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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論

明
る
さ
の
奥
に
潜
む
も
の

増

満

圭

子

要

旨

夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
冒
頭
は
、「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
と
始
ま
る
が
、
こ
の
一
文
に
は
、「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
の
痛
々
し
い
ほ
ど
の
虚
勢
が
表
さ
れ
て
い
る
、
と
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
東
京
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
決
し
て
優
し

い
場
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
国
に
赴
任
し
て
か
ら
も
、
何
か
に
つ
い
て
、「
田
舎
」
を
嫌
い
、「
東
京
」
に
固
執
す
る
。
そ
こ
に
は
、

過
去
に
起
こ
し
た
「
無
鉄
砲
」
な
る
い
た
ず
ら
を
、
さ
も
自
慢
げ
に
思
い
出
語
り
し
て
い
た
の
と
同
様
、
単
な
る
「
笑
い
」
を
も
っ
て
読
み
進
め
る
だ

け
で
は
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
あ
る
哀
し
さ
が
伺
え
よ
う
。
本
論
は
、
作
者
漱
石
の
執
筆
背
景
を
鑑
み
つ
つ
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
い
た

ず
ら
」
の
意
味
、「
清
」
と
の
関
係
性
、「
田
舎
嫌
い
」
に
込
め
ら
れ
た
心
情
な
ど
に
つ
い
て
読
み
解
き
な
が
ら
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
意
識
世
界
を

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
九
）
年
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

漱
石
が
作
家
と
し
て
初
め
て
執
筆
し
た
の
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
だ
が
、
そ

の
『
猫
』
連
載
中
と
同
時
期
に
、「
倫
敦
塔
」・「
琴
の
そ
ら
音
」
な
ど
、
後
に
『
漾

虚
集
』
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
作
品
が
次
々
と
発
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
『
坊
っ
ち

ゃ
ん
』
も
ま
た
、『
猫
』
連
載
開
始
明
治
三
十
八
年
の
翌
年
、
ま
だ
脱
稿
完
成
（
七

月
）
よ
り
四
ケ
月
も
前
の
発
表
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泰
正
が
「
な
か
な
か
位
置
づ

け
の
む
つ
か
し
い
作
品
」、「
従
来
の
漱
石
論
一
巻
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
を
も
っ

て
一
章
を
立
て
た
も
の
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
一
面
は
う

か
が
わ
れ
よ
う
」
一

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
作
品
の
中
で
も
、
特
に
評
価

の
分
れ
る
作
品
で
は
あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
岩
波
文
庫
版
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
解
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説
に
、『

坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
数
あ
る
漱
石
の
作
品
中
も
っ
と
も
広
く
親
し
ま
れ
て

い
る
。直
情
径
行
、無
鉄
砲
で
や
た
ら
喧
嘩
早
い
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
赤
シ
ャ
ツ
・

狸
た
ち
の
一
党
を
む
こ
う
に
ま
わ
し
て
く
り
展
げ
る
痛
快
な
物
語
は
何
度
読

ん
で
も
胸
が
す
く
。
痛
快
だ
。
が
、
面
白
い
と
ば
か
り
も
言
っ
て
い
ら
れ
な

い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
要
す
る
に
敗
退
す
る
の
で
あ
る
。（
解
説
・
平
岡
敏
夫
）

な
ど
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
漱
石
の
弟
子
で
あ
る
森
田
草
平
二

が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
、「
作

者
は
単
純
で
生
一
本
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
と
、
複
雑
で
持
っ
て
廻
っ
た
や
に
っ

こ
い
世
間
の
常
識
と
を
対
照
せ
し
め
よ
う
と
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
こ
の
作
の
作
為

も
あ
れ
ば
、
溌
溂
た
る
新
鮮
味
も
あ
る
」
三

と
、
そ
の
作
為
に
言
及
し
て
い
た
よ

う
に
、「
単
純
」
で
「
生
一
本
」、「
溌
溂
た
る
新
鮮
味
」、
と
い
う
の
が
読
解
に
お

け
る
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
、
解
り
易
い
作
品
と
し
て
長
い
間

教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

か
つ
て
私
は
、『
猫
』に
描
か
れ
た
世
界
に
つ
い
て
、現
実
世
界
に
密
着
す
る「
生
」

と
い
う
意
識
の
間
に
、
時
折
垣
間
見
え
る
未
知
な
る
領
域
へ
の
漱
石
的
示
唆
を
指

摘
し
、
そ
の
対
照
的
世
界
に
あ
る
も
の
と
し
て
『
漾
虚
集
』
を
論
じ
た
。

初
期
作
品
執
筆
の
こ
ろ
の
漱
石
は
、
滞
在
し
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
で
読
み
込
ん
だ

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
通
し
て
、「
意
識
」
に
対
す
る
認
識
を
自
ら
の
方
法

で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
あ
り
、
現
実
の
苦
悩
か
ら
一
時
的
に
で
も
脱
却

し
、
自
我
を
解
放
す
る
た
め
の
領
域
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
け
る
漱
石
の
執
筆
背
景
を
探
り
な
が
ら
、

作
品
に
描
か
れ
て
い
る
意
識
世
界
を
考
察
す
る
。

一
、
い
た
ず
ら

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
冒
頭
は
、「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り

し
て
い
る
」
と
始
ま
る
が
、
こ
の
一
文
に
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
痛
々
し
い
ほ
ど

の
虚
勢
が
表
さ
れ
て
い
る
。

「
一
」（
第
一
章
）
と
、「
二
」
以
降
に
つ
い
て
の
分
類
は
、
小
森
陽
一
氏
が
「
二

章
以
後
」
を
、「
語
ら
れ
る
時
点
の
〈
今
〉
に
即
し
た
語
り
」
四

と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
四
国
・
松
山
の
中
学
校
へ
教
師
と
し
て
赴
任
後
が
こ
の
作
品
の
主
軸
で
あ
り
、

ま
さ
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
そ
の
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
「
以
前
」

と
し
て
示
さ
れ
る
幼
い
こ
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
そ
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
た
る
大
前
提
を
読
者
に
敢
え
て
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
材
と
し
て
、
ま

ず
は
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

子
供
時
代
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
自
ら
「
大
分
や
っ
た
」
と
回
想
す
る
そ
の

「
い
た
ず
ら
」
の
数
々
は
、
確
か
に
ど
れ
も
、「
無
鉄
砲
」
で
や
ん
ち
ゃ
な
も
の
ば

か
り
だ
が
、
そ
れ
ら
に
は
、
何
か
と
終
結
談
が
つ
い
て
い
る
。

例
え
ば
、「
小
学
校
に
居
る
時
分
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
一
週
間
ほ
ど

腰
を
抜
か
し
た
」
終
結
に
は
、「
小
使
に
負
ぶ
さ
っ
て
帰
っ
て
来
た
時
、
お
や
じ
が

大
き
な
眼
を
し
て
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
と
云

っ
た
か
ら
、
こ
の
次
は
抜
か
さ
ず
に
飛
ん
で
見
せ
ま
す
と
答
え
た
」
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
付
加
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
供
の
こ
ろ
の
い
た
ず
ら
は
、
そ
の
延
長

上
に
親
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
帰
着
し
た
記
憶
を
伴
っ
た
形
と
し
て
「
坊
っ
ち
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ゃ
ん
」
の
脳
裏
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
質
屋
の
勘
太
郎
」
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
「
そ
の
晩
母
が
山
城
屋
に
詫
び
に
行

っ
た
」
こ
と
が
、
又
、「
茂
作
の
人
参
畠
を
あ
ら
し
た
」
事
件
に
は
「
た
し
か
罰
金

を
出
し
て
済
ん
だ
よ
う
で
あ
る
」
思
い
出
が
、
青
年
と
な
っ
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
中
に
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
、
主
た
る
物
語
軸
、（
小
森
氏
の
指
摘
を
借
り
れ
ば
）〈
今
〉
に
到
着

す
る
以
前
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
、
単
な
る
過
去
語
り
と
収
め
て
し
ま
う
こ
と
は
容
易
だ

が
、
た
だ
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
解
く
鍵
は
、
案
外
こ
の
辺
り
に
潜
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

自
ら
、「
お
や
じ
は
ち
っ
と
も
お
れ
を
可
愛
い
が
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
母
は
兄

ば
か
り
贔
屓
に
し
て
い
た
」
と
い
う
よ
う
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
主
人
公
に
は
、

幼
少
期
、
両
親
と
の
あ
た
た
か
な
る
思
い
出
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
漱
石
作
品
の
数
々
は
、
漱
石
自
身
の
生
涯
と
の
関
連
か
ら
、
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
作
家
夏
目
漱
石
・
本
名
金
之
助
の
幼
少
期
に
は
、

こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
家
族
」
の
あ
り
様
と
、
類
似
し
て
い
る
部
分

は
あ
る
。
漱
石
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
で
ま
と
め
て
い
る
部
分
も
多

い
が
、
本
論
に
お
い
て
も
改
め
て
触
れ
て
み
た
い
。

『
硝
子
戸
の
中
』
五

に
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

私
は
両
親
の
晩
年
に
な
っ
て
出
来
た
所
謂
末
ツ
子
で
あ
る
。
私
を
生
ん
だ

時
、
母
は
こ
ん
な
年
歯
を
し
て
懐
妊
す
る
の
は
面
目
な
い
と
云
つ
た
と
か
い

う
話
が
、
今
で
も
折
々
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
単
に
其
為
ば
か
り
で
も
あ

る
ま
い
が
、
私
の
両
親
は
私
が
生
れ
落
ち
る
と
間
も
な
く
、
私
を
里
に
遣
っ

て
し
ま
っ
た
。
其
里
と
い
う
の
は
、
無
論
私
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
筈
が
な

い
け
れ
ど
も
、
成
人
の
後
聞
い
て
見
る
と
、
何
で
も
古
道
具
の
売
買
を
渡
世

に
し
て
い
た
貧
し
い
夫
婦
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

夏
目
金
之
助
の
出
生
は
、
決
し
て
幸
満
ち
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
生
後
間
も

な
く
里
子
に
出
さ
れ
、
ま
た
、
同
じ
『
硝
子
戸
の
中
』
に

私
は
い
つ
頃
そ
の
里
か
ら
取
り
戻
さ
れ
た
か
知
ら
な
い
。
し
か
し
じ
き
ま

た
あ
る
家
へ
養
子
に
や
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
私
の
四
つ
の
歳
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。

と
も
あ
る
よ
う
に
、
や
っ
と
実
家
に
帰
っ
て
き
た
そ
の
後
も
、
そ
れ
ほ
ど
時
を
経

ず
し
て
養
子
に
出
さ
れ
た
過
去
を
持
つ
。
ま
た
、
漱
石
の
自
伝
的
作
品
と
も
言
わ

れ
る
『
道
草
』
に
は
、
主
人
公
の
健
三
が
、
養
父
母
と
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
思
い

