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一
、
は
じ
め
に

夏
目
漱
石
の
随
想
『
硝
子
戸
の
中
』
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
一
月
一
三
日
か

ら
二
月
二
三
日
に
か
け
て
「
東
京
朝
日
新
聞
」
と
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
二
紙
上
に

掲
載
さ
れ
、
同
年
三
月
に
単
行
本
と
し
て
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た①
。
作
品
は
全

三
九
章
か
ら
成
り
、
筆
者
の
書
斎
で
起
こ
っ
た
出
来
事
や
幼
時
の
回
想
な
ど
を
題
材

に
し
た
述
懐
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
作
は
自
殺
に
向
か
う
「
先
生
」
を
描
い
た
『
心
』
と
、
結
末
で
「
世
の
中
に
片

付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ど
あ
り
や
し
な
い
」
と
語
る
健
三
を
描
い
た
『
道
草
』
と
の

間
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
で
は
多
く
の
論
者
が
こ
の
時
期
の
漱
石
の
思
想

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
最
終
章
の
「
微
笑
」
で

あ
り
、江
藤
淳
は
筆
者
が
そ
の
「
一
時
の
幸
福
な
安
息
」
の
中
に
「『
愛
』
の
神
話
が

信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、『
悟
達
』
の
神
話
を
信
じ
よ
う
と
」
し
た
と
評
し
て
い
る②
。

こ
れ
に
対
し
て
越
智
治
雄
は
「
近
代
を
超
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
け
っ
し
て

な
い
。
た
だ
、
そ
の
時
代
と
人
と
を
包
括
的
な
小
説
の
世
界
に
定
着
す
る
視
点
を
予

覚
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
」
と
述
べ
て
い
る③
。
ま
た
、
重
松
泰
雄
は
過
去

の
回
想
に
よ
る
「
自
己
救
済
の
効
用
」
を
重
視
し
、「『
微
笑
』
を
絶
や
さ
ぬ
彼
の
境

地
に
よ
っ
て
、
す
で
に
超
克
の
方
向
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
作
者
の
思
想
的

転
回
を
認
め
て
い
る④
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
柴
市
郎
が
「
テ
ク
ス
ト
の
目
的
論

的
進
行
に
従
っ
て
最
終
的
に
そ
こ
に
到
達
し
テ
ク
ス
ト
を
鎖
ざ
す
〝
結
末
〞
や
、
テ

ク
ス
ト
全
体
が
そ
の
一
点
へ
と
収
斂
さ
せ
ら
れ
る
〝
主
題
〞
で
は
あ
り
え
な
い
」⑤
と

指
摘
す
る
通
り
で
あ
っ
て
、「
微
笑
」
す
る
ま
で
の
過
程
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

硝
子
戸
の
中
か
ら
外
を
見
渡
す
と
、
霜
除
を
し
た
芭
蕉
だ
の
、
赤
い
実
の
結

つ
た
梅
も
ど
き
の
枝
だ
の
、
無
遠
慮
に
直
立
し
た
電
信
柱
だ
の
が
す
ぐ
眼
に
着

く
が
、
其
他
に
是
と
云
つ
て
数
へ
立
て
る
程
の
も
の
は
殆
ど
視
線
に
入
つ
て
来

な
い
。
書
斎
に
ゐ
る
私
の
眼
界
は
極
め
て
単
調
で
さ
う
し
て
又
極
め
て
狭
い
の

で
あ
る
。（
一
）

作
品
冒
頭
で
伝
え
ら
れ
る
「
私
」
は
「
殆
ど
表
へ
出
ず
」
に
書
斎
で
過
ご
す
こ
と

が
多
く
、「
世
間
の
様
子
は
ち
つ
と
も
分
ら
な
い
」
と
い
う
。
一
般
の
「
忙
し
い
人
」

た
ち
と
異
な
る
生
活
を
営
む
彼
は
「
世
の
中
は
大
変
多
事
」
で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ

け
で
、
そ
の
意
識
は
社
会
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
に
外
界
と
つ
な
が
る
硝
子

戸
か
ら
の
視
界
は
冬
を
伝
え
て
く
る
が
単
調
で
狭
い
。
第
一
章
で
語
ら
れ
て
い
る
の

は
寒
い
冬
に
書
斎
の
中
で
停
滞
し
た
日
々
を
過
ご
す
「
私
」
自
身
の
姿
で
あ
る
が
、

そ
の
「
小
さ
い
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔
離
し
て
ゐ
る
此
硝
子
戸
の
中
」
を
訪
ね
て

来
た
「
思
ひ
掛
け
な
い
人
」
や
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
「
思
ひ
掛
け
な
い
事
」
に
つ
い

て
書
き
綴
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
さ
う
し
た
種
類
の
文
字
が
、忙
し

い
人
の
眼
に
、
ど
れ
程
つ
ま
ら
な
く
映
る
だ
ら
う
か
と
懸
念
し
て
ゐ
る
」
と
し
な
が
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ら
も
、「
た
ゞ
春
に
何
か
書
い
て
見
ろ
と
云
は
れ
た
か
ら
、
自
分
以
外
に
あ
ま
り
関
係

の
な
い
詰
ら
ぬ
事
を
書
く
」
と
い
う
。
読
者
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る

危
険
を
冒
し
て
ま
で
あ
え
て
書
斎
の
中
で
起
き
た
出
来
事
に
つ
い
て
書
き
続
け
る
と

宣
言
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
「
私
」
自
身
が
現
状
に
閉
塞
感
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
を
図
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
作
品
の
展
開
に
重
き
を
置
い
て
分
析
考
察
を
行
う
。
様
々
な

人
物
や
話
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
語
り
に
お
い
て
何
が
問
題
と
さ
れ
そ

れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。「
心
持
が
悪
」
く
、「
た
ゞ
坐
つ
た
り

寐
た
り
し
て
其
日
其
日
を
送
つ
て
ゐ
る
丈
」
の
状
況
か
ら
始
め
ら
れ
た
語
り
の
中
に

「
微
笑
」
に
至
る
契
機
を
見
出
し
た
い
。

二
、〈
生
〉
と
〈
死
〉
を
め
ぐ
っ
て

『
硝
子
戸
の
中
』は
元
日
か
ら
の
連
載
を
期
し
て
大
阪
朝
日
新
聞
社
よ
り
執
筆
依
頼

が
な
さ
れ
た
が
、
漱
石
が
期
日
に
間
に
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
一
三
日
か
ら

の
掲
載
と
な
っ
た⑥
。

漱
石
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
一
月
一
四
日
付
林
原
耕
三
宛
書
簡
に
「
私
は
生

の
苦
痛
を
厭
ふ
と
同
時
に
無
理
に
生
か
ら
死
に
移
る
甚
し
き
苦
痛
を
一
番
厭
ふ
、
だ

か
ら
自
殺
は
や
り
度
な
い
夫
か
ら
私
の
死
を
択
ぶ
の
は
悲
観
で
は
な
い
厭
世
観
な
の

で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
。
ま
た
、松
浦
嘉
一
の
回
想
に
よ
る
と
同
年
の
一
一
月
二
六

日
に
行
わ
れ
た
木
曜
会
で
「
死
は
只
意
識
の
滅
亡
で
、
魂
が
い
よ
〳
〵
絶
対
境
に
入

る
目
出
度
い
状
態
で
あ
る
」と
発
言
し
て
い
る⑦
。
一
二
月
二
七
日
付
の
木
村
恒
宛
書
簡

に
は「
歳
は
行
き
詰
る
私
の
気
分
も
行
き
づ
ま
る
何
を
す
る
の
も
厭
で
あ
り
ま
す
」と

あ
り
、
年
末
に
な
っ
て
も
何
も
手
に
つ
か
な
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
何

よ
り
も
こ
の
年
の
一
一
月
か
ら
一
二
月
の
間
に
は
、『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
い
て
〈
生
〉

と
〈
死
〉
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
主
題
と
な
る
第
六
章
か
ら
第
八
章
ま
で
の
挿
話
の
素
材

と
な
っ
た
吉
永
秀
子
と
の
面
会⑧
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漱
石
は
「
気
分
」
の

「
行
き
づ
ま
」
り
の
原
因
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
つ
に
は

〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
問
題
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
そ
れ
が
作
品

内
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
行
き
た
い
。

第
六
章
と
第
七
章
に
お
い
て
、
過
去
の
「
深
い
恋
愛
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
熱
烈
な
記

