
『
道
草
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン

記
憶
の
探
求

佐
々
木
　
亜
紀
子

は
じ
め
に

　
日
本
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
「
正
当
な
評
価
」
を
も
っ
て
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎
の
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
方
法
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ェ
ザ

（一

繹
黶
Z
年
）
と
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」
（
一
九
＝
年
）
で
あ
る
と
い
う
。
夏
目
漱
石
も
ま
た
同
じ
こ
ろ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
関
心

を
も
ち
、
講
演
、
評
論
、
談
話
、
日
記
、
断
片
、
書
簡
の
ほ
か
に
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
（
一
九
一
〇
年
）
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
触
れ
、
そ
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

作
に
対
し
て
感
服
し
て
い
た
こ
と
が
推
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
道
草
』
（
一
九
一
五
年
）
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
が
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
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彼
は
其
青
年
に
仏
蘭
西
の
あ
る
学
者
が
唱
へ
出
し
た
記
憶
に
関
す
る
新
説
を
話
し
た
。

　
人
が
溺
れ
か
・
つ
た
り
、
又
は
絶
壁
か
ら
落
ち
よ
う
と
す
る
間
際
に
、
よ
く
自
分
の
過
去
全
体
を
一
瞬
間
の
記
憶
と
し
て
、
其
頭
に
描

き
出
す
事
が
あ
る
と
い
ふ
事
実
に
、
此
学
者
は
一
種
の
解
釈
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
は
平
生
彼
等
の
未
来
ば
か
り
望
ん
で
生
き
て
ゐ
る
の
に
、
其
未
来
が
咄
嵯
に
起
つ
た
あ
る
危
険
の
た
め
に
突
然
塞
が
れ
て
、
も
う



己
は
駄
目
だ
と
事
が
極
る
と
、
急
に
眼
を
転
じ
て
過
去
を
振
り
向
く
か
ら
、

い
ふ
ん
だ
ね
。
そ
の
説
に
よ
る
と
」
（
四
十
五
）

そ
こ
で
凡
て
の
過
去
の
経
験
が
一
度
に
意
識
に
上
る
の
だ
と

　
健
三
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
仏
蘭
西
の
あ
る
学
者
が
唱
へ
出
し
た
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
と
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
本
が
高
橋
里
美
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
邦
訳
さ
れ
た
の
は
、
『
道
草
』
発
表
の
前
年
一
九
一
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
で

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
高
橋
に
よ
る
邦
訳
後
で
あ
り
、
大
杉
栄
ら
の
翻
訳
も
相
侯
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
大
正
生

命
主
義
」
の
な
か
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
の
ブ
ー
ム
の
な
か
で
『
道
草
』
は
発
表
さ
れ
た
。
石
崎
等
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
『
道
草
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

の
方
法
と
構
造
を
解
く
鍵
の
ひ
と
つ
」
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
に
関
す
る
説
が
単
な
る
引
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
道
草
』

全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
夢
見
る
人
」

　
漱
石
が
作
品
の
な
か
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
言
及
し
た
最
初
は
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
（
三
）
（
一
九
一
〇
年
＝
月
八
日
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

い
わ
ゆ
る
修
善
寺
の
大
患
（
同
年
八
月
）
後
、
初
め
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
自
分
の
治
療
に
あ
た
っ
て
い
た
長
与
院
長
が
既
に
亡
く
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
る
ひ

て
い
る
こ
と
を
知
り
（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
二
）
、
「
明
日
の
朝
」
、
「
「
ジ
エ
ー
ム
ス
」
教
授
の
計
に
接
し
」
、
病
床
で
「
教
授
が
仏
蘭
西
の
学
者

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
を
紹
介
す
る
辺
り
を
、
坂
に
車
を
転
が
す
様
な
勢
で
馳
け
抜
け
た
」
（
同
三
）
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章

段
の
末
尾
に
は
、
「
教
授
の
深
く
推
賞
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
書
の
う
ち
第
一
巻
が
昨
今
漸
く
英
訳
に
な
つ
て
ゾ
ン
ネ
ン
シ
ヤ
イ
ン
か
ら
出
版

さ
れ
た
。
其
標
題
は
ゴ
日
。
き
△
写
o
⑦
笥
≡
（
時
と
自
由
意
志
）
と
名
づ
け
て
あ
る
。
」
と
付
記
が
あ
る
。
熊
坂
敦
子
が
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
思



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

考
を
極
め
て
自
然
に
受
け
入
れ
る
状
態
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
余
が
無
事
に
東
京
ま
で
帰
れ
た
の
は
天
幸
」
（
同
二
）
と
の
境
地
の
な

か
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
の
ち
、
漱
石
が
「
自
§
o
§
へ
き
o
§
～
ご
を
実
際
に
読
み
始
め
た
の
は
、
日
記
に
よ
れ
ば
、
一
九
＝
年
六
月
二
七
日
で
あ
る
。
「
昨

日
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
読
み
出
し
て
・
「
数
」
の
篇
に
至
つ
た
ら
六
つ
か
し
い
が
面
白
い
、
も
つ
と
読
み
た
い
が
今
日
は
講
演
の
頭
を
と
・
の
へ
る
都

合
が
あ
つ
て
見
合
せ
る
」
（
六
月
二
八
日
）
と
あ
り
、
七
月
一
日
に
も
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
論
を
よ
む
」
と
あ
る
。
こ
の

書
に
は
こ
と
の
ほ
か
感
銘
を
受
け
た
ら
し
く
、
前
扉
に
「
第
二
篇
ノ
時
間
空
間
論
ヲ
読
ン
ダ
時
余
ハ
真
に
美
ク
シ
イ
論
文
ダ
ト
思
ツ
タ
」
と
漱

石
は
記
し
て
い
る
。

　
『
道
草
』
の
「
新
説
」
の
部
分
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
第
三
章
と
の
注
が
あ
る
が
、
正
確
な
引
用
と
は
言
い
が
た
い
。
だ
が
篠
原
資
明
が
「
ベ

ル
ク
ソ
ン
も
、
一
種
の
臨
死
体
験
に
何
度
か
触
れ
て
い
た
。
事
故
や
処
刑
に
よ
り
死
に
か
け
た
人
が
、
忘
れ
た
は
ず
の
過
去
が
よ
み
が
え
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
経
験
し
た
と
い
う
報
告
に
、
注
目
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
要
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
『
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

と
記
憶
』
第
三
章
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
残
存
に
つ
い
て
1
記
憶
と
精
神
」
の
な
か
の
「
過
去
と
現
在
の
関
係
」
の
部
分
は
、
小
宮
豊
隆
を
は
じ

め
と
す
る
以
前
か
ら
の
注
の
と
お
り
、
健
三
の
こ
と
ば
に
も
っ
と
も
該
当
す
る
部
分
と
い
っ
て
よ
く
、
漱
石
は
ど
こ
か
で
こ
の
書
を
部
分
的
に