め
ぐ
ら
す
箇
所
が
あ
る
。

自
分
は
其
時
分
誰
と
と
も
に
住
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

彼
に
は
何
ら
の
記
憶
も
な
か
っ
た
。
彼
の
頭
は
ま
る
で
白
紙
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
理
解
力
の
索
引
に
訴
え
て
考
え
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
島

田
夫
婦
と
と
も
に
暮
ら
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

健
三
に
は
、
幼
き
頃
の
記
憶
が
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
特
に
、「
島
田
夫
婦

と
と
も
に
暮
ら
し
た
」
養
家
の
風
景
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
こ
の

箇
所
に
つ
い
て
は
、
江
藤
淳
六

が
、「
金
之
助
は
年
老
い
た
父
親
に
拒
否
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
ひ
と
り
に
な
り
、
自
ら
養
父
母
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
ひ

と
り
に
な
っ
て
い
た
」
と
、
漱
石
自
身
の
生
い
立
ち
に
纏
わ
る
事
実
を
重
ね
て
指
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摘
す
る
通
り
、『
道
草
』
の
中
の
健
三
が
養
父
を
「
拒
否
し﹅

」
て﹅

い
た
の
は
、
ま
ず
、

実
の
父
親
に
「
拒
否
さ﹅

れ﹅

」
て﹅

い
た
、
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
（
傍
点

筆
者
）、
の
、
幼
児
な
り
の
精
一
杯
の
反
逆
、
だ
と
も
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
に
心
を
閉
ざ
し
て
い
た
た
め
に
、
尚
更

健
三
は
自
分
の
父
と
島
田
と
が
喧
嘩
を
し
て
義
絶
し
た
当
時
の
光
景
を
よ

く
覚
え
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
自
分
の
父
に
対
し
て
さ
ほ
ど
情
愛
の
籠
っ
た

優
し
い
記
憶
を
有
っ
て
い
な
か
っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
に
実
父
と
の
「
優
し
い
記
憶
」
は
全
く
な
い
。

漱
石
が
、
主
人
公
を
し
て
自
ら
の
幼
児
期
に
つ
い
て
、「
何
の
記
憶
も
な
い
」、

「
白
紙
の
よ
う
な
も
の
」
と
し
か
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
意
思

が
及
ば
ぬ
深
き
領
域
で
、
記
憶
が
「
な
い
も
の
」
と
封
印
さ
れ
て
い
る
所
以
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
考
え
る
と
き
、「
お
や
じ
は
些
と
も
お
れ
を
可
愛
が

っ
て
く
れ
な
か
っ
た
」、「
母
は
兄
ば
か
り
贔
屓
に
し
て
い
た
」と
い
う
主
人
公「
お

れ
」
の
背
景
に
、
作
者
漱
石
の
生
い
立
ち
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

両
親
か
ら
愛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
幼
少
期
の
哀
し
さ
、
そ
れ
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
の
い
た
ず
ら
の
記
憶
に
は
、
常
に
家
族
が
沿
う
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
作
品
執
筆
の
時
系
列
を
確
認
す
れ
ば
、
先
に
示
し
た
『
想
い
出
す
こ
と

な
ど
』
は
明
治
四
十
三
年
十
月
か
ら
、『
道
草
』
に
至
っ
て
は
、
大
正
四
年
の
六
月

か
ら
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
朝
日
新
聞
」
専
属
作
家
と

し
て
熟
成
期
を
迎
え
て
い
た
漱
石
が
、
自
ら
の
過
去
を
振
り
返
り
、
総
括
的
に
記

し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
九
）
年
に
発
表
さ

れ
た
、
漱
石
が
作
品
を
書
き
始
め
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
も
の
あ
る
。
そ
し
て
ち
ょ

う
ど
そ
の
こ
ろ
は
、
約
二
年
に
わ
た
る
英
国
留
学
か
ら
の
帰
国
後
に
着
任
し
た
第

一
高
等
学
校
や
、
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
の
講
師
な
ど
を
兼
任
し
て
い
た
時
期
で

あ
る
。

そ
も
そ
も
漱
石
が
、
処
女
作
『
猫
』
を
書
く
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
高
浜
虚
子

か
ら
の
勧
め
で
あ
り
、
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
虚
子
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

あ
る
時
私
は
漱
石
が
文
章
で
も
書
い
て
見
た
な
ら
ば
気
が
紛
れ
る
だ
ろ
う
と

思
い
ま
し
て
、
文
章
を
書
い
て
見
る
こ
と
を
勧
め
ま
し
た
。
私
は
別
に
気
に

も
留
め
ず
に
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
果
し
て
出
来
る
か
、
出
来
ん
か
も

分
ら
ん
と
考
え
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
七

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
、
小
説
執
筆
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
、「
気
が
紛
れ
る
だ

ろ
う
」
と
の
勧
め
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
時
期
の
段
階
で
の
作
品
と
い
う

こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
描
か
れ
た
「
家
族
」
に
つ
い
て
の
背
景
に

は
、
作
者
漱
石
自
身
の
幼
児
期
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
さ
ら
に
当
時
漱
石
を
と
り

ま
い
て
い
た
家
族
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
一
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
い
た
ず
ら
」
の
終
結
に
家
族
か
ら

の
救
済
を
必
ず
添
え
る
こ
の
記
憶
語
り
の
数
々
は
、
当
時
の
漱
石
自
身
を
を
解
く

こ
と
で
、
見
出
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
そ
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
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夏
目
鏡
子
『
漱
石
の
想
い
出
』
八

に
漱
石
が
英
国
留
学
中
の
談
と
し
て
次
の
よ

う
な
箇
所
が
あ
る
。

書
こ
う
書
こ
う
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
朝
の
う
ち
は
子
供
た
ち
の
お
守
を
し

た
り
午
後
に
な
る
と
針
仕
事
で
も
だ
し
た
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う

ち
に
夜
に
な
っ
て
、
夜
は
夜
で
疲
れ
て
眠
く
な
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
（
中
略
）

中
々
い
ざ
手
紙
を
書
く
と
い
ふ
時
が
あ
り
ま
せ
ん
。

筆
不
精
で
も
あ
っ
た
妻
、
い
く
ら
手
紙
を
書
い
て
も
な
か
な
か
戻
っ
て
こ
な
い

返
信
を
い
ら
立
ち
な
が
ら
待
ち
続
け
、や
っ
と
届
い
た
短
い
返
事
に
ほ
っ
と
す
る
。

留
学
費
用
の
不
足
、
計
り
知
れ
な
い
異
国
の
地
で
の
孤
独
感
に
さ
い
な
ま
れ
、
次

第
次
第
に
神
経
症
が
悪
化
し
て
い
た
当
時
の
漱
石
に
と
っ
て
、
待
ち
わ
び
尽
く
し

て
や
っ
と
手
に
し
た
妻
か
ら
の
手
紙
こ
そ
が
、
家
族
に
よ
る
、
小
さ
な
救
済
の
瞬

間
で
あ
っ
た
と
も
推
測
す
る
に
は
難
く
な
い
。

そ
ん
な
、
ふ
と
し
た
「
家
族
」
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
も
た
ら
さ
れ
る
瞬
間

が
、
こ
う
し
て
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
、「
無
鉄
砲
」
な
い
た
ず
ら
の
終
結
部
に
、
さ

り
気
な
く
添
え
ら
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。

「
気
を
紛
ら
す
」
た
め
に
取
り
掛
か
っ
た
処
女
作
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
い
う
に
及
ば
ず
、
当
時
の
夏
目
家
の
日
常
に
ほ
ど
近
い
風
景
だ

っ
た
。
鏡
子
が
「
夏
の
始
め
頃
か
と
覚
え
て
居
り
ま
す
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
生

ま
れ
て
い
く
ら
も
た
ゝ
な
い
小
猫
が
家
の
中
に
入
っ
て
き
ま
し
た
」
九

と
回
想
す

る
よ
う
に
、
一
匹
の
猫
の
出
現
で
も
た
ら
さ
れ
た
夏
目
家
の
小
さ
な
変
化
を
材
と

し
て
、
書
き
始
め
ら
れ
た
作
品
に
は
、
漱
石
の
一
分
身
で
あ
る
と
も
読
め
る
登
場

人
物
が
登
場
す
る
の
だ
が
そ
ん
な
『
猫
』
の
中
に
、「
主
人
に
云
わ
せ
る
と
教
師
ほ

ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
そ
う
で
彼
は
友
達
が
来
る
度
に
何
と
か
か
ん
と
か
不
平
を

鳴
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
一
節
を
挿
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ほ
ど
に
、
帰
国
後
の

教
師
と
し
て
の
自
ら
を
、
決
し
て
良
し
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
こ

と
も
、
又
、
当
時
の
漱
石
を
読
み
解
く
一
つ
の
要
因
で
も
あ
る
。

漱
石
が
初
め
て
教
職
に
就
い
た
の
は
、
明
治
二
十
五
年
、
彼
が
ま
だ
帝
国
大
学

文
科
大
学
英
文
科
在
学
中
で
も
あ
っ
た
時
期
で
、
主
と
し
て
、
学
費
補
給
の
目
的

で
東
京
専
門
学
校
（
現
在
の
早
稲
田
大
学
）
講
師
と
し
て
英
文
学
な
ど
を
担
当
し

た
。
ま
た
、
翌
明
治
二
十
六
年
に
は
大
学
院
へ
と
進
み
、
学
長
の
推
薦
を
受
け
て
、

東
京
高
等
師
範
学
校
の
英
語
科
講
師
に
も
就
任
し
て
い
る
。

当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
、
講
演
「
私
の
個
人
主
義
」
一
〇

の
中
で
、

と
う
と
う
高
等
師
範
の
方
へ
行
く
事
に
な
り
ま
し
た
。
／
し
か
し
教
育
者

と
し
て
偉
く
な
り
得
る
よ
う
な
資
格
は
私
に
最
初
か
ら
欠
け
て
い
た
の
で
す

か
ら
、
私
は
ど
う
も
窮
屈
で
恐
れ
入
り
ま
し
た
。（
略
）
し
か
し
ど
う
あ
っ
て

も
私
に
は
不
向
き
な
所
だ
と
し
か
思
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
奥
底
の
な
い
打

ち
明
け
た
お
話
を
す
る
と
、
当
時
の
私
は
ま
あ
肴
屋
が
菓
子
家
へ
手
伝
い
に

行
っ
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

と
も
振
り
返
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
積
極
的
に
就
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
教

職
へ
の
い
き
さ
つ
は
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
、「
お
れ
」
の
動
機
と
も
つ
な
が
っ
て