憶
」
が
薄
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、「
も
し
先
生
が
小
説
を
御
書
き
に
な
る
場
合
に
は
、
其

女
の
始
末
を
何
う
な
さ
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
て
き
た
女
性
と
の
対
話
が
描
か
れ
て
い

る
。「
私
」
は
そ
の
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
の
問
い
に
明
確
な
回
答
が
出
来
ず
、

別
れ
際
に
「
死
な
ず
に
生
き
て
居
ら
つ
し
や
い
」
と
伝
え
た
と
い
う
。
続
く
第
八
章

で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
自
身
の
内
心
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
」
は
常
に
「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず

「
解
脱
す
る
事
が
出
来
な
い
」
で
「
生
に
執
着
」
し
、苦
し
む
女
性
に
対
し
て
「
凡
て

を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
に
従
つ
て
下
れ
」
と
生
き
続
け
る
こ
と
を
勧
め
る
方
が
「
適

当
」で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
と
い
う
。「
常
に
生
よ
り
も
死
を
尊
い
と
信
じ
て
ゐ
る
私

の
希
望
と
助
言
は
、
遂
に
此
不
愉
快
に
充
ち
た
生
と
い
ふ
も
の
を
超
越
す
る
事
が
出

来
な
か
つ
た
」
と
語
る
「
私
」
は
、
こ
の
女
性
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
自
ら
の
死
生

観
に
よ
っ
て
は
解
決
の
つ
か
な
い
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
問
題
に
直
面
し
、「
今
で
も
半

信
半
疑
の
眼
で
凝
と
自
分
を
眺
め
て
ゐ
」
る
。

「
私
」
の
「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
と
い
う
考
え
は
、「
死
と
い
ふ
も
の
を
生
よ

り
は
楽
な
も
の
」
と
信
じ
、「
人
間
と
し
て
達
し
得
る
最
上
至
福
の
状
態
」
と
思
う
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
〈
死
〉
そ
の
も
の
に
対
す
る
深
い
洞
察
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
不
愉
快
に
充
ち
た
生
」
に
対
す
る
反
感
に
由
来
し
て
い
る
。

〈
生
〉
の
嫌
悪
に
よ
る
〈
死
〉
の
肯
定
こ
そ
が
彼
の
「
希
望
」
の
実
態
で
あ
っ
た
。
依

然
と
し
て
「
解
脱
す
る
事
が
出
来
」
ず
に
「
生
に
執
着
し
て
ゐ
」
る
理
由
も
こ
こ
に

あ
り
、す
な
わ
ち
そ
こ
に
〈
死
〉
を
志
向
す
る
積
極
的
な
根
拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
私
」
に
は
元
よ
り
「
生
の
許
す
範
囲
内
」
で
の
助
言
し
か
為
し
得
な
か
っ
た
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。

ま
た
、「
私
」
は
〈
生
〉
へ
の
「
執
着
」
を
認
め
る
以
上
は
「
互
い
の
根
本
義
は
如

何
に
苦
し
く
て
も
如
何
に
醜
く
て
も
此
生
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
が

当
り
前
」
で
あ
り
、「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
行
く
か
と
い
ふ
狭
い
区
域
の
な
か
」
で

相
手
に
向
き
合
う
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」と
い
う
考

え
か
ら
〈
生
〉
と
〈
死
〉
を
捉
え
て
い
た
彼
に
と
っ
て
は
、
辛
い
〈
生
〉
を
ど
の
よ

う
に
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
狭
量
な
問
題
意
識
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、「
不
愉
快
に
充
ち
た
生
」
の
認
識
か
ら
「
生
よ
り
は
楽
な
も
の
」
と
し
て

〈
死
〉
を
位
置
付
け
て
い
る
「
私
」
に
こ
そ
、「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
行
く
か
」
と

い
う
観
点
か
ら
〈
生
〉
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た

だ
し
、
そ
の
こ
と
は
「
今
で
も
半
信
半
疑
の
眼
で
凝
と
自
分
を
眺
め
て
ゐ
」
る
と
語

る
時
点
の
「
私
」
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

漱
石
は
木
村
恒
宛
書
簡
に
「
歳
は
行
き
詰
る
私
の
気
分
も
行
き
づ
ま
る
何
を
す
る

の
も
厭
で
あ
り
ま
す
」
と
記
し
た
同
日
に
吉
永
秀
子
に
対
し
て
「
私
の
力
で
は
あ
な

た
を
ど
う
し
て
上
げ
る
訳
に
も
行
か
な
い
（
中
略
）
ど
う
ぞ
教
師
と
し
て
永
く
生
き
て

居
て
下
さ
い
」
と
書
い
た
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
「
気
分
」
の
「
行
き
づ
ま
」

り
の
一
要
因
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
死
生
観
の
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
今
で
も
半
信
半
疑
の
眼
で
凝
と
自
分

を
眺
め
て
ゐ
」
る
と
い
う
第
八
章
を
執
筆
し
て
い
る
時
点
に
お
い
て
も
継
続
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
ま
さ
に
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
を
あ
り
の
ま
ま

に
描
出
し
た
の
で
あ
る
。

第
八
章
以
降
に
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
問
題
に
つ
い
て
直
接
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
る

場
面
は
多
く
な
い
。
第
二
二
章
で
は
寿
命
の
不
思
議
を
考
え
た
時
の
煩
悶
が
主
題
と

な
っ
て
い
る
。
周
囲
の
人
が
死
ん
で
い
く
中
で
病
気
が
ち
の
自
分
が
何
故
生
き
残
っ

て
い
る
の
か
。
朝
日
新
聞
社
の
「
佐
藤
君
」⑨
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
彼
が
死
ん
で
私

が
生
残
っ
て
ゐ
る
の
を
、
別
段
の
不
思
議
と
も
思
は
ず
に
ゐ
る
時
の
方
が
多
い
。
然

し
折
々
考
へ
る
と
、自
分
の
生
き
て
ゐ
る
方
が
不
自
然
な
や
う
な
心
持
ち
に
も
な
る
」

と
い
う
。
彼
は
そ
の
時
々
の
考
え
に
翻
弄
さ
れ
て
「
運
命
が
わ
ざ
と
私
を
愚
弄
す
る

の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
感
じ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
誰
に
も
予
測
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
人
間
の
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
運
命
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
三
章

で
は
「
世
の
中
に
住
む
人
間
の
一
人
と
し
て
、
私
は
全
く
孤
立
し
て
生
存
す
る
訳
に

は
行
か
な
い
」（
三
三
）
と
の
書
き
出
し
か
ら
、
他
者
に
対
す
る
際
の
悩
み
が
語
ら
れ

て
い
る
。「
馬
鹿
で
人
に
騙
さ
れ
る
か
、或
は
疑
ひ
深
く
て
人
を
容
れ
る
事
が
出
来
な

い
か
、
此
両
方
だ
け
し
か
な
い
様
な
気
が
す
る
」
と
い
う
「
私
」
は
、「
不
安
で
、
不

透
明
で
、
不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
〈
生
〉
の
多
重
の
苦
し
み
の
中
に
あ
っ
て
疑
う

余
地
の
な
い
誠
実
な
人
間
関
係
を
切
望
し
続
け
て
い
る
。

こ
の
第
二
二
章
と
第
三
三
章
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
〈
生
〉
の
苦
し
み
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
死
は
生

よ
り
も
尊
と
い
」
と
し
て
〈
生
〉
か
〈
死
〉
か
を
択
一
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

「
不
愉
快
に
充
ち
た
生
」そ
の
も
の
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
行
く
か
」
と
い
う
問
題
に
他

な
ら
な
い
。
自
ら
の
苦
し
い
〈
生
〉
の
改
善
こ
そ
が
、「
私
」
の
望
み
と
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
を
問
い
か
け
て
き
た
女
性
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て

「
私
」
の
「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
と
い
う
自
足
的
な
死
生
観
は
揺
ら
い
で
い
る
。

他
者
と
の
関
係
性
の
中
に
自
身
の
〈
生
〉
の
現
実
を
認
識
し
た
こ
と
で
、
彼
は
新
し

い
死
生
観
の
構
築
に
向
か
い
始
め
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
依
然
と
し
て
〈
生
〉

が
「
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
と
感
じ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。そ
の
解
決
は
最
終
章
に
も
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
は
「
不
愉
快
に
充
ち
」
て
い
る
〈
生
〉
の
改
善
は
い
か
に
し
て
求
め
ら
れ
る

の
か
。
別
の
観
点
か
ら
作
品
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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三
、「
時
」
の
力
の
諸
相