し
ろ
、
読
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
た
だ
し
「
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
」
に
は
、
「
吋
§
6
§
へ
㌻
ミ
き
芒
、
「
◎
§
誉
○
両
§
～
ミ
へ
§
」
、
「
卜
☆
お
ミ
ミ
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
書
は
な
く
、
日
記
な
ど
に
も
読
書
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
当
時
の
英
訳
で
は
「
吋
§
o
§
⇔
㌻
9
ミ
ミ
」
と
同
じ
゜
り
乞
昌
゜
り
o
目
o
白
ω
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

合
o
日
版
の
「
さ
§
、
§
ヘ
ミ
○
§
。
這
」
が
あ
る
の
で
、
漱
石
が
手
に
取
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
書
が
最
も
可
能
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
『
物
質
と
記
憶
』
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
健
三
の
語
っ
た
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
の
部
分
に
先
立
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
記
憶
を
め
ぐ
る
「
二
つ
の
極
端
な
状
態
」
〔
§
o
⑦
×
貫
。
日
o
°
・
〕

を
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
行
動
の
人
（
庁
o
日
日
o
臣
．
①
昆
o
コ
）
」
〔
日
0
6
ぎ
日
n
宮
『
哲
宮
o
｛
昏
⑦
日
碧
o
｛
o
o
［
δ
白
〕
と
「
夢
見
る
人
（
⊆
コ
嵩
ミ
ミ
）
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（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
」
〔
ミ
§
ミ
ミ
〕
、
あ
る
い
は
「
自
動
人
形
」
〔
①
巨
o
日
①
9
ロ
〕
と
「
夢
見
る
よ
う
な
人
間
存
在
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
」

〔
〉
巨
∋
①
口
ひ
而
日
σ
碕
≦
げ
o
乙
。
げ
o
巳
O
ミ
§
さ
巨
゜
・
一
冨
〕
で
あ
る
。

　
「
行
動
の
人
」
「
自
動
人
形
」
と
は
、
「
与
え
ら
れ
た
状
況
を
救
援
す
る
た
め
に
、
そ
の
状
況
に
係
わ
る
す
べ
て
の
想
起
を
呼
び
寄
せ
る
時
の
迅

速
さ
」
と
、
「
役
に
立
た
な
い
か
重
要
で
な
い
想
起
が
識
閾
（
ω
o
巨
）
に
現
れ
な
が
ら
」
「
乗
り
越
え
が
た
い
障
壁
」
に
「
突
き
当
た
る
」
と
い

う
特
徴
を
も
つ
。
一
方
「
夢
見
る
人
」
「
夢
見
る
よ
う
な
人
間
存
在
」
と
は
、
「
行
動
に
ほ
と
ん
ど
適
応
し
て
お
ら
ず
」
、
「
現
在
の
状
況
の
利
益

と
な
る
こ
と
な
く
意
識
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
浮
か
び
上
が
る
」
と
い
っ
た
想
起
を
す
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
夢
見
る
人
」
と
し
て
例
示

さ
れ
た
も
の
が
、
「
い
く
つ
か
の
夢
や
夢
遊
症
状
態
に
お
け
る
記
憶
の
「
高
揚
」
」
で
あ
り
、
「
溺
れ
た
人
や
首
を
吊
っ
た
人
に
お
け
る
突
然
の
窒

息
に
お
い
て
時
に
生
じ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
論
じ
て
い
る
。

　
自
分
の
歴
史
の
忘
れ
ら
れ
て
い
た
す
べ
て
の
出
来
事
が
、
そ
れ
ら
の
こ
の
う
え
も
な
く
微
細
な
事
情
を
伴
い
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
起

こ
っ
た
ま
さ
に
そ
の
順
序
で
、
わ
ず
か
な
時
間
に
自
分
の
前
に
次
々
と
現
れ
る
の
を
見
た
、
と
蘇
生
し
た
患
者
は
明
言
し
て
い
る
。

　
自
分
の
存
在
を
生
き
る
代
わ
り
に
夢
見
る
よ
う
な
人
間
存
在
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
過
去
の

歴
史
（
傍
点
は
佐
々
木
に
拠
る
）
の
限
り
な
く
多
く
の
細
部
を
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
自
分
の
眼
差
し
の
も
と
に
留
め
て
お
く
だ
ろ
う
。
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こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
極
端
な
状
態
」
の
一
方
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
こ
れ
ら
の
二
つ
の
極
端
な
状
態
は
、
例
外
的
な
場
合
に
し
か
、

互
い
に
孤
立
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
十
全
に
現
出
す
る
こ
と
も
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
健
三
が
青
年
に
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
を
話
し
た
と
き
、
「
青
年
は
健
三
の
紹
介
を
面
白
さ
う
に
聴
い
た
」
も
の
の
、
「
彼
は
、
そ
れ
を
健

三
の
身
の
上
に
引
き
直
し
て
見
る
事
が
出
来
」
ず
、
「
健
三
も
一
刹
那
に
わ
が
全
部
の
過
去
を
思
ひ
出
す
や
う
な
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
も
の

と
し
て
今
の
自
分
を
考
へ
る
程
の
馬
鹿
で
も
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
健
三
は
「
前
ば
か
り
見
詰
め
て
、
愉
快
に
先
へ
先
へ
と
歩
い
て
行

．



く
や
う
に
見
え
た
」
青
年
と
、
「
自
分
の
内
面
生
活
と
を
対
照
し
始
め
る
や
う
に
な
つ
」
（
四
十
五
）
て
い
る
。
石
崎
が
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
健

三
の
「
未
来
」
と
は
あ
る
ゆ
き
づ
ま
り
の
状
態
を
示
し
て
お
り
、
引
用
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
記
憶
説
の
紹
介
も
（
中
略
）
健
三
の
危
機
を
象
徴

　
　
　
ヘ
ロ

し
て
い
る
」
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
夢
見
る
人
」
の
よ
う
に
は
「
極
端
な
状
態
」
で
な
い
も
の
の
、
「
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
も
の
」

に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
健
三
は
自
覚
し
て
い
る
。
健
三
は
あ
る
種
の
ク
ラ
イ
シ
ス
、
す
な
わ
ち
危
機
、
難
所
で
あ
る
と
同
時
に
重
大
な
人
生

の
岐
路
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
『
道
草
』
の
な
か
で
「
自
分
の
過
去
の
歴
史
」
を
書
く
漱
石
の
自
覚
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

二
　
東
京
高
等
工
業
学
校
で
の
講
演

　
漱
石
が
『
道
草
』
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
引
き
入
れ
た
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
注
目
し
た
い
も
の
に
、
東
京
高
等
工
業
学
校
で
の
講
演
が
あ

る
。
こ
の
講
演
は
『
道
草
』
発
表
の
前
年
一
九
一
四
年
一
月
一
七
日
に
同
校
文
芸
部
の
依
頼
で
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ほ
ザ