行
く
。

ま
た
、
漱
石
が
明
治
三
十
八
年
五
月
九
日
に
、
友
人
村
上
半
太
郎
宛
に
送
っ
た

書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

小
生
は
教
師
な
れ
ど
教
師
と
し
て
成
功
す
る
よ
り
は
ヘ
ボ
文
学
者
と
し
て
世
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に
立
つ
方
が
性
に
合
う
か
と
存
候
に
つ
き
是
か
ら
は
此
方
面
に
て
、
一
奮
発

仕
る
積
に
候
然
し
何
し
ろ
本
職
の
余
暇
に
や
る
こ
と
故
た
い
し
た
も
の
も
不

出
来
た
だ
お
笑
い
草
の
み
に
候

倫
敦
時
代
か
ら
の
苦
し
み
は
、「
文
章
で
も
書
い
て
見
た
な
ら
ば
」
と
提
案
さ
れ

る
ほ
ど
、
傍
か
ら
も
顕
著
に
わ
か
る
も
の
だ
っ
た
。
異
国
の
地
に
あ
り
、
他
に
馴

染
ま
ず
、
ひ
た
す
ら
文
学
研
究
に
没
頭
す
る
こ
と
で
ま
と
め
上
げ
た
「
文
学
論
」

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
帰
国
後
の
教
壇
で
い
く
ら
そ
の
講
義
を
重
ね
て
も
、
そ

こ
に
熱
意
は
沸
い
て
来
ず
、だ
か
ら
こ
そ
、教
師
と
い
う
仕
事
へ
の
懐
疑
は
、『
猫
』

を
執
筆
し
始
め
た
こ
と
で
よ
り
、
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
中
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
た
作
品
の
ひ
と
つ
が
こ
の
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
主
人
公
の
幼
き
頃
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る

「
家
族
」
の
描
写
に
、
漱
石
が
思
い
を
重
ね
て
い
た
の
は
、
彼
が
後
年
発
表
す
る

こ
と
と
な
る
『
道
草
』
に
込
め
ら
れ
た
、
あ
の
幼
少
期
の
記
憶
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
家
族
の
風
景
で
あ
っ
た
と
も
読
み
取
る
こ
と
は
難
く
な
い
。

と
な
る
と
、
改
め
て
「
お
れ
」
で
あ
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
過
去
の
記
憶
と

し
て
振
り
返
る
、
数
々
の
「
無
鉄
砲
」
故
の
失
敗
や
可
笑
し
み
を
含
む
豪
快
な
思

い
出
に
、
い
つ
も
、
ど
こ
か
し
ら
で
救
済
の
手
が
差
し
伸
べ
て
ら
れ
た
（
と
、
彼

自
ら
を
納
得
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
伺
え
る
）
こ
と
は
う
な
ず
け
よ
う
。
当
時
の
、

「
お
れ
」
の
意
識
の
奥
深
く
に
、
家
族
と
い
う
も
の
へ
の
秘
か
な
る
思
い
が
、
自

ず
と
潜
み
出
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、「
一
」
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、「
二
」
以
後
で
書
か
れ
る
〈
今
〉

で
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
、「
場
」で
あ
り
ル
ー
ツ
の
確
認
な
の
で
あ
る
。そ
れ
は
、

「
二
」
以
後
、
す
で
に
成
長
し
て
し
ま
っ
て
い
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
主
人
公
「
お

れ
」
が
、（
今
は
も
う
崩
壊
し
て
は
い
る
も
の
の
）
自
ら
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
家
族

と
い
う
「
場
」
に
対
す
る
秘
め
ら
れ
た
希
求
で
あ
り
、
そ
の
確
認
作
業
だ
っ
た
の

か
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
方
向
性
こ
そ
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
貫
く
姿
勢
で
は
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

二
、
家
族
と
清

「
い
た
ず
ら
」
語
り
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
必
ず
、
家
族
か
ら
の
救
済
が
つ
い
て
回
っ

て
い
た
こ
と
が
、
さ
り
気
な
く
添
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
一
」
で
語
ら
れ
る
、

そ
れ
以
外
の
幼
き
頃
の
風
景
に
も
同
様
の
志
向
性
が
見
ら
れ
る
。

母
が
病
気
で
死
ぬ
二
三
日
前
台
所
で
宙
返
り
を
し
て
へ
っ
つ
い
の
角
で
肋

骨
を
撲
っ
て
大
い
に
痛
か
っ
た
。
母
が
大
層
怒
っ
て
、
お
前
の
よ
う
な
も
の

の
顔
は
見
た
く
な
い
と
云
う
か
ら
、
親
類
へ
泊
り
に
行
っ
て
い
た
。
す
る
と

と
う
と
う
死
ん
だ
と
云
う
報
知
が
来
た
。
そ
う
早
く
死
ぬ
と
は
思
わ
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
大
病
な
ら
、
も
う
少
し
大
人
し
く
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
て

帰
っ
て
来
た
。

こ
の
部
分
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
「
い
た
ず
ら
」
で
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
二
」

以
降
で
語
ら
れ
る
〈
今
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
、
思
い
出
語
り
の
話
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
、
先
の
「
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
」
や
、「
質
屋
の
勘
太
郎
」

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
少
々
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。

「
母
が
病
気
で
死
ぬ
二
三
日
前
」
の
出
来
事
だ
と
い
う
、
こ
の
幼
子
の
「
台
所
」
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で
の
「
宙
返
り
」
は
、
果
た
し
て
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
。
母
親
は
お
そ
ら
く
こ

の
時
は
、
病
床
に
伏
し
て
い
た
状
態
だ
っ
た
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
兄
ば
か
り
贔
屓

に
し
」
て
い
る
母
に
対
し
て
、
弟
で
あ
る
幼
な
子
は
ど
う
し
て
も
素
直
に
な
れ
は

し
な
か
っ
た
。
本
当
は
、
可
愛
が
ら
れ
て
い
る
兄
の
よ
う
に
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

と
き
、兄
が
ど
こ
に
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
）、病
気
の
母
の
傍
に
い
て
、

一
緒
に
過
ご
し
て
い
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
ご
ろ
か
ら
「
些
と
も
」「
か
わ
い
が

っ
て
く
れ
な
」
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
彼
は
、
台
所
で
た
だ
一
人
、
あ
え
て
乱

暴
に
大
き
な
音
を
立
て
、「
宙
返
り
」
を
し
て
い
る
し
か
術
を
も
た
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
、
子
ど
も
の
「
試
し
行
動
」
の
よ
う
な
も
の
の
一

種
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、「
試
し
行
動
」
は
、
子
供
が
親
・
里
親
・
教
師
な
ど
の
保
護
者
に
対

し
て
、
自
分
を
ど
の
程
度
ま
で
受
け
と
め
て
く
れ
る
の
か
を
探
る
た
め
に
、
わ
ざ

と
困
ら
せ
る
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
い
い
、
と
り
わ
け
虐
待
を
受
け
、
大
人

を
信
頼
し
て
い
な
い
子
供
に
特
に
強
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
も
ま
た
、
い
く
ら
疎
ん
じ
ら
れ
よ
う
と
も
、
な
ん
と
か
気
に
か
け
て
ほ

し
い
と
望
む
、
幼
き
子
な
り
の
精
一
杯
の
存
在
証
明
的
行
為
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

そ
れ
で
も
、
母
は
、
わ
か
っ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
あ
ば
ら
骨
を
打
っ
て
ど
ん

な
に
痛
が
り
、
泣
き
叫
ん
で
も
、「
お
前
の
よ
う
な
も
の
の
顔
は
二
度
と
見
た
く
な

い
」
と
突
き
放
し
た
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
主
人
公
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
誇
大
に
ふ

る
ま
っ
て
で
も
欲
し
て
い
た
の
は
、
自
分
に
も
優
し
く
し
て
ほ
し
い
と
願
う
が
故

の
、
母
親
か
ら
の
あ
た
た
か
な
母
性
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
い
た
ず
ら
」
に
つ
い
て
の
思
い
出
語
り
の
中
で
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
親
か
ら

言
わ
れ
て
き
た
言
葉
を
様
々
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、「
お
れ
を
見
る

度
に
こ
い
つ
は
ど
う
せ
碌
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
お
や
じ
」
の
言
、

「
乱
暴
で
乱
暴
で
先
が
案
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
母
の
小
言
な
ど
で
、
父
や
母
か
ら

そ
の
よ
う
な
言
葉
を
言
わ
れ
る
た
び
に
、
当
時
子
ど
も
で
あ
っ
た
「
お
れ
」
は
、

お
そ
ら
く
、
さ
ら
な
る
「
無
鉄
砲
」
な
い
た
ず
ら
や
、
乱
暴
を
繰
り
返
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
思
い
出
語
り
を
し
て
い
る
現
在
時
に
あ
っ
て
は
、

こ
う
し
て
過
去
を
振
り
返
り
、
む
し
ろ
、
当
時
言
わ
れ
た
親
か
ら
の
、
否
定
的
言

葉
の
数
々
に
、
ど
こ
か
妙
に
同
意
し
て
、
納
得
し
て
い
る
よ
う
な
向
き
も
あ
る
。

「
な
る
ほ
ど
碌
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
御
覧
の
通
り
の
始
末
で
あ
る
」、「
行
く

先
が
案
じ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
を
、
親
の
言
っ
て

い
た
通
り
だ
と
纏
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
幼
き
頃
の
親
と
の
関
係
に
お
い
て
、
両
親
か

ら
受
け
た
否
定
的
な
言
葉
ば
か
り
が
い
く
ら
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
て
も
、
そ
れ

で
も
「
親
子
」
と
い
う
つ
な
が
り
を
、
彼
な
り
に
大
事
な
も
の
と
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
い
た
ず
ら
は
、
親
に
こ
ち
ら
を
見
て
ほ
し
い
か
ら
、
乱
暴
は
、
な
に
よ
り
、

「
親﹅

譲﹅

り﹅

の
無
鉄
砲
」
が
故
、
だ
め
だ
だ
め
だ
、
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
や

は
り
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
の
肉
親
は
、
自
分
を
「
年
中
持
て
余
し
て
い
た

父
」
と
、
自
分
に
対
し
て
「
と
う
と
う
愛
想
を
つ
か
し
た
」
そ
の
母
で
あ
り
、
決

し
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
側
か
ら
は
、
親
を
拒
絶
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

初
作
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
中
で
、
突
如
登
場
し
た
猫
が
、

吾
輩
が
こ
の
家
へ
住
み
込
ん
だ
当
時
は
、
主
人
以
外
の
も
の
に
は
は
な
は
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だ
不
人
望
で
あ
っ
た
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
跳
ね
付
け
ら
れ
て
相
手
に
し
て
く

れ
手
が
な
か
っ
た
。
い
か
に
珍
重
さ
れ
な
か
っ
た
か
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