『
硝
子
戸
の
中
』
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
越
智
治
雄
が
早
く
か
ら
着
目
し
た
「
章

数
に
し
て
全
体
の
約
半
数
に
達
す
る
過
去
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
私
』
の
現
在
に
自
由

に
は
い
り
込
ん
で
く
る
点
」⑩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
越
智
は
作
品
の
構
想
と
見
ら
れ
る「
断

片
」⑪
と
作
品
と
を
比
較
し
て
「
ノ
ー
ト
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
過
去
の
比
重
に
つ

い
て
漱
石
は
意
図
的
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
漱
石
が
執
筆

を
進
め
る
う
ち
に
元
の
構
想
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
幼
時
の
回
想
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
重
松
泰
雄
も
注
目
し
て
お
り
、
特
に
第
一
四
章
以
降
に
「
回

想
部
分
と
非
回
想
部
分
と
が
ほ
ぼ
整
然
と
交
互
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
」
の
は
「
現
在

か
ら
過
去
へ
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
振
り
子
運
動
の
う
ち
に
、
現
実
の
苦
渋
を
浄
化

し
、
中
和
し
、
且
つ
ま
た
相
対
化
せ
ん
と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述

べ
て
い
る⑫
。
先
行
研
究
で
は
過
去
の
回
想
と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

が
、
本
章
で
は
「
私
」
の
語
り
の
中
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
時
間
の
流
れ
に
対
す
る

意
識
に
着
目
し
た
い
。

作
中
か
ら
「
時
」
と
し
て
鉤
括
弧
に
括
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
列
挙
す
る
と
、「
全
て

を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
」（
八
）、「
公
平
な
『
時
』」（
同
）、「
恐
ろ
し
い
『
時
』
の
威

力
」（
一
〇
）、「『
時
』
は
力
で
あ
つ
た
」（
二
三
）
の
四
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

を
見
て
み
て
も
時
間
に
対
し
て
多
様
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

が
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
時
間
の
流
れ
に
対
す
る
多
様
な
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ

で
、
こ
れ
以
降
、「
硝
子
戸
の
中
」
を
読
み
解
く
う
え
で
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
「
時
」
の
力
の
諸
相
に
焦
点
を
あ
て
て
作
品
の
展
開
に
沿
っ
て
考
察
を
進
め

る
こ
と
と
す
る
。

第
四
章
で
は
病
気
を
患
い
床
に
就
い
て
い
た
「
私
」
が
一
ヶ
月
振
り
に
犬
の
ヘ
ク

ト
ー
と
会
っ
た
時
に
、
ヘ
ク
ト
ー
が
呼
び
か
け
に
反
応
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
彼
が
も
う
主
人
の
声
を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
も
の
と
思
つ

て
、
微
か
な
悲
哀
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
い
い
、
続
く
第
五
章
で
は
、

猫
の
古
い
墓
標
と
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
ヘ
ク
ト
ー
の
新
し
い
墓
標
と
を
眺
め
、「
ヘ
ク

ト
ー
の
は
ま
だ
生
々
し
く
光
つ
て
ゐ
る
。
然
し
間
も
な
く
二
つ
と
も
同
じ
色
に
古
び

て
、
人
の
眼
に
付
か
な
く
な
る
だ
ら
う
」
と
感
慨
し
て
い
る
。
第
八
章
で
は
恋
愛
の

記
憶
を
抱
え
て
苦
し
む
女
性
に
「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
に
従
つ
て
下
れ
」
と

助
言
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
第
一
〇
章
で
は
友
人
Ｏ
と
の
久
し

振
り
の
再
会
時
に
「
恐
ろ
し
い
『
時
』
の
威
力
に
抵
抗
し
て
、
再
び
故
の
姿
に
返
る

事
は
、
二
人
に
取
つ
て
も
う
不
可
能
で
あ
っ
た
」
と
感
じ
た
こ
と
が
、
第
一
七
章
で

は
か
つ
て
芸
者
で
あ
っ
た
御
作
が
「
品
の
好
い
奥
様
」
と
な
っ
た
姿
を
見
か
け
た
こ

と
を
思
い
出
し
、
更
に
彼
女
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
驚
い

て
い
る
。

「
私
」
は
第
八
章
で
「
時
」
が
「
公
平
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、作
品
の
前
半

部
分
に
見
ら
れ
る
「
時
」
の
力
は
癒
し
を
含
み
な
が
ら
も
忘
却
や
老
い
な
ど
の
変
化
、

あ
る
い
は
郷
愁
を
も
た
ら
し
淋
し
さ
や
悲
し
み
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
第
八
章
に
お
け
る
「
時
」
の
認
識
を
取
り
上
げ
た
い
。「
私
」
は
悲
痛
な
記

憶
を
抱
え
て
苦
し
む
女
性
に
、「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
に
従
つ
て
下
れ
」
と
の

助
言
を
与
え
た
。「
死
は
生
よ
り
も
尊
い
」と
い
う
思
い
に
反
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
の

言
葉
は
、「
公
平
な
『
時
』
は
大
事
な
宝
物
を
彼
女
の
手
か
ら
奪
ふ
代
り
に
、
其
傷
口

も
次
第
に
療
治
し
て
呉
れ
る
」
と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、「
い

く
ら
平
凡
で
も
生
き
て
い
く
方
が
死
ぬ
よ
り
も
私
か
ら
見
た
彼
女
に
は
適
当
だ
っ

た
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
時
間
の
経
過
に
よ
る
苦
痛
の
軽
減
を
待
つ
と

い
う
方
法
を
、
辛
い
〈
生
〉
の
苦
し
み
に
対
す
る
積
極
的
な
手
段
と
し
て
は
捉
え
て

い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の
時
点
で
〈
死
〉
を
よ
り
「
尊

い
」
も
の
と
考
え
て
い
た
彼
が
〈
生
〉
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
り
、「
何
う
い
ふ
風
に

生
き
て
行
く
か
」
を
「
狭
い
区
域
」
の
問
題
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
作
品
前
半
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に
お
け
る
「
時
」
の
力
へ
の
視
線
の
暗
さ
は
、「
不
愉
快
に
充
ち
」
た
〈
生
〉
の
現
状

に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
〇
章
で
は
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た
町
の
豆
腐
屋
の
隣
に
寄
席
が
あ
っ
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
寄
席
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
現
在
の
疑
い
が
「
記

憶
に
霞
を
掛
け
」
て
い
る
よ
う
で
、
思
い
出
す
度
に
「
奇
異
な
感
じ
」
が
す
る
と
書

か
れ
て
い
る
。
第
二
三
章
で
は
、
子
供
の
頃
に
は
嫌
っ
て
い
た
父
の
「
虚
栄
心
を
、

今
に
な
つ
て
考
へ
て
見
る
と
、
厭
な
心
持
は
疾
く
に
消
え
去
つ
て
、
只
微
笑
し
た
く

な
る
丈
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
崩
れ
て
仕
舞
へ
ば
好
い
の
に
」
と
思
っ
て
い
た
生
家
に

つ
い
て
も
、「『
時
』
は
力
で
あ
つ
た
。
去
年
私
が
高
田
の
方
へ
散
歩
し
た
序
に
、
何

気
な
く
其
所
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
私
の
家
は
綺
麗
に
取
り
壊
さ
れ
て
、
其
あ
と
に
新

ら
し
い
下
宿
屋
が
建
て
ら
れ
つ
ゝ
あ
つ
た
」
と
伝
え
て
い
る
。
第
二
五
章
の
大
塚
楠

緒
子
の
回
想
で
は
、
会
話
の
内
容
は
「
遠
い
過
去
に
な
つ
て
、
も
う
呼
び
出
す
事
の

出
来
な
い
程
、
記
憶
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
つ
た
」
と
す
る
一
方
で
、「
美
し
い
人
」
で

あ
っ
た
と
い
う
印
象
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
二
八
章
で
は
、
一
見
し
て
助
か
ら
な

い
と
思
う
ほ
ど
の
皮
膚
病
を
患
っ
て
い
た
猫
が
回
復
し
、
病
気
前
よ
り
も
太
り
だ
し

た
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第
二
九
章
で
は
子
供
の
頃
に
下
女
か
ら
受
け
た
親
切
を

思
い
出
し
、「
不
思
議
に
も
私
は
そ
れ
程
嬉
し
く
思
つ
た
下
女
の
名
も
顔
も
丸
で
忘
れ

て
し
ま
つ
た
。
覚
え
て
ゐ
る
の
は
た
ゞ
其
人
の
親
切
丈
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