　
岩
波
書
店
一
九
九
六
年
版
『
漱
石
全
集
第
二
十
五
巻
』
で
「
お
は
な
し
」
と
題
さ
れ
て
い
る
講
演
で
、
漱
石
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
触
れ
て
ま
ず
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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あ
な
た
方
は
専
門
と
し
て
は
、
此
の
方
面
で
は
な
い
け
れ
共
、

事
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
ゐ
る
様
に
も
思
は
れ
ま
す
。

此
の
会
は
文
芸
の
会
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
も
出
る
様
で
す
か
ら
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
こ
れ
は
中
沢
臨
川
が
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
文
藝
及
道
徳
観
」
と
題
し
た
講
演
を
漱
石
と
と
も
に
同
校
で
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
続
け
て
漱
石
は

聴
衆
の
学
生
た
ち
の
仕
事
を
「
普
遍
的
即
ち
⊆
巳
く
①
「
ψ
・
o
こ
と
し
、
「
私
共
の
方
は
⊂
己
く
o
あ
巴
で
な
く
て
0
2
°
。
o
ロ
巴
の
性
質
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
」

と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



　
然
ら
ば
我
々
の
文
芸
は
法
則
を
全
然
無
視
し
て
る
か
と
云
ふ
と
、
然
様
で
も
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
は
一
種
の
法
則
み
た
い
な

の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ベ
ル
グ
ゾ
ン
を
立
場
ピ
レ
で
、
プ
プ
ン
ズ
の
文
芸
が
近
頃
出
で
ぎ
で
ゐ
る
。
（
中
略
）
吾
々
の
方
で
も
時
に

は
法
則
が
必
要
で
す
。
何
故
に
必
要
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
之
が
た
め
に
作
物
の
△
6
0
庄
が
出
て
く
る
と
云
ふ
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
な
た
方
の
法
則
は
旨
ぞ
零
゜
・
巴
の
も
の
で
あ
る
が
吾
々
の
も
の
は
O
⑦
房
o
ロ
呂
蔓
の
奥
に
冨
≦
が
あ
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
の
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
立
場
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
芸
が
近
頃
出
て
き
て
ゐ
る
」
と
い
う
漱
石
の
発
言
に
対
し
て
は
、
大
野
淳
一
が

「
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
プ
ル
ー
ス
ト
（
勺
『
O
已
o
り
で
ζ
P
「
O
㊦
一
、
」
O
O
ベ
一
1
一
Φ
N
N
）
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
パ
リ
大
学
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
講
義
を
聴

講
し
て
い
る
。
長
篇
小
説
『
失
な
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
初
篇
『
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
』
の
出
版
は
、
こ
の
談
話
の
前
年
（
一
九
一
三
年
）
で

　
　
ほ
　

あ
る
」
と
注
記
し
て
い
る
。
漱
石
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
情
報
を
も
っ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
・
ブ
ー
ム
の
な
か
で
プ
ル
ー

ス
ト
を
さ
し
た
評
言
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
睡
。

　
漱
石
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
文
芸
に
応
用
す
る
ヒ
ン
ト
を
、
聴
衆
の
「
青
年
」
た
ち
を
ま
え
に
講
演
を
し
た
あ
た
り
で
掴
み
、
翌
年
『
道
草
』

で
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
講
演
に
は
後
日
談
が
あ
る
。
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あ
る
文
学
士
が
来
て
、
「
先
生
は
此
間
高
等
工
業
で
講
演
を
な
す
つ
た
さ
う
で
す
ね
」
と
い
ふ
か
ら
、
「
あ
・
遣
つ
た
」
と
答
へ
る
と
、

其
男
が
「
何
で
も
解
ら
な
か
つ
た
よ
う
で
す
よ
」
と
教
へ
て
呉
れ
た
。
（
中
略
）
彼
に
関
係
の
あ
る
或
家
の
青
年
が
、
そ
の
学
校
に
通
つ
て

ゐ
て
、
当
日
私
の
講
演
を
聴
い
た
結
果
を
、
何
だ
か
解
ら
な
い
と
い
ふ
言
葉
で
彼
に
告
げ
た
の
で
あ
る
。
（
『
硝
子
戸
の
中
』
三
十
四
）

　
学
生
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
と
「
失
望
」
し
た
漱
石
は
、

の
こ
の
章
で
語
っ
た
。
一
九
一
五
年
二
月
一
八
日
の
『
朝
日
新
聞
』

講
演
を
引
き
受
け
た
こ
と
を
後
悔
し
た
旨
を
、
続
け
て
『
硝
子
戸
の
中
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

紙
上
で
あ
る
。
す
る
と
東
京
高
等
工
業
学
校
の
学
生
か
ら
そ
の
「
失
望
を



打
ち
消
す
や
う
な
事
実
を
、
反
証
と
し
て
書
い
て
来
て
呉
れ
た
」
「
四
五
通
の
手
紙
」
が
送
ら
れ
て
き
た
た
め
、

（一

繹
鼬
ﾜ
年
三
月
二
八
日
）
か
ら
は
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
付
記
が
な
さ
れ
た
。

『
硝
子
戸
の
中
』
の
単
行
本
版

　
此
稿
が
新
聞
に
出
た
二
三
日
あ
と
で
、
私
は
高
等
工
業
の
学
生
か
ら
四
五
通
の
手
紙
を
受
取
つ
た
。
そ
の
人
々
は
み
ん
な
私
の
講
演
を

聴
い
た
も
の
ば
か
り
で
、
い
つ
れ
も
私
が
此
処
（
『
硝
子
戸
の
中
』
三
十
四
を
指
す
…
…
佐
々
木
注
）
で
述
べ
た
失
望
を
打
ち
消
す
や
う
な

事
実
を
、
反
証
と
し
て
書
い
て
来
て
呉
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
其
手
紙
は
み
な
好
意
に
充
ち
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
そ
れ
で
私
は
こ
、
に
一

言
を
附
加
し
て
、
私
の
不
明
を
謝
し
、
併
せ
て
私
の
誤
解
を
正
し
て
く
れ
た
人
々
の
親
切
を
有
難
く
思
ふ
旨
を
公
け
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
硝
子
戸
の
中
』
の
な
か
の
こ
の
付
記
が
い
つ
書
か
れ
た
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
硝
子
戸
の
中
』
三
十
四
章
初
出
の
二
月
一

八
日
と
単
行
本
化
の
三
月
二
八
日
と
の
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
道
草
』
の
連
載
は
『
硝
子
戸
の
中
』
単
行
本
化
の
約
二
ヶ
月
後
の
六
月
三

日
か
ら
始
ま
っ
た
。
『
道
草
』
の
な
か
で
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
が
「
青
年
」
に
対
し
て
語
ら
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
「
新
説
」
は

自
分
の
講
演
に
対
し
て
厚
意
あ
る
応
答
を
寄
せ
た
東
京
高
等
工
業
学
校
の
学
生
に
対
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
た
の
だ
。
『
思
ひ
出
す

事
な
ど
』
で
は
は
っ
き
り
と
示
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
名
を
、
『
道
草
』
で
は
故
意
に
は
出
さ
な
か
っ
た
。
名
は
出
さ
ず
と
も
、
講
演
を
よ
く