名
前
さ
え
つ
け
て
く
れ
な
い
の
で
も
分
る
。
吾
輩
は
仕
方
が
な
い
か
ら
、
出

来
得
る
限
り
吾
輩
を
入
れ
て
く
れ
た
主
人
の
傍
に
い
る
事
を
つ
と
め
た
。
朝

主
人
が
新
聞
を
読
む
と
き
は
必
ず
彼
の
膝
の
上
に
乗
る
。
彼
が
昼
寝
を
す
る

と
き
は
必
ず
そ
の
背
中
に
乗
る
。
こ
れ
は
あ
な
が
ち
主
人
が
好
き
と
い
う
訳

で
は
な
い
が
別
に
構
い
手
が
な
か
っ
た
か
ら
や
む
を
得
ん
の
で
あ
る
。（
傍

線
・
筆
者
）

と
淡
々
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
苦
沙
弥
先
生
の
家
に
居
つ
い
て
も
「
は
な
は
だ

不
人
望
」
で
あ
っ
た
そ
の
猫
は
、
誰
も
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
な
い
の
な
ら
、
気
に

か
け
て
も
く
れ
な
い
の
な
ら
、
い
っ
そ
こ
ち
ら
か
ら
向
か
っ
て
行
こ
う
と
い
う
意

気
込
み
で
、「
主
人
」
の
傍
に
纏
わ
り
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
た
と
え
、
い
く
ら
も
て
あ
ま
さ
れ
、
愛
想
を
つ
か
さ
れ

て
い
よ
う
と
も
、
血
を
分
け
た
本
当
の
両
親
は
、
彼
に
と
っ
て
は
や
は
り
親﹅

な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、〈
今
〉
で
あ
る
現
在
時
、
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
語
る
と
き

に
は
、
親
が
「
碌
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
な
る
ほ
ど

「
御
覧
の
通
り
の
始
末
で
あ
る
」
と
、
親
の
言
葉
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
て
、
否
定
さ
れ
続
け
て
い
た
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
そ
の
た
め
に
、「
ど
う
せ
お
れ
は
…
」
と
い
う
自
己
否
定
へ
と
自

ら
を
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
幼
少
期
の
思
い
出
語
り
か
ら
始
め
て
い
る
の
は
、

自
ら
を
卑
下
す
る
志
向
な
ど
で
は
な
く
む
し
ろ
、
逆
の
志
向
で
あ
り
、「
二
」
以
降

の
〈
今
〉
で
の
活
躍
を
溌
溂
と
語
り
始
め
る
時
間
軸
に
向
け
た
、
あ
る
矜
持
と
も

い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
段
で
詳
し
く
触
れ
て
み
た

い
。と

こ
ろ
で
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
い
て
、「
清
」
と
い
う
下
女
の
存
在
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
江
藤
淳
は
、
新
潮
文
庫
の
解
説
の
中
で
、「『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
名
作
に

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
に
底
流
し
て
い
る
暖
か
さ
だ
」
と
指
摘
す
る
。
最
後

に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
帰
っ
て
い
っ
た
場
所
が
「
清
の
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
取

り
上
げ
て
、「
究
極
に
は
地
の
底
の
〝
妣
な
る
も
の
〟
の
潜
む
場
所
で
」、「
そ
こ
に

こ
そ
漱
石
の
渇
望
す
る
暖
か
さ
の
源
泉
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
佐
藤
の
、

「
清
の
背
後
に
あ
の
「
母
な
る
も
の
」
の
本
源
と
し
て
の
母
千
枝
の
イ
メ
ー
ジ
が

重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
」
と
の
見
解
も
あ
る
。

確
か
に
、
清
は
、
家
族
の
中
に
あ
っ
て
爪
弾
き
に
さ
れ
て
い
た
こ
の
次
男
坊
に

と
っ
て
、
唯
一
の
理
解
者
で
あ
り
、
心
強
い
味
方
で
あ
っ
た
。
清
の
存
在
を
ど
う

読
む
か
、
そ
れ
も
ま
た
、
一
つ
の
大
き
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
見
解
と
は
ま
た
少
し
別
の
角
度
か
ら
、
こ
の
清
を
読
み
解
い
て
み
た

い
。清

が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
言
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
母
親
が
死
ん
だ
後
、

「
お
や
じ
と
兄
と
三
人
で
暮
ら
し
て
い
た
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
ち
で
あ

る
。
兄
弟
喧
嘩
が
高
じ
、「
お
れ
」
を
「
勘
当
す
る
」
と
言
い
出
し
た
父
親
に
、「
十

年
来
召
し
使
っ
て
い
る
清
と
云
う
下
女
が
、
泣
き
な
が
ら
お
や
じ
に
詫
ま
っ
て
」

と
り
な
し
て
く
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
幼
少
期
の
思
い
出
か
ら
語
り
始
め
た
章
で
あ
る
「
一
」
に
お
い
て
、

清
は
、
冒
頭
か
ら
は
登
場
し
て
い
な
い
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
な
、
い
た
ず
ら

を
し
た
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
の
救
済
措
置
的
終
結
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ

に
父
や
母
が
か
か
わ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
清
の
存
在

に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
た
ん
登
場
し
た
そ
れ
以

後
は
、
付
か
ず
離
れ
ず
な
に
か
し
ら
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
昔
語
り
の
中
に
出
て
く

る
が
、
清
の
登
場
の
時
間
差
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
母
の
存
命
中
に
あ
っ
て
で
も
（「
十
年
来
召
し
使
っ
て
い
る
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
）、
清
は
な
に
か
に
つ
け
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
話
を
焼
き
「
お
れ
を

非
常
に
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
」
て
い
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
ど
ん
な
に
清
が
、

庇
い
贔
屓
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
対
し
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
時
折
は
、「
不

思
議
な
も
の
で
あ
る
」、「
少
々
気
味
が
悪
か
っ
た
」
な
ど
と
、
少
し
冷
め
た
目
で

見
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
清
側
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
対
す
る
思

い
と
は
、
別
の
距
離
感
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
清
か
ら
の
一
直
線
な
愛
情
の

方
向
と
は
異
な
る
冷
静
さ
な
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、「
時
々
は
小
供
心
に
な
ぜ
あ

ん
な
に
か
わ
い
が
る
の
か
と
不
審
に
思
っ
た
。
つ
ま
ら
な
い
、
よ
せ
ば
い
い
の
に

と
思
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
真
っ
直
ぐ
に
自
分
に
愛
情
を
向
け
て
く
れ
る
清
に
対
し
て
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
が
、
こ
う
し
て
時
に
は
「
気
の
毒
だ
」
と
さ
え
思
う
の
は
、「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
に
と
っ
て
の
清
が
、
母
で
も
祖
母
で
も
な
い
、
あ
く
ま
で
も
「
奉
公
し
て
く

れ
て
い
て
い
る
、
優
し
い
婆
や
」
だ
か
ら
、
な
の
で
あ
る
。

優
し
い
女
中
で
あ
る
清
は
、
い
つ
も
味
方
を
し
て
く
れ
て
、
彼
女
の
身
内
で
あ

る
甥
に
さ
え
、
奉
公
し
て
い
る
家
の
子
「
自
慢
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
。「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
は
、
そ
ん
な
清
を
見
て
、「
自
分
の
主
人
な
ら
甥
の
為
に
も
主
人
に
相
違
な

い
と
合
点
し
た
も
の
ら
し
い
。
甥
こ
そ
い
い
面
の
皮
だ
」
と
、
甥
の
側
に
立
っ
た

う
え
で
の
同
情
さ
え
示
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
一
種
の
照
れ
隠
し
の
よ
う
な
嬉

し
さ
と
も
い
え
る
が
、
他
方
、
こ
れ
ら
の
距
離
感
は
、
や
は
り
清
が
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
に
と
っ
て
、
身
内
と
は
違
う
存
在
だ
、
と
い
う
一
つ
の
観
方
か
ら
の
所
以
で

あ
ろ
う
。
清
と
甥
と
の
関
係
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て

は
父
や
母
が
ま
ず
は
第
一
の
つ
な
が
り
で
、
清
と
は
、
そ
う
し
た
血
縁
関
係
と
は

違
う
。
系
図
に
組
み
込
ま
れ
る
「
家
族
」
で
は
な
い
の
だ
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
作
品
は
、
冒
頭
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
ま
ず
、「
親﹅

譲﹅

り﹅

」
の
「
無
鉄
砲
」
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
、
清
が
優
し
い
ば
あ
や
と
し
て
い
つ
も
寄
り
添
っ
て
、
そ
の
暮
ら
し
は
成
り

立
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ

の
幼
少
期
は
、
清
と
い
う
緩
衝
材
的
な
存
在
を
含
ん
で
、〈
今
〉
に
お
け
る
何
よ
り

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
こ
こ
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
田
舎
嫌
い
の
意
味

さ
て
、「
一
」
で
の
い
き
さ
つ
を
踏
ま
え
て
、
い
よ
い
よ
、「
二
」
以
降
に
お
い

て
、〈
今
〉
と
し
て
語
ら
れ
る
四
国
で
の
物
語
が
は
じ
ま
る
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

を
読
む
た
び
に
い
つ
も
思
う
の
は
、
地
方
に
赴
任
し
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
な
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ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
訪
れ
た
場
所
」
に
対
し
て
辛
辣
な
表
現
を
用
い
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
瀬
沼
茂
樹
が
「
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
周
囲
に
み
る
よ
う
な
み
み
っ
ち

い
日
本
的
性
格
を
、
無
邪
気
で
単
純
な
正
義
感
と
い
う
他
の
日
本
的
性
格
か
ら
批

判
し
た
」一
一

作
品
と
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
よ
う
に
、
江
戸
子
気
質
の

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、「
み
み
っ
ち
い
日
本
的
性
格
」
を
持
っ
た
典
型
的
「
卑
俗
」
さ
を
、

バ
ッ
タ
バ
ッ
タ
と
痛
快
に
や
り
込
め
て
い
く
ユ
ー
モ
ア
小
説
と
読
む
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
「
地
方
性
」
は
単
な
る
一
つ
の
比
喩
と
し
て
、
あ
ま
り
重
き
を
置
か
ず

に
読
み
過
ご
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
そ
の
「
地

方
」
的
な
部
分
に
対
す
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
視
線
に
は
、
単
純
に
笑
い
飛
ば
す

こ
と
が
で
き
な
い
違
和
感
を
覚
え
る
。

総
じ
て
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
、「
田
舎
」
と
い
う
言
葉
が
三
十
一
回
登
場
し

て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
こ
に
は
「
東
京
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
の

い
ず
れ
に
も
、
や
は
り
肯
定
的
な
感
は
含
ま
れ
な
い
。

作
品
中
、
初
め
て
そ
れ
が
出
現
す
る
の
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
卒
業
し
た
物
理