作
品
の
中
頃
で
は
、
ま
ず
過
去
の
記
憶
が
現
在
の
認
識
に
よ
っ
て
疑
わ
し
く
思
え

る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
嫌
悪
が
許
し
に
変
わ
り
、

美
し
い
記
憶
や
嬉
し
か
っ
た
思
い
出
が
純
化
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
時
」
の
流
れ
の
中
で
衰
え
て
い
っ
た
も
の
が
同
じ
「
時
」
の
流
れ
の
中
で
回
復

し
、
以
前
よ
り
も
力
強
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
第

二
三
章
以
降
か
ら
は
「
時
」
の
力
が
肯
定
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
側
面
が
読
み
取
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
殊
に
第
二
五
章
で
は
そ
の
事
が
明
瞭
に
確
か
め
ら
れ
る
。

第
二
五
章
で
大
塚
楠
緒
子
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
私
」
が
「
心
を
腐
蝕

す
る
や
う
な
不
愉
快
の
塊
」
を
抱
え
た
雨
の
日
の
散
歩
中
に
見
か
け
た
そ
の
美
し
い

姿
に
「
見
惚
れ
て
ゐ
」
た
事
と
、彼
の
勘
違
い
に
対
し
て
も
「
顔
を
赧
ら
め
」
ず
「
不

愉
快
な
表
情
も
見
せ
な
か
つ
」
た
事
と
、
夫
婦
喧
嘩
後
の
「
厭
な
顔
」
を
見
せ
な
い

為
に
自
宅
訪
問
に
応
え
な
か
っ
た
非
礼
を
侘
び
に
訪
ね
た
事
で
あ
る
。
詳
細
は
「
も

う
呼
び
出
す
事
の
出
来
な
い
程
、
記
憶
の
底
に
沈
ん
」
で
い
る
も
の
の
、「
私
」
は
楠

緒
子
に
よ
っ
て
「
不
愉
快
」
な
気
分
が
晴
れ
た
か
の
よ
う
に
当
時
を
回
想
し
て
お
り
、

彼
の
誠
実
な
対
応
か
ら
も
故
人
に
対
す
る
好
意
が
窺
い
知
れ
る
。
そ
の
死
に
際
し
て

は
「
あ
る
程
の
菊
投
げ
入
れ
よ
棺
の
中
」⑬
と
い
う
句
を
作
っ
て
い
た
が
、
在
り
し
日

の
姿
を
伝
え
る
語
り
か
ら
は
、
手
向
け
の
一
七
字
に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
激
し

い
嘆
き
は
読
み
取
り
難
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
私
」
は
「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の
流

れ
」
の
力
を
実
感
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
静
か
に
回
想
す
る
彼
は
自
ら
の
心

の
変
化
を
悔
い
て
も
い
な
い
。「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
」
の
力
が
、か
つ
て
そ

れ
を
女
性
に
勧
め
た
時
点
で
考
え
て
い
た
以
上
に
〈
生
〉
を
改
善
し
て
い
け
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
確
か
め
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
第
二
三
章
に
お
け
る

過
去
か
ら
、
第
二
八
章
の
よ
う
な
現
在
に
近
い
時
点
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
て
い

る
。第

二
八
章
で
は
皮
膚
病
か
ら
回
復
し
、「
以
前
よ
り
肥
え
始
め
」
た
猫
と
自
分
の
病

気
の
経
過
を
比
較
し
た
時
に「
其
所
に
何
か
の
因
縁
が
あ
る
や
う
な
暗
示
を
受
け
る
」

と
い
う
。「
す
ぐ
其
後
か
ら
馬
鹿
ら
し
い
と
思
つ
て
微
笑
す
る
」
と
い
う
が
、彼
が
猫

に
「
因
縁
」
を
感
じ
る
の
は
、
自
ら
回
復
以
上
の
も
の
を
実
感
し
て
い
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。「
私
」
は
「
硝
子
戸
の
中
」
の
語
り
を
進
め
る
過
程
で
自
身
の
中
に
も

「
時
」
の
力
の
よ
り
良
い
側
面
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
認
識

の
変
化
は
、
同
時
に
〈
生
〉
へ
の
希
望
に
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

作
品
の
構
想
を
記
し
た
「
断
片
」
は
数
度
に
わ
た
り
加
筆
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る⑭
が
、
漱
石
は
そ
の
中
に
三
度
、
大
塚
楠
緒
子
の
名
を
記
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「（
22
）
楠
緒
子 
妾
ヲ
撃
退
ス
」、「
楠
緒
さ
ん
」、「
30
大
塚
婦
人
の
事
、
妾
撃
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退
」
で
あ
る
。「
妾
」
や
「
撃
退
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、楠
緒
子

の
行
動
を
伝
え
る
構
想
が
作
品
化
さ
れ
な
か
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
に
書
か

れ
た
の
は
、
楠
緒
子
の
美
し
い
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
「
あ
る
程
の
菊
投
げ
入
れ

よ
棺
の
中
」
の
句
を
手
向
け
た
過
去
を
遠
く
回
想
し
て
い
る
自
己
の
姿
で
あ
る
。
無

論
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
「
時
」
に
よ
る
慰
め
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
通
り
、

重
松
泰
雄
は
「
現
在
か
ら
過
去
へ
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
振
り
子
運
動
の
う
ち
に
、

現
実
の
苦
渋
を
浄
化
し
、
中
和
し
、
且
つ
ま
た
相
対
化
せ
ん
と
す
る
試
み
」
で
あ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
漱
石
は
た
だ
楠
緒
子
の
回
想
に
浸
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
こ
か
ら
現
在
を
も
見
つ
め
て
い
る
。
構
想
と
実
作
と
の
相
違
の
中
に
、

漱
石
が
過
去
か
ら
現
在
に
わ
た
る
「
時
」
の
力
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
時
々
の
関
心
の
在
り
方
に
応
じ
て
構
想
を
変

え
な
が
ら
、
柔
軟
な
執
筆
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
〇
章
に
は
、「
継
続
中
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
時
に
「
好
い
事
を
教
へ

ら
れ
た
や
う
な
気
が
し
」
て
、
そ
の
言
葉
を
積
極
的
に
使
用
し
て
い
る
様
子
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
第
三
五
章
で
は
、
昔
よ
く
聞
い
て
い
た
と
い
う
講
釈
家
の
講
釈
を
近

年
に
な
っ
て
再
び
聞
い
た
感
想
と
し
て
「
全
く
昔
の
通
り
で
あ
つ
た
、
進
歩
も
し
な

い
代
わ
り
に
、
退
歩
も
し
て
ゐ
な
か
つ
た
」
と
感
じ
、「
廿
世
紀
の
此
の
急
激
な
変
化

を
、
自
分
と
自
分
の
周
囲
に
恐
ろ
し
く
意
識
し
つ
つ
あ
つ
た
私
は
、
彼
の
前
に
坐
り

な
が
ら
、
絶
え
ず
彼
と
私
と
を
、
心
の
う
ち
で
比
較
し
て
一
種
の
黙
想
に
耽
つ
て
ゐ

た
」
と
い
う
。
第
三
六
章
で
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
兄
と
恋
仲
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
女
を
思
い
出
し
て
ま
た
会
っ
て
み
た
い
と
思
う
が
、「
彼
女
が
今
に
な
つ
て
兄

の
弟
の
私
に
会
ふ
の
は
、
彼
女
に
と
つ
て
却
つ
て
辛
い
悲
し
い
事
か
も
知
れ
な
い
」

と
考
え
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
七
章
で
「
私
」
は
「
母
の
記
念
の
為
に
此
所

で
何
か
書
い
て
置
き
た
い
」
と
し
て
過
去
の
思
い
出
を
綴
り
、
続
く
第
三
八
章
に
は

夢
と
も
現
実
と
も
判
断
の
つ
か
な
い
母
の
記
憶
に
対
し
て
、「
何
う
し
て
も
私
は
実
際

大
き
な
声
を
出
し
て
母
に
救
を
求
め
、
母
は
又
実
際
の
姿
を
現
は
し
て
私
に
慰
籍
の

言
葉
を
与
へ
て
呉
れ
た
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

作
品
の
終
盤
に
は
「
私
」
が
そ
の
流
れ
の
中
で
よ
り
良
い
〈
生
〉
の
方
向
に
目
を

向
け
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
新
た
に
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
は
「
時
」
が
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
き
た
が
、
か
つ
て
聞
い