理
解
し
た
こ
と
を
「
反
証
と
し
て
書
い
て
来
て
呉
れ
た
」
「
好
意
に
充
ち
」
た
手
紙
を
送
っ
て
く
れ
た
学
生
等
に
は
き
っ
と
そ
れ
が
誰
の
こ
と
な

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
『
道
草
』
を
起
草
し
始
め
た
漱
石
は
、
そ
こ
で
学
生
に
話
し
た
「
作
物
の
O
o
O
庄
」
を
出
し
「
O
m
「
－

‘・

ｩ
o
＝
百
の
奥
に
冨
乞
」
を
も
つ
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
立
場
」
と
し
た
文
芸
を
試
み
て
み
せ
た
。
そ
の
意
味
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
道
草
』
を
「
解

く
鍵
の
ひ
と
唾
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
パ
フ
チ
ン
の
い
う
「
隠
さ
れ
た
対
話
関
係
」
と
も
い
え
る
。
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一
方
の
対
話
者
は
目
に
見
え
な
い
形
で
参
加
し
て
い
て
、
彼
の
言
葉
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
が
、
彼
の
言
葉
の
深
い
痕
跡
が
も



う
一
方
の
対
話
者
の
実
在
す
る
言
葉
を
す
べ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
縫
。

　
『
道
草
』
と
は
い
わ
ば
漱
石
と
学
生
た
ち
と
の

て
『
道
草
』
に
参
加
し
て
い
る
の
だ
。

「
隠
さ
れ
た
対
話
」
で
あ
り
、
学
生
た
ち
は
「
目
に
見
え
な
い
形
で
」
「
青
年
」
の
後
景
と
し

三
　
片
付
か
な
い
記
憶

　
『
物
質
と
記
憶
』
第
二
章
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
再
認
に
つ
い
て
1
記
憶
と
脳
」
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
理
論
的
に
独
立
し
た
二
つ
の
記

憶
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
は
「
ど
ん
な
に
細
か
な
部
分
も
疎
か
に
せ
ず
、
各
々
の
事
象
、
各
々
の
所
作
に
そ
の
位
置
と
日
付
を
与
え
」
「
有
用
性
ま
た
は
実
利
的

適
用
の
底
意
を
持
つ
こ
と
な
し
に
、
自
然
的
必
然
性
の
効
果
だ
け
に
よ
っ
て
」
「
過
去
を
蓄
え
る
」
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
想
起
（
目
①
o
q
。
ψ
ω
o
⊂
＜
。
巨
房
）

の
形
で
記
録
す
る
」
記
憶
。
も
う
ひ
と
つ
は
こ
の
「
第
一
の
も
の
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
記
憶
」
で
「
つ
ね
に
行
動
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
、
現

在
の
う
ち
に
据
え
付
け
ら
れ
、
未
来
だ
け
を
見
つ
め
て
い
る
」
「
反
復
す
る
（
§
、
鷺
、
）
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
」
記
憶
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
重
視
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
の
記
憶
で
あ
り
、
「
純
粋
記
憶
」
あ
る
い
は
「
「
純
粋
想
起
」
（
o
力
O
⊂
＜
O
ロ
一
『
O
已
「
）
」
合
⊂
苫

∋
。
日
。
蔓
〕
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
に
よ
っ
て
覆
い
尽
く
さ
れ
て
は
い
る
が
、
確
か
に
持
続
し
て
い
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
う
。
「
私

が
物
質
的
対
象
を
知
覚
す
る
の
を
や
め
る
と
き
物
質
的
対
象
は
存
在
す
る
の
を
や
め
る
の
だ
と
想
定
す
る
理
由
が
な
く
な
る
の
と
同
様
、
過
去

は
ひ
と
た
び
知
覚
さ
れ
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
と
言
う
理
由
も
存
在
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
。

　
そ
し
て
記
憶
は
現
在
を
一
瞬
ご
と
に
の
み
込
み
な
が
ら
未
来
へ
と
「
持
続
（
△
ξ
∩
o
）
」
〔
△
ξ
㏄
｛
日
巳
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
す
べ
て
の
知

覚
は
す
で
に
記
憶
な
の
で
あ
る
。
究
わ
霞
、
実
際
ぼ
、
雲
レ
か
豊
レ
で
い
貧
・
純
粋
な
現
在
は
・
未
来
を
侵
食
す
る
過
去
の
捉
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え
難
い
進
展
な
の
で
あ
る
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
」
、
あ
る
い
は
「
こ
の
記
憶
は
（
中
略
）

て
い
る
」
と
説
き
、
図
を
示
し
て
「
過
去
と
現
在
の
関
係
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

P

決
定
的
な
過
去
の
な
か
で
ま
さ
に
現
実
に
活
動
し

　
私
が
、
円
錐
S
A
B
に
よ
っ
て
、
私
の
記
憶
の
な
か
に
蓄
積
ざ
れ
た
想
起
の
全
体
を
表
す
と
す
れ
ば
、
過
去
の
な

か
に
据
え
ら
れ
た
底
面
A
B
は
不
動
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
私
の
現
在
を
描
く
頂
点
S
は

絶
え
ず
前
進
し
て
お
り
、
同
様
に
宇
宙
に
つ
い
て
の
私
の
現
在
の
表
象
の
動
的
平
面
P
に
絶
え
ず
触
れ
て
い
る
。
身

体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
S
に
凝
縮
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
記
憶
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
た
想
起
の
全
体
」
S
A
B
は
現
在
S
の
背
後
に
厚
み
を
も
っ
て
控
え
て
い
る
。
こ
の
円
錐
S
A
B

を
『
道
草
』
に
お
い
て
象
徴
す
る
の
は
「
書
付
の
束
」
で
あ
る
。

　
「
書
付
の
束
」
と
は
健
三
の
「
御
父
さ
ま
が
後
々
の
為
に
ち
や
ん
と
一
纏
め
に
し
て
取
つ
て
御
置
に
な
つ
た
」
「
あ
の
人
に
関
係
し
た
書
類
」

の
束
で
あ
る
。
兄
が
「
用
箪
笥
の
抽
厘
の
中
」
（
三
十
一
）
か
ら
出
し
て
き
た
も
の
で
、
「
惣
体
が
茶
色
が
か
つ
て
既
に
多
少
の
時
代
を
帯
び
て

ゐ
る
上
に
、
古
風
な
か
ん
じ
ん
撚
で
丁
寧
な
結
び
目
が
し
て
あ
つ
た
」
（
三
十
）
と
い
う
。
束
は
「
手
続
き
書
と
書
い
た
も
の
」
、
「
取
り
替
せ
一

札
の
事
と
書
い
た
も
の
」
、
「
約
定
金
請
取
の
証
と
書
い
た
半
紙
二
つ
折
の
帳
面
」
（
三
十
一
）
、
「
島
田
と
の
懸
合
に
就
い
て
必
要
な
下
書
ら
し
い