学
校
の
校
長
か
ら
、
松
山
へ
の
赴
任
を
持
ち
掛
け
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。

卒
業
し
て
か
ら
八
日
目
に
校
長
が
呼
び
に
来
た
か
ら
、
何
か
用
だ
ろ
う
と

思
っ
て
、
出
掛
け
て
行
っ
た
ら
、
四
国
辺
の
中
学
校
で
数
学
の
教
師
が
い
る
。

月
給
は
四
十
円
だ
が
、
行
っ
て
は
ど
う
だ
と
云
う
相
談
で
あ
る
。
お
れ
は
三

年
間
学
問
は
し
た
が
実
を
い
う
と
教
師
に
な
る
気
も
、
田﹅

舎﹅

へ
行
く
考
え
も

な
か
っ
た
。尤
も
教
師
以
外
に
何
を
し
よ
う
と
云
う
あ
て
も
な
か
っ
た
か
ら
、

こ
の
相
談
を
受
け
た
と
き
、
行
き
ま
し
ょ
う
と
即
席
に
返
事
を
し
た
。（
傍
点

筆
者
）

思
い
も
か
け
ず
赴
任
を
進
め
ら
れ
た
そ
の
場
所
に
対
し
て
、
な
ん
の
考
え
も
な

く
す
ぐ
さ
ま
「
田
舎
」
と
い
う
代
名
詞
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
、「
四
国
辺
」
と
い
う
そ
の
場
所
は
、
現
在
地
・

東
京
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
別
の
遠
い
地
と
の
認
識
で
あ
る
。

国
土
交
通
省
の
「
日
本
鉄
道
史
」
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
交
通
に
つ
い
て

神
戸
か
ら
新
橋
ま
で
二
十
時
間
以
上
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、

都
会
育
ち
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
未
知
な
る
遠
方
を
、「
田
舎
」
と
い
う
言
葉
で

括
る
の
に
、
そ
の
明
る
く
ス
ト
レ
ー
ト
な
物
言
い
の
中
に
、
あ
る
種
の
（
都
会
的
）

驕
り
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
仕
方
が
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

「
二
」
の
冒
頭
、
神
戸
か
ら
汽
船
に
乗
り
継
い
で
、〈
今
〉
の
時
間
軸
上
に
あ
る

赴
任
地
に
降
り
立
っ
た
と
き
の「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」は
、「
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
ら
あ
、

こ
ん
な
所
に
我
慢
が
出
来
る
も
の
か
」
と
か
な
り
の
言
い
草
で
、
こ
の
地
を
断
じ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
「
東
京
」
以
外
に
行
っ
た
経
験
と
い
え

ば
、「
同
級
生
と
一
所
に
鎌
倉
へ
遠
足
し
た
時
ば
か
り
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
見
る

も
の
す
べ
て
が
（
東
京
と
）
異
な
る
赴
任
地
を
す
ぐ
さ
ま
理
解
で
き
る
わ
け
は
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
引
き
受
け
た
仕
事
を
す
る
た
め
赴
い
た
そ
の
土
地

に
、
自
ら
積
極
的
に
入
り
こ
ん
で
い
こ
う
と
す
る
気
概
が
、
最
初
か
ら
一
切
感
じ

ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
前
出
の
引
用
部
に
も
あ
る
よ
う
に
、
赴
任
を
引
き
受
け
た
と
き
は
、

「
田
舎
へ
行
く
考
え
も
何
も
な
か
っ
た
」
が
、
ほ
か
に
「
何
を
し
よ
う
と
云
う
あ
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て
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
程
度
の
、
い
わ
ば
、
成
り
行
き
任
せ
の
決
定
で
あ
っ
た

の
で
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
拒
絶
は
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
伺
え
よ
う
。「
引
き
受
け
た
以
上
は
赴
任
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、「
ど
ん
な
町
で
、
ど

ん
な
人
が
住
ん
で
い
る
か
分
か
ら
ん
。
分
か
ら
ん
で
も
困
ら
な
い
。
心
配
に
は
な

ら
ぬ
。
只
行
く
ば
か
り
で
あ
る
。」
と
、「
行
く
」
こ
と
に
、
前
向
き
で
あ
っ
た
よ

う
な
姿
勢
も
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
領
域
か
ら
別
の
地
へ
の
移
動
を
伴

う
設
定
は
、
そ
の
後
の
漱
石
作
品
に
も
度
々
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
草
枕
」

や
「
三
四
郎
」、「
坑
夫
」
な
ど
に
も
そ
れ
は
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
そ
れ
ら
ど
の

作
品
に
も
、「
東
京
」
対
「
田
舎
」
と
い
う
対
比
の
背
景
に
、
こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
な
嫌
悪
の
表
出
の
よ
う
な
も
の
は
示
さ
れ
ず
、
ま
た
、

そ
れ
が
物
語
を
構
築
す
る
、
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
た

だ
、
あ
え
て
そ
れ
を
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
み
た
と
き
、『
三
四
郎
』
と
い

う
作
品
を
対
照
化
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

三
四
郎
も
、「
自
分
は
田
舎
か
ら
出
て
大
学
へ
は
い
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
」
と
出

身
地
で
あ
る
熊
本
を
、「
田
舎
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
性
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
四
郎
に
と
っ
て
の
東
京
は
、

東
京
で
驚
い
た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
第
一
電
車
の
ち
ん
ち
ん
鳴
る
の
で

驚
い
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
ち
ん
ち
ん
鳴
る
あ
い
だ
に
、
非
常
に
多
く
の
人
間

が
乗
っ
た
り
降
り
た
り
す
る
の
で
驚
い
た
。
次
に
丸
の
内
で
驚
い
た
。
も
っ

と
も
驚
い
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
東
京
が
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。（
略
）
す
べ
て
の
物
が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
う
し
て
す
べ
て
の
物
が
ま
た
同
時
に
建
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え

る
。
た
い
へ
ん
な
動
き
方
で
あ
る
。

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
巨
大
な
都
市
で
あ
っ
た
。

「
た
い
へ
ん
な
動
き
方
」
を
し
て
い
る
東
京
の
実
情
を
、
上
京
す
る
ま
で
全
く
知

ら
ず
に
い
た
三
四
郎
が
、
直
接
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
ま
ず
思
っ
た
の
は
、「
こ

の
劇
烈
な
活
動
そ
の
も
の
が
と
り
も
な
お
さ
ず
現
実
世
界
だ
と
す
る
と
、
自
分
が

今
日
ま
で
の
生
活
は
現
実
世
界
に
毫
も
接
触
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
洞
が
峠

で
昼
寝
を
し
た
と
同
然
で
あ
る
」
と
い
う
感
慨
で
、
そ
の
時
の
彼
は
、
生
ま
れ
育

っ
た
故
郷
に
つ
い
て
、「
現
実
世
界
に
毫
も
接
触
し
て
い
な
」
か
っ
た
、「
昼
寝
」

の
場
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
と
唖
然
と
す
る
。

三
四
郎
は
、
自
分
の
周
り
で
激
し
く
動
く
都
市
に
戸
惑
っ
て
、

世
界
は
か
よ
う
に
動
揺
す
る
。
自
分
は
こ
の
動
揺
を
見
て
い
る
。
け
れ
ど

も
そ
れ
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
世
界
と
現
実
の
世
界
は
、
一

つ
平
面
に
並
ん
で
お
り
な
が
ら
、
ど
こ
も
接
触
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
て
現

実
の
世
界
は
、
か
よ
う
に
動
揺
し
て
、
自
分
を
置
き
去
り
に
し
て
行
っ
て
し

ま
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
人
「
置
き
去
り
に
」
さ
れ
て
し
ま
う
不
安
を
感
じ
な
が
ら
、

あ
た
ふ
た
動
き
を
繰
り
返
し
、
同
化
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
結
局
は
た
だ

そ
の
大
都
市
を
目
の
前
に
ふ
わ
ふ
わ
た
だ
よ
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
そ

ん
な
田
舎
か
ら
東
京
へ
の
三
四
郎
の
移
動
と
は
、
全
く
逆
の
ベ
ク
ト
ル
が
見
ら
れ

た
の
が
、「
三
四
郎
」
よ
り
も
二
年
余
り
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
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ん
」
な
の
で
あ
る
。

三
四
郎
は
、
現
実
世
界
に
「
置
き
去
り
に
」
さ
れ
る
不
安
を
感
じ
た
が
、「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
は
こ
の
地
を
自
ら
の
（
幼
少
期
を
過
ご
し
た
東
京
と
い
う
中
心
の
）
時

間
軸
か
ら
「
置
き
去
り
」
に
し
て
い
る
。
彼
自
身
が
積
極
的
に
、
田
舎
に
居
る
自

分
の
周
り
に
、
透
明
な
バ
リ
ア
を
張
り
巡
ら
せ
て
、
こ
の
地
へ
の
溶
け
込
み
を
拒

否
し
て
い
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
ま
で
過
ご
し

て
い
た
東
京
が
「
現
実
」
で
、
赴
任
地
は
、
三
四
郎
が
感
じ
て
い
た
よ
う
な
「
昼

寝
」
す
る
「
田
舎
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
田
舎
」
に
対
す
る
見
方
は
、
漁
村
の
港
に
着

い
て
す
ぐ
、「
中
学
校
は
ど
こ
だ
と
聞
い
た
」
と
き
の
、「
小
僧
は
ぼ
ん
や
り
し
て
、

知
ら
ん
が
の
、
と
云
っ
た
。
気
の
利
か
ぬ
田
舎
も
の
だ
。
猫
の
額
ほ
ど
な
町
内
の

癖
に
、
中
学
校
の
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
奴
が
あ
る
も
の
か
」
や
、
ま
た
、
到
着
後
の

宿
屋
で
茶
代
を
渡
す
と
き
の
、「
田
舎
者
は
し
み
っ
た
れ
だ
か
ら
五
円
も
や
れ
ば

驚
い
て
眼
を
廻
す
に
極
ま
っ
て
い
る
」
な
ど
に
も
読
み
取
れ
る
、
き
わ
め
て
挑
戦

的
な
気
概
で
も
あ
っ
て
、
以
後
、
始
ま
っ
て
い
く
〈
今
〉
の
生
活
で
、
一
切
変
わ

る
こ
と
は
な
い
。

更
に
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

自
分
が
し
た
事
を
笑
わ
れ
て
怒
る
の
が
卑
怯
じ
ゃ
ろ
う
が
な
、
も
し
と
答
え

た
奴
が
あ
る
。
や
な
奴
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
東﹅

京﹅

か
ら
、
こ
ん
な
奴
を
教
え
に
来

た
の
か
と
思
っ
た
ら
情
な
く
な
っ
た
。（
傍
点
筆
者
・
以
下
同
）

「
わ
ざ
わ
ざ
東﹅

京﹅

か
ら
、
こ
ん
な
奴
を
教
え
に
来
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
東
京