た
講
釈
の
よ
う
に
、
そ
の
流
れ
に
よ
っ
て
も
変
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
大
変
嬉
か
つ
た
」
と
い
う

思
い
や
曖
昧
な
記
憶
を
永
く
留
め
て
お
く
た
め
に
「
母
の
記
念
」
と
し
て
こ
の
文
章

を
書
き
残
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
「
時
」
の
力
の
諸
相
を

知
り
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
も
自
分
が
出
来
る
こ
と
を
実
践
し
た
「
私
」
は
、

次
章
で
『
硝
子
戸
の
中
』
の
語
り
を
閉
じ
る
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、第
三
〇
章
の
「
継
続
中
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

「
私
」は
当
初
病
気
の
状
態
を
表
す
た
め
に
用
い
て
い
た
そ
の
言
葉
を
広
く
一
般
化
し

て
人
生
に
も
適
用
し
、「
所
詮
我
々
は
自
分
で
夢
の
間
に
製
造
し
た
爆
裂
弾
を
、
思
ひ

〳
〵
に
抱
き
な
が
ら
、
一
人
残
ら
ず
、
死
と
い
ふ
遠
い
所
へ
、
談
笑
し
つ
ゝ
歩
い
て

行
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
い
う
考
え
を
導
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
〈
生
〉
と

〈
死
〉
が
「
時
」
の
流
れ
の
中
で
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
第
八
章
に
お
い
て
も
「
自
分
の
何
時
か
一
度
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死

と
い
ふ
境
地
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時
点
で
の
死
生
の
意
識

は
「
不
愉
快
に
充
ち
」
た
〈
生
〉
か
「
尊
と
」
い
〈
死
〉
か
と
い
う
二
者
択
一
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、「
時
」
が
「
継
続
中
」
の
〈
生
〉
を
よ
り
良
く
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
る
第
三
〇
章
で
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
今
後
「
何
う
い
ふ
風

に
生
き
て
い
く
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

漱
石
は
、『
硝
子
戸
の
中
』
の
執
筆
を
終
え
た
後⑮
の
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
四
月

か
ら
五
月
頃
に
か
け
て
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
断
片
」⑯
に
、「
○
生
よ
り
も
死
、
然

し
是
で
は
生
を
厭
ふ
と
い
ふ
意
味
が
あ
る
か
ら
、
生
死
を
一
貫
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
、（
も
し
く
は
超
越
）、
す
る
と
現
象
即
実
在
、
相
対
即
絶
対
で
な
く
て
は
不
可
に
な
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る
。『
そ
れ
は
理
窟
で
さ
う
な
る
順
序
だ
と
考
へ
る
丈
な
の
で
せ
う
』『
さ
う
か
も
知

れ
な
い
』『
考
へ
て
そ
こ
へ
到
れ
る
の
で
す
か
』『
た
ゞ
行
き
た
い
と
思
ふ
の
で
す
』」

と
書
き
込
ん
で
い
る
。
こ
の
「
断
片
」
が
実
際
に
交
わ
さ
れ
た
会
話
の
一
部
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
の
か
、そ
れ
と
も
創
作
上
の
メ
モ
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
〈
生
〉
を
厭
う
態
度
か
ら
〈
死
〉
を
志
向
す
る
考
え
方
が
否
定

さ
れ
、
双
方
を
「
一
貫
」
あ
る
い
は
「
超
越
」
す
る
視
点
の
必
要
性
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
理
窟
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
を
疑
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
そ
の
境
地
に
「
た
ゞ
行
き
た
い
と
思
ふ
」
の
だ
と
い
う
。「
生
死
を
一
貫
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
第
三
〇
章
の
「
継
続
中
」
の
考
え
方
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
前

年
の
書
簡
に
「
私
の
死
を
択
ぶ
の
は
悲
観
で
は
な
い
厭
世
観
な
の
で
あ
る
」、「
私
の

気
分
も
行
き
づ
ま
る
何
を
す
る
の
も
厭
で
あ
り
ま
す
」な
ど
と
書
い
て
い
た
漱
石
は
、

他
者
と
共
有
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
自
分
自
身
の
死
生
観
に
「
半
信
半
疑
の
眼
」
を

向
け
な
が
ら
『
硝
子
戸
の
中
』
を
書
き
続
け
、
そ
の
語
り
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
新
し

い
方
法
で
〈
生
〉
と
〈
死
〉
を
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
転
換
に
関
し
て
作
品
内
で
は
直
接
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
後

に
書
か
れ
た
「
断
片
」
か
ら
は
〈
生
〉
と
〈
死
〉
に
対
す
る
視
線
に
大
き
な
変
化
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

作
品
の
前
半
か
ら
「
時
」
の
持
つ
力
を
様
々
に
語
っ
て
き
た
「
私
」
は
、
次
第
に

そ
れ
を
〈
生
〉
に
肯
定
的
な
側
面
か
ら
捉
え
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
「
継
続
中
」

の
認
識
の
も
と
に
〈
生
〉
と
〈
死
〉
を
連
続
す
る
視
点
に
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の

変
化
は
、
彼
が
〈
生
〉
を
積
極
的
な
「
時
」
の
流
れ
の
中
に
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、「
継
続
中
」
の
言
葉
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
〈
生
〉
を
無
批
判
的

な
肯
定
に
向
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
第
三
三
章
に
語
ら
れ
て
い
る
通
り
、人
生
は「
不

安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
継
続

中
」
の
〈
生
〉
に
お
い
て
「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
い
く
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
変
革
の
機
会
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
第
一
章
で
「
私
」
が
停
滞
し
た
自
己
に
求
め
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。「
時
」
の
力
の
諸
相
を
様
々
に
捉
え
、そ
れ
ら
を
語
っ
て
い
く
こ
と
で
彼
は
そ
の

中
に
現
状
打
開
の
手
掛
か
り
を
得
た
の
で
あ
る
。

四
、「
硝
子
戸
の
中
」
の
他
者

「
私
」
は
第
一
章
で
「
小
さ
い
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔
離
し
て
ゐ
る
此
硝
子
戸
の

中
へ
、
時
々
人
が
入
つ
て
来
る
。
そ
れ
が
又
私
に
と
つ
て
は
思
ひ
掛
け
な
い
人
で
、

私
の
思
ひ
が
け
な
い
事
を
云
つ
た
り
為
た
り
す
る
。
私
は
興
味
に
充
ち
た
眼
を
も
つ

て
夫
達
の
人
を
迎
へ
た
り
送
つ
た
り
し
た
事
さ
へ
あ
る
」
と
い
い
、「
私
は
そ
ん
な
も

の
を
少
し
書
き
つ
ゞ
け
て
見
や
う
か
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
通
り
、

作
品
内
で
は
彼
の
書
斎
を
訪
ね
て
来
た
様
々
な
人
物
が
登
場
す
る
。
雑
誌
社
の
男（
第

二
章
）、
辛
い
恋
愛
の
記
憶
を
抱
え
た
女
性
（
第
六
、七
、八
章
）、
原
稿
を
持
っ
て
き
た

女
性
（
第
一
一
章
）、
数
学
に
熱
心
な
女
性
（
第
一
八
章
）、
質
問
に
来
た
三
人
の
青
年

（
第
三
四
章
）
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
直
接
の
来
客
で
は
な
い
が
、
書
簡
に
て
漢
詩

や
俳
句
創
作
を
求
め
て
く
る
人
々
（
第
一
二
、一
三
章
）
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
他
者
と
の
交
流
に
お
い
て
、
相
手
が
約
束
を
守
ら
な
か
っ
た
時
や
、
後

に
な
っ
て
当
初
の
約
束
以
上
の
要
求
を
出
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
の
都
合

を
考
え
な
い
人
を
相
手
に
し
た
時
の
不
快
感
が
伝
え
ら
れ
る
一
方
で
、
第
六
章
と
第

七
章
で
の
女
性
の
悲
痛
な
告
白
に
は
「
人
間
ら
し
い
好
い
心
持
」
を
感
じ
、
古
く
か

ら
の
友
人
Ｏ
の
悪
口
に
も
気
分
を
害
す
る
こ
と
な
く
「
透
明
な
好
い
心
持
」
に
な
っ

て
い
る
。「
私
」
は
他
者
の
偽
り
や
下
心
に
対
し
て
は
敏
感
に
反
応
し
、相
手
の
好
意

や
あ
り
の
ま
ま
の
心
に
触
れ
ら
れ
た
と
感
じ
た
時
に
満
足
す
る
潔
癖
な
人
物
で
あ

る
。
面
会
希
望
者
に
は
可
能
な
限
り
会
う
よ
う
に
し
、
そ
の
他
の
要
望
に
も
で
き
る

範
囲
で
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
見
返
り
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い「
好
意
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
彼
は
他
者
に
対
し
て
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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第
一
二
章
で
は
、
富
士
登
山
の
画
を
め
ぐ
る
坂
越
の
岩
崎
と
の
や
り
取
り
に
お
い

