が
ら
、
自
分
も
他
人
も
肯
定
で
き
る
道
は
な
い
の
か
と
求
め
て
書
い

た
の
が
『
明
暗
』
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。『
明
暗
』
に
は
人
格
的
に
「
上
」
の
立
場
に

立
て
る
よ
う
な
登
場
人
物
は
い
ま
せ
ん
。
誰
も
が
自
分
勝
手
な
人
た
ち
で
す
。
こ
の
小
説
は

未
完
な
の
で
、
ど
ん
な
結
末
を
想
像
し
、
ど
ん
な
作
品
で
あ
る
か
を
解
釈
す
る
の
は
自
由
で

す
。

　
私
は
「
天
罰
」
が
下
っ
て
そ
の
仲
を
引
き
裂
い
た
り
、「
大
き
な
自
然
」
が
出
て
き
て
人

物
た
ち
を
調
和
さ
せ
る
よ
う
な
終
わ
り
方
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
希
望

的
観
測
と
し
て
で
す
が
、
お
延
が
「
小
さ
な
自
然
」
で
あ
る
「
自
己
」
を
貫
き
な
が
ら
、
し

か
も
そ
の
「
自
己
」
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
夫
で
あ
る
津
田
由
雄
と
い
う
他

人
と
心
と
心
を
通
い
合
わ
せ
る
＝
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
そ
う
い
う
小
説

だ
と
見
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
漱
石
は
そ
う
い
う
「
自
己
」
を
簡
単
に
手
放
さ
な
い
お
延

（
た
ち
）を
応
援
し
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
す
。人
間
の
エ
ゴ
を
赤
裸
々
に
え
ぐ
り
出
し
て
、

「
自
己
本
位
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
話
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
『
虞
美
人
草
』

と
基
本
的
に
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

　
そ
し
て
こ
の
、
自
分
を
小
さ
く
し
た
り
曲
げ
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
他
人
と
つ
な
が
れ
る
の
か
、と
い
う
問
い
を
、志
賀
直
哉
な
り
に
解
い
て
見
せ
た
の
が
『
暗

夜
行
路
』
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。〈
作
者
〉
は
そ

の
結
び
近
く
で
、
直
子
を
肯
定
す
る
た
め
に
視
点
を
直
子
に
移
し
て
い
ま
す
。
語
り
手
は
、

ほ
と
ん
ど
直
子
に
同
一
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
「
然

し
、
不
思
議
に
、
そ
れ
は
直
子
を
そ
れ
程
、
悲
し
ま
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
箇
所
は
、
先
に

見
た
「
城
の
崎
に
て
」
に
あ
る
「
そ
れ
は
寂
し
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
を
恐
怖
さ
せ
な
い

考
え
だ
っ
た
」
と
共
通
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
も
そ
れ
が
直
子
に
寄
り
添
っ

た
、
彼
女
と
一
体
化
し
た
語
り
手
の
語
り
口
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
赤
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
は
「
置
い
て
参
り
ま
し
た
」
と
あ
っ
て
、
志
賀
は
謙
作
と
直
子
を
二

人
き
り
で
向
か
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
子
供
を
間
に
挟
む
こ
と
で
、
個
人
同
士
と
し
て
の
二

人
の
問
題
を
曖
昧
に
は
終
わ
ら
せ
な
い
ぞ
と
い
う
、
私
に
は
『
道
草
』
に
対
す
る
批
判
の
姿

勢
が
み
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
謙
作
は
病
気
の
身
で
大
山
の
大
自
然
と
の
一
体
化
も
経
験
し
、

そ
の
「
自
己
」
は
限
り
な
く
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
他
者
と
も
大
変
つ
な

が
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
独
り
善
が
り
な
一
方
通
行
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
わ

な
い
た
め
に
、
直
子
の
側
か
ら
も
書
い
て
、
そ
れ
を
交
流
（
共
感
）
の
か
た
ち
に
し
て
い
る

の
で
す
。「
去
私
」、
す
な
わ
ち
「
自
己
」
を
離
れ
去
る
こ
と
を
、
た
だ
の
思
い
込
み
や
自
己

満
足
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　
そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
「
随つ

い
て
行
」
こ
う
と
す
る
直
子
は
、
そ
の
「
自
己
」
を
た
ん
に
他

人
に
預
け
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
個
人
と
し
て
自
分
の
道
を
選
択
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
と
き
、
謙
作
だ
け
が
直
哉
で
は
な
く
、
直
子
も
ま
た
も
う
一
人
の
志
賀
直
哉
で
す
。

未
来
の
決
断
に
あ
た
っ
て
、
自
分
で
自
分
を
し
っ
か
り
も
っ
て
、
な
お
か
つ
他
人
と
つ
な
が

ろ
う
と
し
て
い
る
、
―
夫
婦
は
、
互
い
に
家
族
の
一
員
で
す
が
、
血
縁
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん

―
、
も
う
一
人
の
直
哉
で
す
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
自
己
」
を
貫
き
な

が
ら
、
同
時
に
「
自
己
」
を
去
る
こ
と
で
、
他
者
と
結
ば
れ
よ
う
と
い
う
姿
勢
な
の
で
す
。

　
　六

　む
す
び
に
代
え
て

　
志
賀
直
哉
の
〈
自
己
へ
の
態
度
〉
に
つ
い
て
、
と
く
に
志
賀
の
そ
れ
に
欠
け
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
も
少
し
ふ
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　「
自
己
を
知
る
」
こ
と
、
そ
の
行
程
を
志
賀
直
哉
は
、「
自
己
」（
を
含
め
た
世
界
）
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
辿
ろ
う
と
し
て
い
た
は
ず
で