者
」
で
あ
る
自
身
を
、
ど
こ
か
、
高
い
位
置
に
置
い
て
み
て
い
る
よ
う
な
勢
い
が

感
じ
ら
れ
る
し
、

そ
れ
に
し
て
も
世
の
中
は
不
思
議
な
も
の
だ
、虫
の
好
か
な
い
奴
が
親
切
で
、

気
の
あ
っ
た
友
達
が
悪
漢
だ
な
ん
て
、
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
。
大
方
田﹅

舎﹅

だ﹅

か﹅

ら﹅

万
事
東﹅

京﹅

の﹅

さ﹅

か﹅

に﹅

行
く
ん
だ
ろ
う
。
物
騒
な
所
だ
。

「
田
舎
だ
か
ら
万
事
東
京
の
さ
か
に
行
く
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
全
く
無
茶
な
理
屈

で
あ
り
、
挙
句
の
果
て
に
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
、
馴
染
む
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ

の
赴
任
地
を
、
一
刻
も
早
く
出
た
が
っ
て
、

ど
う
し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
っ
て
清
と
い
っ
し
ょ
に
な
る
に
限
る
。
こ﹅

ん﹅

な﹅

田﹅

舎﹅

に
居
る
の
は
堕
落
し
に
来
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
新
聞
配
達
を
し
た

っ
て
、
こ
こ
ま
で
堕
落
す
る
よ
り
は
ま
し
だ
。

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
地
に
い
る
こ
と
自
体
が
、「
堕
落
」
だ
と
さ
え
み
な
し
て
い

る
。も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
暴
論
は
、
江
戸
っ
子
者
の
ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
と
し
た
気
風

の
良
さ
、
若
者
が
故
の
小
気
味
よ
い
ほ
ど
の
爽
快
さ
、
を
あ
え
て
際
立
た
せ
る
た

め
の
比
喩
的
素
材
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
作
者
漱
石
が
仕
組
ん
だ
「
笑
い
」
の

ポ
イ
ン
ト
、
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

漱
石
が
落
語
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る

し
、
ま
た
、
漱
石
自
身
、
明
治
三
十
九
年
の
「
文
学
談
」
一
二

の
中
で
、

『
坊
つ
ち
や

マ

マ

マ

ん
』
の
中
の
「
坊
つ
ち
や

マ

マ

マ

ん
」
と
い
う
人
物
は
或
点
ま
で
は
愛
す

べ
く
、
同
情
を
表
す
べ
き
価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
単
純
す
ぎ
て
経
験

が
乏
し
す
ぎ
て
、
現
今
の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に
く
い
人

だ
な
と
読
者
が
感
じ
て
合
点
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
作
者
の
人
生
観
が
読
者
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に
徹
し
た
と
い
う
て
よ
い
の
で
す
。

と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
東
京
と
の
対
比
に
つ
い
て
も
、「
単

純
す
ぎ
て
経
験
が
乏
し
す
ぎ
」
る
若
者
の
直
情
的
な
言
動
に
対
す
る
可
笑
し
み
、

と
も
読
め
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
ど
ん
な
苦
境
の
場
に
あ
っ
て
も
、
敢
え

て
道
化
を
装
い
な
が
ら
す
べ
て
を
そ
の
可
笑
し
み
の
中
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
こ
と

で
、
自
ら
を
保
と
う
と
し
て
い
る
、
ひ
ど
く
危
げ
な
姿
勢
と
も
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
が
、
赴
任
地
で
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
も
常
に

「
田
舎
」
と
言
い
続
け
、
そ
の
地
に
対
す
る
一
切
の
理
解
を
示
さ
な
い
で
い
る
こ

と
に
は
、
ま
た
別
の
意
味
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
が
、
筆
者
が
当
初
か
ら
感
じ
て

い
た
あ
る
違
和
感
の
正
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
た
だ
の
「
単
純
」
で
「
経
験
が

乏
し
」
い
青
年
の
、
ユ
ー
モ
ア
を
招
く
材
料
と
も
な
る
ほ
ほ
え
ま
し
さ
、
と
い
う

見
方
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
さ
ら
に
強
い
拒
絶
の
意
味
さ
え
見
え
隠
れ
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
後
期
作
品
「
こ
こ
ろ
」
に
見
る
こ

と
が
可
能
だ
ろ
う
。

「
こ
こ
ろ
」
は
、
大
正
三
年
四
月
か
ら
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で
、
や
は

り
、「
田
舎
者
」
に
対
す
る
か
な
り
辛
辣
な
言
い
様
が
散
見
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
個
所
で
あ
る
。

先
生
は
そ
の
上
に
私
の
家
族
の
人
数
を
聞
い
た
り
、
親
類
の
有
無
を
尋
ね

た
り
、
叔
父
や
叔
母
の
様
子
を
問
い
な
ど
し
た
。
そ
う
し
て
最
後
に
こ
う
い

っ
た
。

「
み
ん
な
善
い
人
で
す
か
」

「
別
に
悪
い
人
間
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
も
い
な
い
よ
う
で
す
。
大
抵
田
舎

者
で
す
か
ら
」

「
田
舎
者
は
な
ぜ
悪
く
な
い
ん
で
す
か
」

私
は
こ
の
追
窮
に
苦
し
ん
だ
。
し
か
し
先
生
は
私
に
返
事
を
考
え
さ
せ
る

余
裕
さ
え
与
え
な
か
っ
た
。

「
田
舎
者
は
都
会
の
も
の
よ
り
、
か
え
っ
て
悪
い
く
ら
い
な
も
の
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
君
は
今
、
君
の
親
戚
な
ぞ
の
中
に
、
こ
れ
と
い
っ
て
、
悪
い
人
間

は
い
な
い
よ
う
だ
と
い
い
ま
し
た
ね
。
し
か
し
悪
い
人
間
と
い
う
一
種
の
人

間
が
世
の
中
に
あ
る
と
君
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。
そ
ん
な
鋳
型
に
入
れ

た
よ
う
な
悪
人
は
世
の
中
に
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
平
生
は
み
ん
な

善
人
な
ん
で
す
。
少
な
く
と
も
み
ん
な
普
通
の
人
間
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
、

い
ざ
と
い
う
間
際
に
、
急
に
悪
人
に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
。
だ

か
ら
油
断
が
で
き
な
い
ん
で
す
」

こ
れ
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
、
自
分
の
故
郷
に
い
る
親
類
縁
者
を
「
別
に
悪

い
人
間
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
も
い
な
い
よ
う
で
す
。
大
抵
田
舎
者
で
す
か
ら
」
と

卑
下
し
た
時
、「
先
生
」
か
ら
の
指
摘
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
場
面
で
あ
り
、「
先

生
」
は
、「
田
舎
者
」
に
つ
い
て
、「
都
会
の
も
の
よ
り
、
か
え
っ
て
悪
い
」
と
、

む
し
ろ
大
き
な
嫌
悪
感
を
示
し
な
が
ら
「
私
」
に
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
別
の
箇
所
に
も
、

私
は
そ
の
翌
日
も
暑
さ
を
冒
し
て
、頼
ま
れ
も
の
を
買
い
集
め
て
歩
い
た
。
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手
紙
で
注
文
を
受
け
た
時
は
何
で
も
な
い
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
が
、
い
ざ

と
な
る
と
大
変
臆
劫
に
感
ぜ
ら
れ
た
。私
は
電
車
の
中
で
汗
を
拭
き
な
が
ら
、

他
の
時
間
と
手
数
に
気
の
毒
と
い
う
観
念
を
ま
る
で
も
っ
て
い
な
い
田
舎
者

を
憎
ら
し
く
思
っ
た
。

と
あ
る
通
り
、「
田﹅

舎﹅

者﹅

」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
他
の
時
間
と
手
数
に
気
の
毒
と

い
う
観
念
を
ま
る
で
も
っ
て
い
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
都
会
の
人
間
は
、

他
者
に
対
し
て
ず
け
ず
け
と
、
境
界
線
を
越
え
て
ま
で
そ
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で

来
た
り
は
し
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
否
、
そ
れ
は
、「
嘆
き
」
と
い
う
よ
り
も
「
憎

ら
し
く
思
っ
た
」
と
、
強
い
言
い
方
で
示
し
て
い
る
ほ
ど
の
憎
悪
の
念
で
あ
ろ
う
。

他
に
も
、『
こ
こ
ろ
』
に
は
、「
私
は
し
ま
い
に
父
の
無
知
か
ら
出
る
田﹅

舎﹅

臭﹅

い﹅

と
こ
ろ
に
不
快
を
感
じ
出
し
た
」
や
、「
私
は
田﹅

舎﹅

の﹅

客﹅

が﹅

嫌﹅

い﹅

だ
っ
た
。
飲
ん
だ

り
食
っ
た
り
す
る
の
を
、
最
後
の
目
的
と
し
て
や
っ
て
来
る
彼
ら
は
、
何
か
事
が

あ
れ
ば
好
い
と
い
っ
た
風
の
人
ば
か
り
揃
っ
て
い
た
。
私
は
子
供
の
時
か
ら
彼
ら

の
席
に
侍
す
る
の
を
心
苦
し
く
感
じ
て
い
た
」
な
ど
の
箇
所
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
田
舎
」
に
対
す
る
見
か
た
よ
り
格
段
に
強
い
。

た
だ
し
、『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
強
い
嫌
悪
は
、
そ
の
「
田
舎
者
」
が
、

善
意
に
見
せ
か
け
た
策
略
家
の
親
類
縁
者
だ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
た
、
深
い
絶

望
と
人
間
不
信
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
悲
劇
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
悲
惨
さ
は
見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
自
身
が
こ
の
田
舎
で
は
あ
く
ま
で
も
余
所
者
で
、
決
し
て
こ
こ
に
は
自
分
か

ら
迎
合
な
ど
し
な
い
、
と
い
う
自
ら
引
い
た
一
線
を
、
強
く
保
つ
姿
勢
が
見
ら
れ

る
ば
か
り
で
あ
る
。

と
か
く
、
こ
う
し
た
地
方
に
お
け
る
共
同
体
意
識
で
は
、
た
と
え
ば
、
中
根
千

絵
が
、「

ウ
チ
」「
ヨ
ソ
」
の
意
識
が
強
く
、
こ
の
感
覚
が
尖
鋭
化
し
て
く
る
と
、
ま

る
で
「
ウ
チ
」
の
者
以
外
は
人
間
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
の
極
端
な
人
間
関
係
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、
同
じ
社
会
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。（
略
）相
手
が
自
分
た
ち
よ
り
劣
勢
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、