て
自
ら
の
過
失
に
気
付
い
た
時
に
「
恐
縮
し
」
て
「
丁
寧
な
手
紙
を
書
い
て
、
自
分

の
怠
慢
を
謝
し
」
た⑰
こ
と
が
語
ら
れ
、
続
く
第
一
三
章
で
は
岩
崎
の
執
拗
な
句
作
の

要
求
に
不
愉
快
を
感
じ
て
「
非
紳
士
的
な
挨
拶
」
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
が
、
年
始
に

届
い
た
普
通
の
年
賀
状
に
「
感
心
」
し
て
句
を
書
き
付
け
た
短
冊
を
送
っ
た
こ
と
を

明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
人
間
関
係
に
お
い
て
潔
癖
と
言
え
る
ほ
ど

に
誠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
第
三
一
章
と
第
三
二
章
に
語
ら
れ
て
い
る
幼
時
の
回
想
は
特
に
重

要
で
あ
る
。

小
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
仲
の
良
か
っ
た
「
喜
い
ち
や
ん
」
が
あ
る
日
、「
私
」
に
買

い
取
る
よ
う
に
と
友
達
か
ら
預
っ
た
二
冊
の
書
籍
を
勧
め
て
き
た
。「
私
」は
値
切
っ

た
う
え
で
そ
れ
を
買
っ
た
が
、
翌
日
に
な
る
と
「
喜
い
ち
や
ん
」
が
友
達
の
父
親
に

頼
ま
れ
て
本
を
取
り
戻
し
に
来
た
。
そ
の
時
に
自
己
の
「
不
善
の
行
為
か
ら
起
る
不

快
」
を
感
じ
、「
喜
い
ち
や
ん
」
に
対
し
て
は
「
怒
つ
た
」
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
内
容
も
理
解
出
来
な
い
本
を
利
益
の
為
だ
け
に
値
切
っ
て
手
に
入
れ
た

こ
と
に
対
す
る
自
己
嫌
悪
と
、自
分
の
も
の
で
は
な
い
本
の
値
切
り
に
独
断
で
応
じ
、

先
方
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
取
り
戻
し
に
来
た
「
喜
い
ち
や
ん
」
の
不
誠
実
に
対
す

る
反
感
で
あ
ろ
う
。
結
局
、「
私
」
は
損
得
勘
定
で
動
い
た
自
分
の
「
狡
猾
」
さ
を
ご

ま
か
す
か
の
よ
う
に
本
を
「
遣
る
」
と
言
っ
て
二
五
銭
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
注

意
す
べ
き
は
、「
私
の
こ
の
心
理
状
態
は
、
今
の
私
が
小
供
の
時
の
自
分
を
回
顧
し
て

解
剖
す
る
の
だ
か
ら
、
比
較
的
明
瞭
に
描
き
出
さ
れ
る
や
う
な
も
の
ゝ
、
其
場
合
の

私
に
は
殆
ど
解
ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
当
時
の
「
私
」
は
「
苦
い
顔
を

し
た
と
い
ふ
結
果
だ
け
し
か
自
覚
し
得
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
は

認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
不
快
」
と
「
怒
」
り
の
感
覚
は
、
時
間
を
隔
て
た
現
在

に
お
い
て
も
苦
い
記
憶
と
し
て
回
想
さ
れ
る
ほ
ど
に
強
烈
な
印
象
を
少
年
時
代
の
彼

に
植
え
付
け
て
い
た
。
当
時
す
で
に
自
他
の
不
誠
実
を
嫌
っ
て
い
た
「
私
」
は
、
そ

れ
よ
っ
て
「
不
善
の
行
為
」
や
不
誠
実
な
行
い
を
極
度
に
嫌
う
よ
う
に
な
り
、
人
間

関
係
上
の
潔
癖
を
無
自
覚
の
ま
ま
強
固
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
く
第
三
三
章
で
は
、他
者
と
の
関
わ
り
を
避
け
ら
れ
な
い
現
実
生
活
に
お
い
て
、

疑
い
の
な
い
人
間
関
係
を
築
き
得
な
い
苦
し
み
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
疑
い
は
自
己

の
他
者
理
解
の
能
力
と
、
他
者
の
誠
実
と
の
双
方
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、「
も
し
世
の

中
に
全
知
全
能
の
神
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
其
神
の
前
に
跪
づ
い
て
、
私
に
毫
髪
の

疑
を
挟
む
余
地
も
な
い
程
明
ら
か
な
直
覚
を
与
へ
て
、
私
を
此
苦
悶
か
ら
解
脱
せ
し

め
ん
事
を
祈
る
。
で
な
け
れ
ば
、
此
不
明
な
私
の
前
に
出
て
来
る
凡
て
の
人
を
玲
瓏

透
徹
な
正
直
も
の
に
変
化
し
て
、
私
と
其
人
と
の
魂
が
ぴ
た
り
と
合
ふ
や
う
な
幸
福

を
授
け
給
は
ん
事
を
祈
る
」
と
ま
で
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
苦
悩
は
言
う

ま
で
も
な
く
彼
が
求
め
る
理
想
と
現
実
と
の
懸
隔
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
神
」
と

い
う
言
葉
を
持
ち
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
程
に
両
者
が
隔
た
っ
て
い
る
と
認
識
し

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。「
不
愉
快
に
充
ち
た
生
」の
根
拠
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
不
明
な
私
」
に
よ
る
「
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉
快

に
充
ち
て
ゐ
る
」
と
い
う
実
感
は
、
決
し
て
人
間
関
係
に
対
す
る
絶
望
を
語
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、「
私
」
が
「
喜
い
ち
や
ん
」
の
回
想
を
開
始

す
る
直
前
の
第
三
〇
章
で
「
継
続
中
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
中
で
「
所
詮
我
々
は
自
分
で
夢
の
間
に
製
造
し
た
爆
裂
弾
を
、
思
ひ
〳
〵

に
抱
き
な
が
ら
、
一
人
残
ら
ず
、
死
と
い
ふ
遠
い
所
へ
、
談
笑
し
つ
ゝ
歩
い
て
行
く

の
で
は
な
か
ら
う
か
。
唯
ど
ん
な
も
の
を
抱
い
て
ゐ
る
の
か
、
他
も
知
ら
ず
自
分
も

知
ら
な
い
の
で
、
仕
合
せ
な
ん
だ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
。「
不
安
で
、
不
透
明
で
、

不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
る
」
と
い
う
人
間
関
係
上
の
苦
し
み
は
、
そ
れ
に
対
す
る
高
い

理
想
ゆ
え
で
あ
り
、
彼
は
第
三
一
章
と
第
三
二
章
の
回
想
を
通
じ
て
幼
時
か
ら
無
自

覚
の
う
ち
に
作
り
上
げ
て
き
た
そ
れ
を
「
夢
の
間
に
製
造
し
た
爆
裂
弾
」
と
し
て
見
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出
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
三
章
の
語
り
は
、
第
八
章
と
同
様
に
自
己
の
中
に
あ
る
問

題
を
認
め
て
自
ら
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
点
も
ま
た
未
解
決
の
ま
ま
語
り
は
閉
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
第
三
三
章

の
語
り
を
終
え
た
「
私
」
は
、
そ
の
後
も
「
継
続
中
」
の
他
者
の
問
題
と
向
き
合
い

な
が
ら
、「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
い
く
か
」
を
問
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
八
章
の
執
筆
時
点
に
お
い
て
「
私
」
は
「
不
愉
快
に
充
ち
た
人
生
」
を
過
ご
す

中
で
「
何
時
か
一
度
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死
と
い
ふ
境
地
に
就
い
て
常
に
考

へ
て
ゐ
」
た
と
い
い
、「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
と
い
う
言
葉
が
「
絶
え
ず
胸
を
往