も
の
」
（
三
十
二
）
と
い
っ
た
島
田
に
関
わ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
「
小
学
校
の
卒
業
証
書
」
、
「
賞
状
」
（
三
十
一
）
そ
し
て
「
御
由
の
送
籍
願
」
や

兄
の
亡
く
な
っ
た
長
女
の
「
出
生
届
の
下
書
」
（
三
十
六
）
ま
で
が
一
纏
め
に
な
っ
て
い
た
。
「
書
付
の
束
」
に
は
、
「
純
粋
記
憶
」
と
同
じ
く
「
有

用
性
ま
た
は
実
利
的
適
用
の
底
意
を
持
つ
こ
と
な
し
に
」
、
「
不
必
要
な
も
の
が
紛
れ
込
ん
で
ゐ
る
」
（
三
十
六
）
の
だ
。
そ
れ
は
健
三
の
現
在
の

す
ぐ
後
方
に
厚
み
を
も
っ
て
控
え
て
お
り
、
未
来
に
お
い
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
現
在
を
一
瞬
ご
と
に
の
み
込
み
な
が
ら
未
来
へ
と
「
持

続
」
す
る
。
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そ
し
て
健
三
が
そ
の
書
類
を
「
元
の
か
ん
じ
ん
撚
で
括
ら
う
と
し
た
」
と
こ
ろ
、
「
其
か
ん
じ
ん
撚
は
ぷ
つ
り
と
切
れ
」
て
し
ま
う
。
雑
多
な

過
去
の
切
れ
切
れ
は
、
島
田
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
こ
う
し
て
あ
ふ
れ
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
切
れ
し
ま
っ
た
「
か
ん
じ
ん
撚
」
の

代
わ
り
に
、
「
細
君
は
赤
と
白
で
撚
つ
た
細
い
糸
」
で
絡
げ
て
く
れ
る
（
三
十
三
）
。
「
茶
の
間
」
（
三
十
五
）
に
保
管
し
て
あ
っ
た
こ
の
書
付
の

束
の
中
に
、
最
後
に
は
島
田
か
ら
受
け
取
っ
た
二
枚
の
「
書
付
」
を
新
し
く
加
え
て
御
住
は
「
箪
笥
の
抽
斗
に
仕
舞
つ
て
置
」
（
百
二
）
く
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
私
の
現
在
を
描
く
頂
点
S
は
絶
え
ず
前
進
」
し
て
肥
大
し
て
い
く
円
錐
S
A
B
と
同
じ
よ
う
に
、
刻
々

生
き
る
健
三
の
現
在
の
背
後
で
「
書
付
」
も
増
え
て
ゆ
く
の
だ
。

　
だ
が
「
書
付
の
束
」
が
「
片
付
い
た
」
よ
う
に
み
え
て
も
「
片
付
い
た
の
は
上
部
丈
」
（
百
二
）
で
、
「
抽
斗
」
の
な
か
に
は
確
か
に
現
存
し

続
け
る
。
そ
れ
は
「
知
覚
す
る
の
を
や
め
る
と
き
物
質
的
対
象
は
存
在
す
る
の
を
や
め
る
の
だ
と
想
定
す
る
理
由
が
な
く
な
る
の
と
同
様
」
（
『
物

質
と
記
憶
』
）
に
「
持
続
」
す
る
。
島
田
の
件
で
比
田
の
家
を
兄
と
訪
ね
た
健
三
は
、
「
自
分
の
背
後
に
こ
ん
な
世
界
の
控
え
て
ゐ
る
事
を
遂
に

忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
た
。
此
世
界
は
平
生
の
彼
に
と
つ
て
遠
い
過
去
の
も
の
で
あ
つ
た
。
然
し
い
ざ
と
い
う
場
合
に
は
、
突
然
現
在

に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
を
帯
び
て
ゐ
た
」
（
二
十
九
）
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
コ
遍
起
つ
た
事
は
何
時
迄
も
続
く
」

と
い
う
健
三
の
こ
と
ば
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
記
憶
の
「
持
続
」
の
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
記
憶
は
決
し
て
「
片
付
き
や
し
な
い
」
（
百
二
）
。

『
道
草
』
が
繰
り
返
す
「
片
付
か
な
い
」
（
九
十
四
）
と
い
う
語
は
、
記
憶
に
つ
い
て
の
こ
と
で
も
あ
る
。
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四
　
「
悪
い
記
憶
の
持
ち
主
」

　
富
士
川
義
之
は
サ
ム
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
プ
ル
ー
ス
ト
』
と
吉
田
健
一
の
『
東
京
の
昔
』
と
を
引
用
し
て
、
、
．
勺
8
⊆
°
・
；
註
①
σ
邑
日
①
日
o
－

q
．
．
と
の
評
言
を
紹
介
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
「
「
悪
い
記
憶
の
持
主
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
、
い
わ
ゆ
る
良
い
記
憶
の
持
主
と
は
決
定
的
に
位
相
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

異
に
す
る
記
憶
の
持
主
だ
と
い
う
の
が
、
吉
田
氏
及
び
ベ
ケ
ッ
ト
の
所
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。



　
『
道
草
』
も
ま
た
、
年
代
記
的
に
過
去
を
差
し
出
す
こ
と
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
健
三
の
記
憶
の
歪
み
も
そ
の
空
白
さ
え
も
補
正
し
な
い
点

で
は
「
悪
い
記
憶
の
持
主
」
と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
健
三
の
養
母
御
常
は
そ
の
記
憶
の
な
か
で
非
常
に
醜
悪
だ
が
、
実
際
に
健
三
の
前
に
現
れ
た
御
常
は
「
全
く
変
化
し
て
ゐ
た
」

（
六
十
二
）
と
い
う
。
健
三
が
予
期
し
た
恩
着
せ
が
ま
し
さ
や
「
困
つ
た
と
か
、
窮
し
た
と
か
い
ふ
弱
い
言
葉
」
も
な
く
「
平
静
」
な
「
物
語

り
」
を
し
、
「
五
円
紙
幣
」
と
い
う
「
健
三
か
ら
の
贈
り
も
の
を
受
け
納
め
」
（
六
十
三
）
て
御
常
は
帰
っ
て
い
く
。
御
住
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
貴
夫
の
考
へ
て
ゐ
た
女
と
は
丸
で
違
つ
た
人
に
な
つ
て
貴
夫
の
前
へ
出
て
来
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
違
つ
た
の
は
上
部
丈
で
腹
の
中
は

故
の
通
り
」
だ
と
し
、
「
己
の
批
評
の
正
し
さ
加
減
」
（
六
十
五
）
を
健
三
は
主
張
す
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
ば
に
説
得
力
は
な
い
。
健
三
の
記

憶
に
お
け
る
歪
み
が
可
能
性
と
し
て
こ
こ
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
「
斯
ん
な
光
景
を
よ
く
覚
え
て
ゐ
る
癖
に
、
何
故
自
分
の
有
つ
て
ゐ
た
其
頃
の
心
が
思
ぴ
出
ぜ
な
い
の
だ
ら
う
」
（
十
五
）
と
い
う
感
慨
。