特
に
そ
れ
が
優
越
感
に
似
た
も
の
と
な
り
、「
ヨ
ソ
者
」
に
対
す
る
比
例
が
大

っ
ぴ
ら
に
な
る
の
が
常
で
あ
る
。
一
三

と
い
う
よ
う
に
、「
ウ
チ
」「
ヨ
ソ
」
意
識
が
極
め
て
顕
著
に
表
れ
て
く
る
が
、
そ

れ
は
、
現
代
に
お
い
て
も
い
く
つ
も
の
悲
惨
な
事
件
一
四

に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
な
、「「
ウ
チ
」
の
者
」
側
か
ら
引
か
れ
る
線
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
で
は
、
ふ
と
し
た
偶
然
で
や
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
「
ヨ
ソ
」
者
で
あ

る
「
お
れ
」
が
、
自
ら
そ
の
壁
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
そ
れ
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、
赴
任
し
た
中
学
校
で
生
徒
た
ち
と
の

交
わ
り
を
語
る
と
き
、
親
し
く
関
係
を
築
い
て
い
る
描
写
が
誰
に
対
し
て
も
一
切

な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
バ
ッ
タ
」
事
件
で
の
生
徒
た
ち
と
の
言
い
合

い
の
場
面
で
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
彼
ら
を
示
す
の
は
「
生
徒
」
と
い
う
一
般
名
詞

だ
け
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
の
個
人
の
特
定
は
、「
真
先
の
一
人
」、「
一
番
左
の
方

に
居
た
丸
い
顔
の
奴
」
な
ど
の
言
い
方
で
、
一
度
も
そ
の
名
前
を
示
さ
な
い
。
む

し
ろ
、「
け
ち
な
奴
等
だ
」、「
話
せ
な
い
雑
兵
だ
」、「
こ
ん
な
腐
っ
た
了
見
の
奴
等
」

と
い
う
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
十
把
一
絡
げ
で
あ
っ
て
、
散
々
な
言
い
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
生
徒
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
個
別
で
同
僚
た
ち
を
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示
す
の
も
、
ま
た
下
宿
や
町
の
人
々
に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う

し
た
意
識
の
方
向
性
が
す
べ
て
、「
田
舎
者
」
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
る
。

三
四
郎
は
、目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
巨
大
な
都
市
東
京
の
中
で
立
ち
尽
く
し
、

入
り
込
も
う
と
努
力
を
重
ね
た
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
そ
の
反
対
に
、
自
分
は

あ
く
ま
で
も
「「
東
京
」
か
ら
来
た
者
」
で
、
田
舎
に
は
決
し
て
交
わ
ら
な
い
、
強

い
意
志
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
「
東
京
」
に
属
す
る
者
と
し
て

自
ら
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
敢
え
て
保
と
う
と
し
た
大
き
な
矜
持
で
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

四
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
寂
し
さ

た
だ
、
一
方
に
お
い
て
は
、
す
で
に
本
論
「
一
」
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
生

ま
れ
育
っ
た
東
京
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
決
し
て
優
し
い
場
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
蘇
っ
て
く
る
思
い
出
は
、
い
つ
も
、
家
族
か
ら
叱
ら
れ
疎

ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
ば
か
り
、そ
し
て
町
内
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
も
、

「
乱
暴
者
の
悪
太
郎
と
爪
弾
き
」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
ま

で
彼
が
「
東
京
」
に
誇
り
を
持
つ
の
か
が
一
つ
の
疑
問
で
は
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
四
国
の
赴
任
地
で
こ
う
し
て
、
田
舎
に
対
す
る
悪
態
を
示
す
た
び
、

早
く
東
京
に
帰
る
こ
と
ば
か
り
を
思
う
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
、
す
で
に
、
東
京
に

帰
る
家
は
な
い
。

い
く
ら
彼
が
「
東
京
は
」「
東
京
は
」
と
、
と
に
か
く
「
帰
る
」
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
て
い
て
も
、
幼
少
期
を
過
ご
し
て
い
た
実
家
は
、
父
の
死
後
、「
先
祖
代
々
の
瓦

楽
多
」
を
含
め
て
、
す
べ
て
兄
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
て
い
る
。「
兄
は
家
を
売
っ
て

財
産
を
片
付
け
て
任
地
へ
出
立
す
る
と
云
い
出
し
た
。
お
れ
は
ど
う
で
も
す
る
が

宜
か
ろ
う
と
返
事
を
し
た
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
も
は
や
戻
る
場
す
ら
な
い
、
そ

ん
な
状
態
で
は
あ
っ
た
。

兄
に
よ
る
実
家
の
処
分
提
案
に
何
の
抵
抗
も
示
さ
ず
、
そ
れ
以
後
過
ご
し
た
下

宿
も
あ
っ
さ
り
と
引
き
払
い
、
東
京
を
後
に
し
た
の
な
ら
、
む
し
ろ
就
職
先
で
あ

る
赴
任
地
に
積
極
的
に
入
り
こ
も
う
と
す
る
の
が
若
者
ら
し
い
溌
溂
さ
で
は
な
か

ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
ま
る
で
敵

地
で
も
あ
る
か
よ
う
に
、
そ
の
地
で
出
会
う
人
や
も
の
、
す
べ
て
に
対
し
て
挑
ん

で
い
る
。
そ
の
挑
み
は
何
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、「
一
」
で
述
べ
た
、
過
去
に
起
こ
し
た
無
鉄
砲
な
る
い
た
ず

ら
を
、
さ
も
自
慢
げ
に
思
い
出
語
り
し
て
い
た
の
と
同
様
の
、
単
な
る
「
笑
い
」

を
も
っ
て
読
み
進
め
る
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
哀
し
さ
の
よ
う
な
も
の
が
伺

え
る
。
そ
れ
は
、
母
の
病
床
で
精
い
っ
ぱ
い
宙
返
り
を
し
て
い
た
「
乱
暴
者
」
と

い
う
幼
子
に
も
通
底
し
て
い
る
心
象
で
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
田
舎
、
田
舎
と
声
高

に
粋
が
る
ほ
ど
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
寂
し
さ
が
増
し
て
い
く
よ
う
に
さ
え
読
め

る
の
だ
。

先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
漱
石
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
、「
単
純
す
ぎ
て
経
験

が
乏
し
す
ぎ
て
、
現
今
の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に
く
い
人
だ
な

と
読
者
が
感
じ
」
て
ほ
し
い
と
書
い
て
い
た
が
、
そ
の
読
者
に
、
む
し
ろ
、
空カ

ラ

元

気
を
出
し
て
、
あ
え
て
立
ち
ふ
る
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ナ
イ
ー
ブ
な

内
面
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ

こ
そ
が
、
こ
の
こ
ろ
の
漱
石
が
、
無
言
で
発
し
て
い
た
叫
び
の
よ
う
に
さ
え
思
え
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て
く
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
無
鉄
砲
で
、
乱
暴
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

に
寂
し
く
孤
独
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
可
笑
し
み
の
中
で
、
無
理
し
て
立
ち
尽

く
し
て
い
る
精
一
杯
の
青
年
と
し
て
描
い
た
。

そ
れ
は
、
先
に
も
言
及
し
た
通
り
、
こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
執
筆
が
、「
吾
輩

は
猫
で
あ
る
」
連
載
途
中
の
時
期
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
よ
り
以
前
、『
漾
虚
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
小
品
が
次
々
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
の

で
あ
る
。

例
え
ば
「
倫
敦
塔
」
は
、「
猫
」
執
筆
中
と
ほ
ぼ
同
期
の
、
明
治
三
十
八
年
一
月

に
「
帝
国
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
描
写

が
あ
る
。二

年
の
留
学
中
た
だ
一
度
倫
敦
塔
を
見
物
し
た
事
が
あ
る
。（
略
）

行
っ
た
の
は
着
後
間
も
な
い
う
ち
の
事
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
方
角
も
よ
く

分
ら
ん
し
、
地
理
な
ど
は
固
よ
り
知
ら
ん
。
ま
る
で
御
殿
場
の
兎
が
急
に
日

本
橋
の
真
中
へ
抛
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
心
持
ち
で
あ
っ
た
。
表
へ
出
れ
ば
人

の
波
に
さ
ら
わ
れ
る
か
と
思
い
、
家
に
帰
れ
ば
汽
車
が
自
分
の
部
屋
に
衝
突

し
は
せ
ぬ
か
と
疑
い
、
朝
夕
安
き
心
は
な
か
っ
た
。
こ
の
響
き
、
こ
の
群
集

の
中
に
二
年
住
ん
で
い
た
ら
吾
が
神
経
の
繊
維
も
つ
い
に
は
鍋
の
中
の
麩
海

苔
の
ご
と
く
べ
と
べ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
マ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
退
化
論
を

今
さ
ら
の
ご
と
く
大
真
理
と
思
う
折
さ
え
あ
っ
た
。

「
着
後
ま
も
な
い
う
ち
」
で
あ
っ
た
漱
石
が
、
異
国
の
地
ロ
ン
ド
ン
で
感
じ
て
い

た
の
は
、「
ま
る
で
御
殿
場
の
兎
が
急
に
日
本
橋
の
真
中
へ
抛
り
出
さ
れ
た
よ
う

な
心
持
ち
」
で
、
周
囲
す
べ
て
に
対
し
て
、「
安
き
心
は
な
か
っ
た
」
と
書
い
て
い

る
の
だ
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
見
ら
れ
る
の
も
ま
た
、
そ
の
心
境
に
通
ず
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。「
表
へ
出
れ
ば
人
の
波
に
さ
ら
わ
れ
る
か
と
思
い
、
家
に
帰
れ

ば
汽
車
が
自
分
の
部
屋
に
衝
突
し
は
せ
ぬ
か
と
疑
」
っ
て
し
ま
う
、
ひ
と
時
も
安

心
で
き
な
い
見
知
ら
ぬ
土
地
で
の
こ
う
し
た
不
安
は
、
や
が
て
、
英
語
学
と
英
文

学
と
の
間
で
苦
悩
し
て
、
か
の
「
文
学
論
」
序
文
に
「
世
の
命
令
さ
ら
れ
た
る
研

究
の
題
目
は
英
語
に
し
て
英
文
学
に
あ
ら
ず
」、「
世
は
単
に
語
学
を
上
達
す
る
の

目
的
を
以
て
英
国
に
来
れ
る
に
あ
ら
ず
。
官
命
は
官
命
な
り
。
余
の
意
志
は
余
の

意
志
な
り
」
と
記
す
に
至
る
ほ
ど
の
、
学
問
的
苦
悩
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

江
藤
淳
は
、
こ
の
こ
ろ
の
漱
石
作
品
に
つ
い
て
、

「
猫
」
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
連
載
し
て
い
た
当
時
の
漱
石
が
、
そ
れ
と
併
行

し
て
「
漾
虚
集
」
の
諸
作
を
書
い
て
い
た
と
い
う
事
実
に
は
、
著
し
く
ぼ
く

ら
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
も
の
が
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
彼
の
実
生
活
と
そ
の