来
」
し
て
い
た
。
彼
が
そ
の
人
生
を
「
不
愉
快
」
に
感
じ
て
い
た
大
き
な
要
因
と
し

て
他
者
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
は
社
会
か
ら
完
全
に
孤
立
し
て
生
き
る
こ
と
は

出
来
ず
、
不
可
避
で
あ
る
他
者
と
の
関
係
性
は
常
に
「
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉

快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
。
そ
し
て
、
他
者
と
の
関
係
に
不
満
を
抱
く
の
は
、
彼
が
疑
う

余
地
の
な
い
程
の
「
正
直
」
さ
を
相
手
の
中
に
確
か
め
る
術
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ

る
。
幼
少
時
の
「
不
快
」
と
「
怒
」
り
の
記
憶
に
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
関

係
上
の
拘
り
が
彼
を
頑
な
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
」は
ほ
と
ん
ど
外
出
も

せ
ず
に
書
斎
に
一
人
で
過
ご
し
、時
折
来
客
が
あ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
苦
し
い
〈
生
〉

の
中
で
「
死
と
い
ふ
も
の
を
生
よ
り
は
楽
な
も
の
だ
と
ば
か
り
信
じ
」
る
よ
う
に
な

り
、「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
と
い
う
他
者
と
は
共
有
し
得
な
い
死
生
観
に
自
足
し

て
い
た
。「
私
」
は
「
小
さ
な
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔
離
し
て
ゐ
る
此
硝
子
戸
の

中
」
で
死
生
と
「
時
」
と
他
者
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
の
複
雑
な
絡
み
合
い
の
中
で

鬱
屈
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

書
斎
で
の
停
滞
し
た
日
常
か
ら
の
脱
却
を
求
め
て
始
め
ら
れ
た
『
硝
子
戸
の
中
』

の
語
り
の
中
で
、「
私
」
は
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
間
で
迷
う
女
性
と
の
出
会
い
に
よ
っ

て
自
己
変
革
の
き
っ
か
け
を
得
て
い
る
。「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」と
い
う
自
己
の

死
生
観
か
ら
で
は
な
く
「
互
い
の
根
本
義
は
如
何
に
苦
し
く
て
も
如
何
に
醜
く
て
も

此
生
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
と
解
釈
」
し
、「
何
う
い
ふ
風
に
生
き
て
い
く
か
」
と
い

う
観
点
か
ら
「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の
流
れ
に
従
つ
て
下
れ
」
と
助
言
し
た
。
第
八

章
を
語
る
時
点
に
お
い
て
も
「
半
信
半
疑
」
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
「
時
」
の
力
が

〈
生
〉
を
改
善
し
得
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
そ
し
て
、あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
す
る
「
継

続
中
」
の
認
識
を
得
て
〈
生
〉
と
〈
死
〉
を
連
続
し
た
視
点
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
〈
生
〉
の
苦
し
み
の
原
因

を
自
身
の
過
去
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
多
様
な
語
り

の
中
に
自
ら
の
問
題
点
を
さ
ら
け
出
し
て
自
己
変
革
を
求
め
、
そ
の
可
能
性
を
模
索

し
続
け
た
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

ま
だ
鶯
が
庭
で
時
々
鳴
く
。
春
風
が
折
々
思
ひ
出
し
た
や
う
に
九
花
蘭
の
葉

を
揺
か
す
。
猫
が
何
処
か
で
痛
く
嚙
ま
れ
た
米
嚙
を
日
に
曝
し
て
、
あ
た
た
か

さ
う
に
眠
つ
て
ゐ
る
。
先
刻
迄
庭
で
護
謨
風
船
を
揚
げ
て
騒
い
で
ゐ
た
小
供
連

は
、
み
ん
な
連
れ
立
つ
て
活
動
写
真
へ
行
つ
て
し
ま
つ
た
。
家
も
心
も
ひ
つ
そ

り
と
し
た
う
ち
に
、
私
は
硝
子
戸
を
開
け
放
つ
て
、
静
か
な
春
の
光
の
な
か
で
、

恍
惚
と
此
稿
を
書
き
終
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
後
で
、
私
は
一
寸
肱
を
曲
げ

て
、
此
縁
側
に
一
眠
り
眠
る
積
で
あ
る
。（
三
十
九
）

第
一
章
で
は
「
硝
子
戸
の
中
に
ば
か
り
坐
つ
て
ゐ
」
た
「
私
」
が
、最
終
の
第
三
九

章
で
は
「
し
ば
ら
く
出
た
事
の
な
い
裏
庭
」
へ
出
て
い
る
。
縁
側
に
出
て
春
の
陽
を

受
け
な
が
ら
、
風
に
揺
ら
れ
る
九
花
蘭
の
葉
を
眺
め
、
鶯
の
声
を
聞
く
。「
毎
日
硝
子

戸
の
中
に
坐
つ
て
ゐ
た
私
は
、
ま
だ
冬
だ
冬
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
春
は
何
時

し
か
私
の
心
を
蕩
揺
し
始
め
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
硝
子
戸
の
中

で
停
滞
し
て
い
た
自
分
自
身
の
心
が
気
付
か
ぬ
間
に
動
き
始
め
て
い
た
こ
と
を
自
覚

す
る
。
春
の
暖
か
な
日
差
し
を
受
け
な
が
ら
「
私
」
は
現
在
の
心
境
を
書
き
綴
っ
て
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い
る
。

こ
の
随
想
作
品
の
執
筆
に
つ
い
て
、「
筆
を
と
つ
て
書
か
う
と
す
れ
ば
、
書
く
種
は

無
尽
蔵
に
あ
る
や
う
な
心
持
も
す
る
し
、
彼
に
し
よ
う
か
、
是
に
し
よ
う
か
と
迷
ひ

出
す
と
、
も
う
何
を
書
い
て
も
詰
ら
な
い
の
だ
と
い
ふ
呑
気
な
考
も
起
つ
て
き
た
」

と
語
っ
て
い
る
。
書
く
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
書
い
て
も
つ
ま

ら
な
い
気
も
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
に
書
き
続
け
て
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
執
筆
開
始
時
に
抱
い
て
い
た
精
神
的
な
停
滞
感
を
解
消
す
る
手
が
か
り
を
得

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
書
く
種
は
無
尽
蔵
に
あ
る
や
う
な
心
持
も

す
る
」
と
、
依
然
と
し
て
未
解
決
の
問
題
や
語
り
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
も
自
身
の

心
が
「
蕩
揺
し
始
め
た
」
こ
と
で
『
硝
子
戸
の
中
』
が
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、「
今
度
は
今
迄
書
い
た
事
が
全
く
無
意
味
の
や
う
に
思
は
れ
出
し
た
。

何
故
あ
ん
な
も
の
を
書
い
た
の
だ
ら
う
と
い
ふ
矛
盾
が
私
を
嘲
弄
し
始
め
た
」
が
、

「
此
嘲
弄
の
上
に
乗
つ
て
上
に
乗
つ
て
ふ
わ
〳
〵
と
高
い
瞑
想
の
領
分
に
上
つ
て
行

く
の
が
自
分
に
は
大
変
な
愉
快
に
な
つ
た
」
と
い
う
。「
私
」
は
一
連
の
心
的
な
閉
塞

感
の
打
開
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
を
相
対
化
す
る
視
点
を
獲
得
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、「
嘘
を
吐
い
て
世
間
を
欺
く
程
の
衒
気
が
な
い
に
し
て
も
、
も
つ
と
卑
し
い

所
、
も
つ
と
悪
い
所
、
も
つ
と
面
目
を
失
す
る
や
う
な
自
分
の
欠
点
を
、
つ
い
発
表

し
ず
に
仕
舞
つ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
不
快
」
を
感
じ
る
人

が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
私
自
身
は
今
其
不
快
の
上
に
跨
が
つ
て
、
一
般
の
人
類

を
ひ
ろ
く
見
渡
し
な
が
ら
微
笑
し
て
ゐ
」
て
、「
今
迄
自
分
詰
ら
な
い
事
を
書
い
た
自

分
を
も
、
同
じ
眼
で
見
渡
し
て
、
恰
も
そ
れ
が
他
人
で
あ
つ
た
か
の
感
を
抱
き
つ
ゝ
、

矢
張
り
微
笑
し
て
ゐ
る
」
の
だ
と
い
う
。
そ
も
そ
も
「
私
」
の
執
筆
は
多
忙
な
読
者

の
興
を
引
く
よ
う
な
「
懺
悔
」
で
は
な
く
、
自
己
の
停
滞
感
の
解
消
を
大
き
な
目
的

と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
「
微
笑
」
し
、「
小
さ
い
私
と
広
い
世
の