す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
志
賀
が
父
親
と
「
和
解
」
し
た
た
め
に
そ
の
「
不
和
の
原
因
」
が
つ
い

に
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
―
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
「
社
会
」
に
つ
な
が
る
問
題

で
す
か
ら
―
、
生
活
者
と
し
て
は
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
支
障
に
つ
い
て
当
然

恐
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
小
説
家
と
し
て
は
そ
の
こ
と
を
書
か
ず
に
し
ま
う
こ

と
を
も
っ
と
恐
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
自
分
の
「
自
己
」
を
そ

の
よ
う
に
作
り
上
げ
た
条
件
と
し
て
の
「
階
級
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
有
島
武
郎
ほ
ど

に
は
、
そ
れ
を
「
問
題
」
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
志
賀
は
、「
社
会
」
や
「
自
然
」
と
単
に
「
和
解
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
説
家
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と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
志
賀
直
哉
は
、「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両

立
と
い
う
漱
石
的
課
題
を
自
分
な
り
に
引
き
継
ぎ
、
―
じ
つ
は
そ
う
し
た
「
自
己
」
を
作
り

上
げ
る
政
治
や
経
済
の
有
様
、
社
会
に
お
け
る
権
力
の
構
造
と
い
っ
た
「
条
件
」
に
つ
い
て

は
、
漱
石
も
ま
た
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
追
究
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
―
、
そ
れ
に
自
分
な
り
の
答
え
方
を
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
志
賀
直
哉
が
「
和
解
」
に
お
い
て
、
自
覚
さ
れ
た
方
法
と
し
て
の
〈
共
感
〉

を
通
じ
て
「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両
立
を
か
な
り
表
現
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

例
示
的
に
は
確
認
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、『
暗
夜
行
路
』
に
つ
い
て
も
そ
う
な
り

ま
し
た
が
、
作
品
の
全
体
的
な
分
析
、
読
解
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
に
留
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、や
は
り
追
究
し
き
れ
な
か
っ
た
「
運
命
」
や
「
偶
然
」
の
問
題
が
、「
自

己
本
位
」
や
「
去
私
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
と
も
に
今
後
の

課
題
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
注

1	
　
志
賀
直
哉
「『
現
代
日
本
文
学
全
集
・
志
賀
直
哉
集
』
序
」（
改
造
社
、
一
九
二
八
年
）（『
志
賀
直
哉

全
集	

第
八
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
六
月
）。

2	
　
以
降
、「
去
私
」
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
則
天
去
私
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
則
天
」
部
分
を
省

略
し
た
一
般
的
な
意
味
と
し
て
扱
う
。

3	
　
西
垣
勤
「
志
賀
直
哉
」（『
白
樺
派
作
家
論
』、
有
精
堂
、
一
九
八
一
年
四
月
）。

4
　
志
賀
直
哉
「
続
創
作
余
談
」（『
改
造
』、
一
九
三
八
年
六
月
）（『
志
賀
直
哉
全
集

　
第
八
巻
』）。

5	
　
拙
稿
「
志
賀
直
哉
と
奈
良
―
あ
る
い
は
自
己
へ
の
態
度
―
」（
奈
良
高
等
工
業
専
門
学
校
紀
要
第

四
十
六
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）。

6	
　
夏
目
漱
石
「『
心
』
自
序
」（
一
九
一
四
年
九
月
）（『
夏
目
漱
石
全
集

　
第
十
六
巻
』、
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
四
月
）。

7	
　
本
多
秋
五
「
生
と
死
を
分
つ
透
明
な
膜
」（『
志
賀
直
哉
（
上
）』、
第
八
章
二
三
二
頁
、
岩
波
書
店

一
九
九
〇
年
一
月
）。

8	
　
下
岡
友
加
「
志
賀
直
哉
『
佐
々
木
の
場
合
』：
漱
石
へ
の
献
辞
の
意
味
」（「
近
代
文
学
試
論
」
第

四
十
四
号
、
広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）。

9	
　
古
川
裕
佳
「
女
中
は
軍
人
と
結
婚
す
べ
き
か
―
志
賀
直
哉
「
佐
々
木
の
場
合
」（『
日
本
近
代
文
学
』

第
六
十
七
集
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）（『
志
賀
直
哉
の
〈
家
庭
〉　
女
中
・
不
良
・
主
婦
』　
第
二
章
、
森

話
社
、
二
〇
一
一
年
二
月
）。

付
記

　
小
論
は
、
平
成
二
十
三
年
度
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
公
開
講
座
「
日
本
文
学
講
座
Ⅳ
」
第
三

回
「
夏
目
漱
石
と
志
賀
直
哉
」（
八
月
五
日
実
施
）
に
お
け
る
講
演
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た

も
の
で
す
。
漱
石
の
抱
え
て
い
た
「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
の
両
立
と
い
う
問
題
を
志
賀
直
哉
が
ど
う

引
き
継
ぎ
、
ど
う
応
え
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
場
を
与
え
て
下
さ
っ
た
参
加
者

の
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。