低
音
部
と
の
相
互
作
用
が
こ
こ
に
は
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、「
猫
」
の

冷
酷
な
風
刺
の
背
後
か
ら
浮
び
上
っ
て
く
る
孤
独
な
作
者
が
、「
漾
虚
集
」
の

あ
る
作
品
の
中
で
は
そ
の
内
面
を
た
ち
割
っ
て
、
自
ら
の
内
部
に
暗
く
澱
ん

で
い
る
深﹅

淵﹅

を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
五

（
傍
点
は
原
文
通
り
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
、
こ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に

お
け
る
明
る
さ
の
背
後
に
は
、
彼
が
、
敢
え
て
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

痛
々
し
い
ま
で
の
苦
し
み
が
潜
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、「
一
」

で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、作
品
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
き
っ
か
け
が
、「
神
経
症
」

を
紛
ら
わ
そ
う
と
勧
め
ら
れ
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
漱
石
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ

う
し
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
も
、
周
囲
に
ど
う
し
て
も
交
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
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辛
さ
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
、
読
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
解
け

こ
め
な
い
田
舎
に
解﹅

け﹅

こ﹅

ま﹅

な﹅

い﹅

意
地
を
保
つ
こ
と
で
、
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る

東
京
が
、彼
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

そ
れ
が
、
赴
任
地
を
、
こ
と
ご
と
く
「
田
舎
」
と
い
う
ひ
と
く
く
り
の
言
葉
で

表
し
、
ま
た
、
そ
の
時
に
は
い
つ
も
「
東
京
」
を
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
で
、
決

し
て
ま
じ
わ
ら
な
い
「
自
己
」
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
一
貫
し
た
姿
勢
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
に
『
道
草
』
の
中
で
、

実
家
の
父
に
取
っ
て
の
健
三
は
、
小
さ
な
一
個
の
邪
魔
物
で
あ
っ
た
。
何
し

に
こ
ん
な
出
来
損
い
が
舞
い
込
ん
で
来
た
か
と
い
う
顔
付
を
し
た
父
は
、
殆

ど
子
と
し
て
の
待
遇
を
彼
に
与
え
な
か
っ
た
。
父
の
こ
の
態
度
が
、
生
の
父

に
対
す
る
健
三
の
愛
情
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
て
枯
ら
し
つ
く
し
た
。

と
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
、「
邪
魔
物
」
と
し
て
の
扱
い
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
作
者
自
身
の
幼
き
頃
の
記
憶
が
、
こ
の
時
点
で
は
あ
え
て
、
そ

れ
ほ
ど
強
く
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
を
経
る
こ
と

で
無
意
識
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
中
に
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
ウ
チ
側
に
居
な

が
ら
、
決
し
て
満
た
さ
れ
な
い
場
所
で
あ
っ
た
実
家
。
存
在
を
認
め
て
ほ
し
い
、

振
り
向
い
て
ほ
し
い
と
い
く
ら
強
く
願
っ
て
も
、
所
詮
は
「
要
ら
な
い
子
」
で
あ

っ
た
自
身
。
里
親
か
ら
や
っ
と
実
家
に
戻
っ
て
も
、
決
し
て
よ
り
ど
こ
ろ
と
は
な

ら
な
か
っ
た
場
所
、
そ
れ
で
も
、
彼
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
、
実
家
は
実
家
で
あ

っ
た
。
そ
ん
な
、
子
供
の
こ
ろ
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
漱
石
は
、
自
己
の
在

り
処
を
模
索
し
た
。

そ
れ
が
、
も
は
や
、
自
身
の
形
跡
な
ど
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
「
東
京
」
に
、

あ
え
て
こ
う
し
て
固
執
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
こ
そ
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
見
い
だ
せ
る
場
だ
と
い
う
、
半
ば
強
引
な
自
覚
認
識
が
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の

「
東
京
」
固
執
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

や
が
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
最
後
に
東
京
に
帰
る
。

そ
の
夜
お
れ
と
山
嵐
は
こ
の
不
浄
な
地
を
離
れ
た
。
船
が
岸
を
去
れ
ば
去
る

ほ
ど
い
い
心
持
ち
が
し
た
。
神
戸
か
ら
東
京
ま
で
は
直
行
で
新
橋
へ
着
い
た

時
は
、
よ
う
や
く
娑
婆
へ
出
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
山
嵐
と
は
す
ぐ
分
れ
た

ぎ
り
今
日
ま
で
逢
う
機
会
が
な
い
。

「
そ
の
後
逢
う
機
会
が
な
」か
っ
た
と
い
う
山
嵐
は
、戻
っ
て
き
た「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
と
っ
て
は
「
東
京
」
に
含
ま
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
東
京
で
過
ご

し
た
思
い
出
に
、
彼
は
一
切
含
ま
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。

最
後
に
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
清
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

清
の
事
を
話
す
の
を
忘
れ
て
い
た
。

お
れ
が
東
京
へ
着
い
て
下
宿
へ
も

行
か
ず
、
革
鞄
を
提
げ
た
ま
ま
、
清
や
帰
っ
た
よ
と
飛
び
込
ん
だ
ら
、
あ
ら

坊
っ
ち
ゃ
ん
、
よ
く
ま
あ
、
早
く
帰
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
と
涙
を
ぽ
た
ぽ
た

と
落
し
た
。
お
れ
も
あ
ま
り
嬉
し
か
っ
た
か
ら
、
も
う
田
舎
へ
は
行
か
な
い
、

東
京
で
清
と
う
ち
を
持
つ
ん
だ
と
云
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
作
品
の
最
後
に
、
こ
う
し
て
清
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
敗
れ
た
が
、
彼
に
は
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
清
の
家
で
あ
り
、
究
極
に
は
地
の
底
の
〝
妣
な
る
も
の
〟
の
潜
む
場
所
で
あ
っ

た
」
一
六

や
「
清
の
背
後
に
あ
の
「
母
な
る
も
の
」
の
本
源
と
し
て
の
母
千
枝
の
イ

334

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論



21-増満先生  Page 18 22/01/31 09:16

メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
」
一
七

な
ど
の
見
解
が

示
す
よ
う
に
、
清
に
「
母
」
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
読
み
方
が
定
説
で
は
あ
る
の
だ

が
、
筆
者
は
、
本
論
「
二
」
で
も
少
し
言
及
し
た
よ
う
に
、
清
は
あ
く
ま
で
も
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
、「
優
し
い
婆
や
」
と
し
て
居
て
く
れ
る
何
よ
り
の
味
方
で

あ
っ
て
、「
母
な
る
も
の
」、「
母
性
」
の
象
徴
で
は
な
い
と
読
む
。
む
し
ろ
、
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
な
が
ら
も
、
も
は
や
生
ま
れ
育
っ
た
家
も
場
も
何

も
か
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
東
京
に
お
い
て
、
清
と
い
う
存
在
は
、
自
身

を
見
失
わ
な
い
た
め
の
指
標
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
風
景
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
そ
れ
を
、
こ
う
し
て
東
京
を
一
度
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
確
実
に
獲
得
で
き
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
四
国
行
き

は
、
必
要
な
時
間
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
で
、
何
か
と
「
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
明
る
い
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
の
内
側
に
、
無
理
し
て
強
が
り
、
悪
態
を
つ
き
続
け
て
い
る
寂
し
い
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
の
姿
を
見
る
こ
と
で
、
当
時
の
漱
石
の
痛
々
し
い
ま
で
の
心
情
を
、

わ
れ
わ
れ
読
者
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
ま
だ
初
期
作
品
で
あ
る
こ
の
時
期
に
は
、
果
た
し
て
そ
れ
何
な
の
か
、

作
者
自
身
も
漠
然
と
し
か
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
ま
い
か
。
そ
れ
が
次

第
に
、
漱
石
的
自
己
洞
察
へ
と
模
索
が
深
め
ら
れ
て
い
き
、
中
期
・
後
期
作
品
に

見
ら
れ
る
苦
悩
へ
と
繋
げ
ら
れ
て
行
く
。

漱
石
文
学
全
体
を
、
そ
し
て
漱
石
と
い
う
作
家
を
理
解
す
る
た
め
に
、「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
は
極
め
て
深
く
、
読
み
応
え
あ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

注
一

佐
藤
泰
正
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界

諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ

」（『
国
文
学
研
究
』

一
九
七
三
、
梅
光
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）

二

村
山
英
太
郎
に
よ
る
と
、「
小
宮
豊
隆
氏
の
漱
石
研
究
は
、
科
学
的
研
究
と
し
て
す
ぐ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
も
の
は
、
弟
子
か
ら
見
た
漱
石
論
」
と
つ
ね
づ
ね
語
っ
て
い
た

と
い
う
。（
村
山
英
太
郎

森
田
草
平
『
漱
石
の
文
学
』（
一
九
五
四
、
社
会
思
想
社
）
解
説

よ
り
）

三

前
同
・
森
田
草
平
『
漱
石
の
文
学
』（
一
九
五
四
年
二
月
、
社
会
思
想
社
）

四

小
森
陽
一
「
表
裏
の
あ
る
言
葉
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
構
造
（
上
）

（
下
）」『
日
本
文
学
』（
一
九
八
三
年
三
月
・
四
月
、
日
本
文
学
協
会
）

五

夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
四
月
初
出
、
岩
波
書
店
）

六

江
藤
淳
『
決
定
版

夏
目
漱
石
』（
一
九
七
九
年
初
出
、
二
〇
一
六
年
九
月
、
新
潮
社
）

七

高
浜
虚
子
『
俳
句
の
五
十
年
』（
一
九
四
七
年
初
出
、
二
〇
一
八
年
八
月
、
中
央
公
論
新

社
）

八

夏
目
鏡
子
『
漱
石
の
想
い
出
』（
一
九
二
九
年
初
出
、
一
九
九
四
年
七
月

文
春
文
庫
）

九

前
同

一
〇

一
九
一
二
（
大
正
三
）
年
十
一
月
二
十
五
日

学
習
院
輔
仁
会
に
お
い
て
の
講
演

一
一

瀬
沼
茂
樹
『
夏
目
漱
石
』（
一
九
七
九

東
京
大
学
出
版
会
）

一
二
「
文
学
談
」（
漱
石
全
集
第
二
巻
）

一
三

中
根
千
枝
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係

単
一
社
会
の
理
論
』（
一
九
六
七
年
初
出
、
二

〇
二
〇
年
十
月
、
講
談
社
）

一
四

た
と
え
ば
、
吉
田
修
一
『
犯
罪
小
説
集
』
は
、
こ
う
し
た
地
方
性
が
垣
間
見
え
る
実
在

の
事
件
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

一
五

六
に
同
じ

一
六
「「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
（
佐
藤
泰
正
）

一
七

六
に
同
じ
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