「
舞
台
が
急
に
変
つ
た
。
淋
し
い
田
舎
が
突
然
彼
の
記
憶
か
ら
消
え
た
」
、
「
健
三
の
記
憶
は
此
所
で
ぷ
つ
り
と
切
れ
て
ゐ
た
」
、
「
其
時
代
の
彼

の
記
憶
に
は
、
殆
ん
ど
人
と
い
ふ
も
の
の
影
が
働
ら
い
℃
ゐ
な
か
っ
た
」
（
三
十
九
）
、
「
自
分
の
新
ら
し
く
移
つ
た
住
居
に
つ
い
て
は
何
の
影
像

も
浮
か
べ
得
な
か
っ
た
。
「
時
」
は
綺
麗
に
此
佗
び
し
い
記
念
を
彼
の
た
め
に
払
ぴ
去
っ
で
く
れ
た
」
「
彼
女
（
御
常
を
指
す
…
…
佐
々
木
注
）

は
又
突
然
健
三
の
眼
か
ら
滑
え
で
失
↑
な
っ
た
」
な
ど
、
記
憶
に
現
実
感
が
伴
わ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
「
考
へ
る
と
丸
で
他
の
身
の
上
の

や
う
だ
。
自
分
の
事
と
は
思
へ
な
い
」
（
四
十
四
）
と
い
う
健
三
の
思
い
は
、
記
憶
の
空
白
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
空
白
は
放
置
さ

れ
た
ま
ま
で
補
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
転
居
も
離
別
も
記
憶
の
断
絶
の
な
か
で
語
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
健
三
は
「
今
の
自
分
は
何
う
し
て
出
来
上
つ
た
の
だ
ら
う
」
と
問
い
な
が
ら
、
不
思
議
の
感
に
う
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
職
業
か
ら

推
量
す
れ
ば
、
「
給
仕
に
な
ん
ぞ
さ
れ
て
は
大
変
だ
」
と
「
心
の
う
ち
で
何
遍
も
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
た
」
（
九
十
一
）
学
生
時
代
以
来
の
勉

学
、
地
方
で
の
仕
事
、
外
国
に
お
け
る
研
究
な
ど
の
刻
苦
勉
励
に
因
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
記
憶
が
欠
落
し
て
い
る
の
だ
。
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「
自
分
は
其
時
分
誰
と
共
に
住
ん
で
ゐ
た
の
だ
ら
う
」

　
彼
に
は
何
等
の
記
憶
も
な
か
っ
だ
。
彼
の
頭
は
丸
で
白
紙
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
理
解
ガ
の
索
引
に
訴
へ
て
考
へ
れ

ば
、
何
う
し
て
も
島
田
夫
婦
と
共
に
暮
し
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
（
三
十
八
）

　
こ
こ
で
は
辛
う
じ
て
「
理
解
力
の
索
引
」
で
補
い
な
が
ら
も
、
記
憶
の
欠
落
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
の
形
は
『
道
草
』
冒
頭

か
ら
続
く
作
品
全
体
の
音
調
と
な
っ
て
い
る
。
「
健
三
が
遠
い
所
か
ら
帰
つ
て
来
て
駒
込
の
奥
に
世
帯
を
持
つ
た
の
は
東
京
を
出
て
か
ら
何
年

目
に
な
る
だ
ら
が
」
と
い
う
問
い
は
、
記
憶
の
欠
落
を
も
意
味
し
て
い
逗
。

　
『
道
草
』
が
「
悪
い
記
憶
の
持
主
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
欠
落
や
空
白
の
ほ
か
に
、
記
憶
の
脈
絡
の
な
さ
、
無
意
味
さ
に
も
起
因
す
る
。
た

と
え
ば
島
田
の
件
の
相
談
で
久
し
ぶ
り
に
姉
を
訪
ね
た
と
き
、
健
三
は
そ
の
家
で
「
古
い
額
」
か
ら
「
子
供
の
時
の
自
分
に
明
ら
か
な
記
憶
の

探
照
燈
を
向
け
」
（
四
）
、
再
び
訪
ね
た
と
き
も
比
田
の
出
し
て
き
た
「
古
い
本
」
か
ら
「
江
戸
名
所
図
会
」
を
見
て
い
た
頃
の
「
懐
か
し
い
記

憶
」
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
し
て
「
駿
河
町
と
い
ふ
所
に
描
い
て
あ
る
越
後
屋
の
暖
簾
と
富
士
山
と
が
、
彼
の
記
憶
を
今
代
表
す
る
焼
点
と
な
」

（
二
十
五
）
る
。
彼
は
い
つ
も
本
来
の
目
的
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
記
憶
を
辿
り
始
め
る
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
な
い
想
起
に

つ
い
て
「
過
去
の
な
か
に
生
き
る
人
は
、
行
動
に
ほ
と
ん
ど
適
応
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
人
に
お
い
て
、
想
起
は
現
在
の
状
況
の
利
益
と
な
る
こ

と
な
く
意
識
の
光
に
照
ら
ざ
れ
で
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
も
は
や
衝
動
的
な
人
で
は
な
く
、
夢
見
る
ル
（
⊂
o
竃
§
ミ
）
（
傍
点
は
原
文
に
拠

る
）
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
ま
た
、
「
書
付
の
束
」
の
な
か
に
あ
っ
た
「
御
由
の
送
籍
願
」
か
ら
は
、
「
葱
悦
の
眼
を
も
つ
て
当
時
の
自
分
を
回
顧
」
し
（
三
十
六
）
、
「
賞

状
」
は
健
三
に
ひ
と
つ
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
。
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彼
は
（
中
略
）
喜
び
の
余
り
飛
ん
で
宅
へ
帰
つ
た
昔
を
思
ひ
出
し
た
。
御
褒
美
を
も
ら
ふ
前
の
晩
夢
に
見
た
蒼
い
龍
と
白
い
虎
の
事
も



思
ひ
出
し
た
。
是
等
の
遠
い
も
の
が
、
平
生
と
違
つ
て
今
の
健
三
に
は
甚
だ
近
く
見
え
た
。
（
三
十
こ

　
島
田
の
問
題
の
た
め
に
集
ま
っ
た
場
面
と
し
て
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
い
回
想
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
「
有
用
性
ま
た
は
実
利
的
適

用
の
底
意
を
持
つ
こ
と
」
の
な
い
「
純
粋
記
憶
」
の
回
想
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
健
三
に
は
「
遠
い
」
は
ず
の
過
去
が
「
甚
だ
近
く
見
え
」

て
い
る
。
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
時
間
の
隔
た
り
を
飛
び
越
え
る
こ
と
が
私
の
意
識
に
と
っ
て
は
有
効
で
あ
」
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
想
起
は
時

間
の
な
か
で
不
連
続
な
仕
方
で
照
ら
し
出
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
『
道
草
』
の
な
か
の
記
憶
の
歪
み
、
空
白
、
欠
落
、
脈
絡
の
な
さ
は
、
小
説
表
現
の
あ
り
か
た
か
ら
い
え
ば
、
清
水
孝
純
の