中
と
を
隔
離
し
て
ゐ
」
る
「
硝
子
戸
を
開
け
放
つ
」
た
の
で
あ
る
。
彼
は
消
極
的
な

〈
死
〉
へ
の
傾
倒
か
ら
脱
し
て
他
者
に
満
ち
た
「
継
続
中
」
の
〈
生
〉
と
向
き
合
う
姿

勢
と
そ
の
た
め
の
視
点
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
末
、「
厭
世
観
」
に
囚
わ
れ
て
自
ら
の
〈
死
〉
に
つ
い
て

考
え
て
い
た
漱
石
の
気
分
は
鬱
屈
と
し
て
い
た
。
年
が
明
け
て
か
ら
も
状
況
が
変
わ

る
こ
と
は
な
く
、
彼
は
「
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉
快
に
充
ち
て
ゐ
」
る
〈
生
〉

を
厭
い
、
自
ら
に
「
半
信
半
疑
」
し
な
が
ら
『
硝
子
戸
の
中
』
を
構
想
・
起
稿
し
た
。

そ
れ
ら
心
的
な
閉
塞
感
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
多
様
な
語
り
の
過
程
で

次
第
に
拭
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

『
硝
子
戸
の
中
』
の
執
筆
終
了
後
、漱
石
は
小
説
『
道
草
』⑱
の
執
筆
に
取
り
掛
か
っ

た
。
こ
の
作
品
は
と
り
わ
け
自
伝
的
要
素
が
強
く
、
自
身
の
体
験
を
素
材
と
し
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
に
「
彼
の
身
体
に
は
新
ら
し
く
後
に
見
捨
て
た
遠
い
国
の
臭
が
ま
だ

付
着
し
て
ゐ
た
。
彼
は
そ
れ
を
忌
ん
だ
。
一
日
も
早
く
其
臭
を
振
ひ
落
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
つ
た
。
さ
う
し
て
其
臭
の
う
ち
に
潜
ん
で
ゐ
る
彼
の
誇
り
と
満
足
に

は
却
つ
て
気
が
付
か
な
か
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
の
健
三
は
三
人
称
の
語

り
手
に
よ
っ
て
無
意
識
に
抱
え
込
ん
で
い
る
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
描
写
は
作
中
に
散
見
さ
れ
、妻
や
か
つ
て
の
養
父
母
、親
類
と
の
関
わ
り
に
よ
っ

て
苛
立
つ
健
三
の
内
面
が
立
体
的
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
自
伝
的
側
面
に

着
目
す
る
な
ら
ば
、
語
り
手
に
よ
る
健
三
の
批
評
は
、
漱
石
に
よ
る
自
省
で
あ
っ
た

と
捉
え
る
事
が
出
来
る
。『
硝
子
戸
の
中
』
で
「
所
詮
我
々
は
自
分
で
夢
の
間
に
製
造

し
た
爆
裂
弾
を
、
思
ひ
〳
〵
に
抱
き
な
が
ら
、
一
人
残
ら
ず
、
死
と
い
ふ
遠
い
所
へ
、

談
笑
し
ゝ
歩
い
て
行
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
語
っ
た
と
き
、
漱
石
は
自
ら
の
過

去
に
現
在
の
自
己
を
苦
し
め
る
要
因
を
見
出
す
必
要
性
を
認
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。『
道
草
』
に
お
い
て
自
ら
の
経
験
を
素
材
と
し
、そ
の
生
い
立
ち
や
他
者
と
の

関
わ
り
の
中
に
そ
れ
ら
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
問
題

意
識
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
が
『
硝
子
戸
の
中
』
の
語
り
の
中
で
展
開
さ
れ
た
思

考
や
見
出
さ
れ
た
視
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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執
筆
中
に
何
度
も
構
想
を
変
え
な
が
ら
柔
軟
に
展
開
さ
れ
た
こ
の
作
品
に
は
そ
の

時
々
の
漱
石
の
関
心
や
思
考
が
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
、
幼
少
期
か
ら
現
在
ま
で
を

題
材
と
し
た
語
り
か
ら
は
〈
生
〉
と
〈
死
〉、「
時
」、
他
者
の
主
題
が
見
い
だ
さ
れ

る
。
筆
者
が
現
在
時
点
に
お
い
て
抱
え
て
い
る
問
題
と
と
も
に
書
き
進
め
ら
れ
た
こ

の
随
想
は
、
単
な
る
身
辺
雑
記
で
は
な
く
閉
塞
し
た
自
己
の
内
面
の
変
革
を
求
め
る

場
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
も
の
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
は
重
要
で

あ
り
、
次
の
創
作
に
向
か
う
動
機
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

註①　
こ
の
時
に
第
三
四
章
の
末
尾
に
新
聞
掲
載
後
に
寄
せ
ら
れ
た
読
者
の
反
応
に
対
す

る
礼
文
が
添
え
ら
れ
た

②　

江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
東
京
ラ
イ
フ
社
、一
九
五
六
年
一
一
月
。
引
用
は
『
決
定
版 

夏
目
漱
石
』（
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
一
一
月
）
の
本
文
か
ら
行
っ
た
。

③　

越
智
治
雄
「
硝
子
戸
の
内
外
」『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
六
月

④　

重
松
泰
雄
「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と 

―
『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
け
る
〈
過
去
〉
―
」

（「
文
学
」
一
九
八
〇
年
夏
号
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）

⑤　

柴
市
郎
「『
硝
子
戸
の
中
』、
そ
の
可
能
性
」（「
漱
石
研
究
」
第
四
号
、
一
九
九
五
年

五
月
）

⑥　

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
九
日
付
の
山
本
松
之
助
宛
書
簡
に
「
去
冬
阪
朝
か
ら

新
年
に
何
か
と
い
ふ
注
文
が
あ
つ
た
の
を
七
草
過
迄
延
は
し
て
貰
ふ
事
に
相
談
が
出

来
ま
し
た
」
と
あ
る
。

⑦　
「
木
曜
会
の
思
ひ
出
」（「
漱
石
全
集
月
報
」
第
一
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年

三
月
）

⑧　

早
坂
禮
吾
「
漱
石
研
究
の
一
資
料
―
『
硝
子
戸
の
中
』
の
一
女
性
」（「
文
学
」
第

一
二
巻
第
一
〇
号
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。

⑨　

佐
藤
真
一
。
朝
日
新
聞
社
編
集
局
長
。
漱
石
の
一
九
一
三
（
大
正
三
）
年
一
〇
月

三
一
日
の
日
記
に
よ
る
と
、
葬
式
は
一
一
月
一
日
で
あ
っ
た
。

⑩　

越
智
治
雄
「
硝
子
戸
の
内
外
」『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
六
月

⑪　
「
断
片
六
三
Ａ
」、「
断
片
六
三
Ｂ
」（『
漱
石
全
集 

第
二
十
巻
』
岩
波
書
店
、一
九
九
六

年
七
月
）

⑫　

重
松
泰
雄
「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と 

―
『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
け
る
〈
過
去
〉
―
」

（「
文
学
」
一
九
八
〇
年
夏
号
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）

⑬　

漱
石
の
日
記
（
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
一
一
月
一
五
日
）
お
よ
び
「
思
ひ
出
す

事
な
ど
」（
七
の
下
）
で
は
「
有
る
程
の
菊
抛
げ
入
れ
よ
棺
の
中
」。

⑭　

重
松
泰
雄
「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と 

―
『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
け
る
〈
過
去
〉
―
」

（
前
掲
）
に
詳
し
い
。

⑮　

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
二
月
一
五
日
付
の
畔
柳
芥
舟
宛
書
簡
に
「『
硝
子
戸
の
中
』

を
昨
日
切
り
上
げ
た
」
と
あ
る
。

⑯　
「
断
片
六
五
」（『
漱
石
全
集 

第
二
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月
）

⑰　

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
一
二
月
三
〇
日
付
岩
崎
太
郎
次
宛
書
簡

⑱　

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
六
月
三
日
か
ら
九
月
一
四
日
に
か
け
て
「
東
京
朝
日
新

聞
」
と
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
二
紙
上
に
掲
載
さ
れ
、同
年
一
〇
月
に
岩
波
書
店
よ
り

単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

付
記夏

目
漱
石
の
著
作
物
の
引
用
は
す
べ
て
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
三
年
一
二

月
―
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
に
拠
り
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
本
学
博
士
後
期
課
程
）