い
う
「
適
司
滋
］
）
、
あ
る
い
は
亀
井
俊
介
の
い
う
「
　
　
（
別
）
曖
昧
さ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
記
憶
と
い
う
も
の
の
「
一
種
の
法
則
」

（「

ｨ
は
な
し
」
）
で
も
あ
る
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
想
起
は
見
た
と
こ
ろ
気
ま
ぐ
れ
な
順
序
で
現
れ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
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わ
れ
わ
れ
の
古
の
諸
知
覚
は
、
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
気
ま
ぐ
れ
に
し
か
再
び
現
れ
な
い
と
の
印
象
を
わ
れ
わ

れ
に
与
え
る
。
し
か
し
こ
の
完
全
な
破
壊
あ
る
い
は
気
ま
ぐ
れ
な
甦
り
の
外
観
は
、
現
在
の
意
識
が
各
瞬
間
に
有
益
な
も
の
を
受
け
取
り
、

余
計
な
も
の
を
一
時
的
に
締
め
出
す
こ
と
に
単
に
由
来
す
る
。

　
あ
る
い
は
「
脳
は
有
用
な
想
起
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
更
に
そ
の
う
え
、
そ
れ
以
外
の
想
起
の
す
べ
て
を
一
時
的
に
斥

け
る
こ
と
に
も
貢
献
し
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。
要
す
る
に
『
道
草
』
は
過
去
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
求
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

記
憶
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
探
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
吉
田
健
一
は
、
「
古
木
君
」
の
こ
と
ば
と
し
て
「
．
．
勺
「
o
ロ
‘
・
吟

庁
註
。
σ
良
∋
ω
∋
o
巨
．
．
」
と
の
評
言
に
続
け
て
「
そ
れ
に
プ
ル
ー
ス
ト
は
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
く
て
記
憶
の
作
用
を
し
つ
こ
く
分
析
し



　
　
　
　
　
　
　

て
ゐ
る
ん
で
せ
う
」

と
語
ら
せ
て
い
る
。

五
　
「
自
動
人
形
」
か
ら
「
夢
見
る
人
」
へ

　
漱
石
の
作
品
の
な
か
で
、
『
硝
子
戸
の
中
』
と
『
道
草
』
と
は
、
自
身
の
生
い
立
ち
が
表
出
さ
れ
た
点
で
突
出
し
て
い
る
。
『
硝
子
戸
の
中
』

に
関
し
て
は
、
重
松
泰
雄
の
指
摘
ど
お
り
「
第
十
四
章
以
後
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
過
去
の
回
想
が
現
れ
て
く
る
」
。
重
松
は
漱
石
の
「
構
想
メ

モ
」
を
検
討
し
た
う
え
で
、
過
去
回
想
の
契
機
を
木
下
杢
太
郎
の
『
唐
草
表
紙
』
（
一
九
一
五
、
正
確
堂
）
と
の
「
貴
重
な
出
会
い
」
に
帰
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
お
　

「
春
の
陽
だ
ま
り
の
よ
う
な
温
も
り
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
」
の
要
素
を
『
硝
子
戸
の
中
』
に
確
認
し
て
い
る
。
だ
が
「
過
去
の
回
想
」
へ
向

か
っ
た
漱
石
が
対
面
し
た
も
の
の
多
く
が
、
既
に
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
『
硝
子
戸
の
中
』
に
は
実
に
多
く
の
「
死
」

が
書
き
連
ね
て
あ
る
の
だ
。
前
半
部
で
は
「
ヘ
ク
ト
ー
」
の
死
（
五
）
に
始
ま
り
、
「
死
と
い
ふ
境
地
に
就
い
て
常
に
考
へ
て
ゐ
る
」
（
八
）
と

あ
っ
て
、
後
半
で
は
「
高
田
」
（
十
六
）
、
「
御
作
」
（
十
七
）
、
「
社
の
佐
藤
君
」
（
二
十
二
）
、
「
楠
緒
さ
ん
」
（
二
十
五
）
、
「
益
さ
ん
」
（
二
十
六
）
、

「
二
代
目
」
の
猫
、
「
好
い
犬
」
（
二
十
八
）
、
「
長
兄
」
（
三
十
六
）
の
死
が
語
ら
れ
る
。
ほ
か
に
も
「
一
番
目
の
姉
」
（
十
四
）
、
父
（
二
十
三
）
、

母
（
三
十
七
、
三
十
八
）
と
い
っ
た
亡
く
な
っ
た
肉
親
に
ま
つ
わ
る
話
が
多
く
、
生
家
さ
え
取
り
壊
さ
れ
て
、
「
「
時
」
は
力
で
あ
つ
た
」
（
二
十

三
）
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
「
母
の
記
念
の
為
に
此
所
で
何
か
書
い
て
置
き
た
い
と
思
ふ
」
（
三
十
七
）
と
連
載
の
終
わ
り
近
く
に
記
し

た
の
は
、
数
々
の
喪
失
を
前
に
し
た
漱
石
の
偽
ら
ざ
る
感
慨
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
『
硝
子
戸
の
中
』
で
は
「
過
去
の
回
想
」
を
通
じ
て
喪
失
に
向
き
合
っ
た
漱
石
で
あ
る
が
、
そ
の
連
載
終
了
の
翌
月
、
京
都
に

旅
行
し
、
そ
こ
で
胃
病
を
悪
化
さ
せ
て
病
床
に
伏
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
異
母
姉
の
高
田
ふ
さ
が
亡
く
な
っ
た
が
、
葬

儀
に
参
列
す
る
こ
と
す
ら
か
な
わ
な
か
っ
た
。
『
道
草
』
の
執
筆
は
そ
れ
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
五
月
に
始
ま
る
。
『
硝
子
戸
の
中
』
で
多
く
の
喪

失
を
語
っ
た
と
こ
ろ
に
、
肉
親
の
死
と
、
自
身
の
身
体
的
危
機
と
が
加
わ
り
、
「
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
者
」
と
の
自
覚
が
芽
生
え
た
と
し
て

一98一



も
不
思
議
で
は
な
い
。
「
未
来
が
咄
嵯
に
起
つ
た
あ
る
危
険
の
た
め
に
突
然
塞
が
れ
て
、
も
う
己
は
駄
目
だ
と
事
が
極
る
と
、
急
に
眼
を
転
じ
て

過
去
を
振
り
向
く
」
と
い
う
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
（
四
十
五
）
の
件
は
実
感
を
と
も
な
っ
て
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
「
過
去
を
振
り
向
」
い
て
書
か
れ
た
『
道
草
』
は
、
漱
石
の
年
譜
的
事
実
を
照
ら
せ
ば
、
一
九
〇
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
が
中

心
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
十
年
前
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
健
三
が
幼
児
期
な
ど
の
記
憶
を
辿
っ
て
い
る
。
〈
漱
石
－
健
三
ー
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ベ

の
幼
児
期
〉
と
い
う
入
れ
子
型
構
造
は
、
『
道
草
』
と
前
作
の
『
硝
子
戸
の
中
』
と
の
隔
た
る
点
で
あ
る
。
『
硝
子
戸
の
中
』
の
「
私
の
記
憶
」
（
『
硝

子
戸
の
中
』
三
十
八
）
は
書
き
手
の
も
の
で
あ
る
が
、
『
道
草
』
の
「
記
憶
」
は
健
三
の
も
の
で
あ
る
。
『
道
草
』
の
入
れ
子
型
構
造
は
、
『
道
草
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

が
三
人
称
小
説
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
。
加
え
て
そ
の
小
説
の
設
定
時
期
と
し
て
、
十
年
前
に
既
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
取
り
上
げ
た

時
期
を
再
度
選
ん
だ
の
は
、
記
憶
と
は
何
か
を
最
も
有
効
に
探
求
す
る
た
め
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
小
宮
豊
隆
は
『
道
草
』
を
「
自
叙
伝
小
説
」
と
し
た
う
え
で
、
設
定
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
臆
測
を
逞
う
す
れ
ば
、
『
硝
子
戸
の
中
』
で
幼
時
を
追
懐
す
る
事
に
活
ら
き
出
し
た
漱
石
の
心
は
、
幼
時
の
追
懐
を
機
縁
と
し
て
、
過
去

の
自
分
の
生
活
を
全
体
と
し
て
振
り
返
り
、
そ
の
中
に
出
没
す
る
醜
い
「
私
」
を
検
討
し
つ
つ
、
『
道
草
』
に
於
い
て
、
自
分
の
最
も
苦
し

か
つ
た
、
そ
れ
だ
け
に
又
自
分
が
最
も
愛
著
を
感
じ
て
ゐ
る
時
期
を
載
り
取
つ
て
来
て
、
そ
の
上
に
更
に
鋭
い
検
討
の
メ
ス
を
振
は
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

し
た
も
の
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。

一99一

　
も
ち
ろ
ん
『
道
草
』
を
単
に
体
験
を
な
ぞ
っ
た
「
自
伝
的
小
説
」
と
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
「
遠
い
所
か
ら
帰
つ
て
来
て

駒
込
の
奥
に
世
帯
を
持
つ
た
」
こ
ろ
を
、
「
自
分
の
最
も
苦
し
か
つ
た
、
そ
れ
だ
け
に
又
自
分
が
最
も
愛
著
を
感
じ
て
ゐ
る
時
期
」
と
し
て
、
漱

石
が
選
び
取
っ
た
必
然
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
蓮
見
重
彦
は
『
道
草
』
で
「
執
筆
体
験
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
ノ
ー
ト
の
字
の
「
細
か
さ
」
と
の
対
比
で
隠
喩
的
に
語
ら
れ
て
い
た
」



こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
芸
術
を
信
じ
る
者
の
孤
独
な
善
意
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
金
銭
と
の
交
換
を
期
待
す
る
者
」
す
な
わ

ち
島
田
が
、
「
講
義
ノ
ー
ト
の
準
備
と
は
異
質
の
執
筆
行
為
が
も
た
ら
す
有
利
な
交
換
の
可
能
性
に
目
覚
め
さ
せ
た
」
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
島
田
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
新
た
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
起
源
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
健
三
は
『
道
草
』
の
な
か
で
新
し
い
「
執
筆
体
験
」
を
し
、
そ
の
行
為
の
別
の

「
可
能
性
に
目
覚
め
」
て
変
容
を
遂
げ
て
い
る
の
だ
。
漱
石
に
と
っ
て
の
『
道
草
』
の
設
定
時
期
は
、
小
宮
の
い
う
「
愛
著
を
感
じ
て
ゐ
る
時

期
」
で
あ
り
、
「
新
し
い
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
起
源
」
と
し
て
の
時
期
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
『
道
草
』
の
冒
頭
近
く
に
は
、
健
三
の
生
活
の
規
則
性
が
、
「
千
駄
木
か
ら
追
分
へ
出
る
通
り
を
日
に
二
返
づ
・
規
則
の
㌣
プ
に
往
来
し
た
」

（一

j、

u
器
械
の
や
う
に
又
義
務
の
や
う
に
何
時
も
の
道
を
往
つ
た
り
来
た
り
し
た
」
（
二
）
、
「
も
し
帽
子
を
被
ら
な
い
男
が
突
然
彼
の
行
手
を

遮
ら
な
か
つ
た
な
ら
、
彼
は
何
時
も
の
通
り
千
駄
木
の
町
を
毎
日
二
返
規
則
正
レ
ぐ
往
来
す
る
丈
」
（
三
）
と
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
意
識
を
有
し
た
自
動
人
形
」
に
相
当
す
る
。

　
記
憶
を
、
そ
れ
が
生
み
出
す
す
べ
て
の
も
の
と
一
緒
に
捨
て
る
人
は
、
自
分
の
現
実
存
在
を
実
際
に
表
象
す
る
代
わ
り
に
、
自
分
の
現

実
存
在
を
絶
え
ず
演
じ
る
（
傍
点
は
原
文
に
拠
る
）
だ
ろ
う
。
意
識
を
有
レ
た
自
動
人
形
で
あ
る
そ
の
よ
う
な
人
は
、
刺
激
を
適
切
な
反

応
へ
と
引
き
継
ぐ
有
益
な
諸
習
慣
⑳
傾
向
に
従
・
γ
だ
ろ
う
（
傍
点
は
佐
々
木
に
拠
る
）
。
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「
彼
の
心
は
殆
ん
ど
余
裕
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
な
か
つ
た
」
（
三
）
、
「
其
晩
は
又
翌
日
の
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
さ
う

し
て
島
田
の
事
は
丸
で
忘
れ
て
し
ま
つ
た
」
（
八
）
に
も
、
「
有
益
な
諸
習
慣
の
傾
向
に
従
う
」
健
三
の
「
自
動
人
形
」
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
自
動
人
形
」
の
変
容
は
、
通
勤
途
中
に
見
た
「
帽
子
を
被
ら
な
い
男
」
、
蓮
見
の
い
う
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
起
源
」
た
る
男
と
の
再

会
か
ら
始
ま
る
。
健
三
は
「
不
幸
な
過
去
を
遠
ぐ
か
ら
呼
び
起
す
」
（
二
）
よ
う
に
な
り
、
「
吉
田
と
会
見
し
た
後
の
健
三
の
胸
に
は
・
不
図
斯

う
し
た
幼
児
の
記
憶
が
続
々
湧
い
て
来
る
事
が
あ
」
（
十
五
）
り
、
御
縫
さ
ん
の
話
題
か
ら
記
憶
の
な
か
に
沈
潜
し
て
、
御
住
の
問
い
か
け
に
「
追



憶
の
夢
を
愕
う
か
さ
れ
た
人
の
や
う
に
」
（
二
十
三
）
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
自
動
人
形
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
想
定
し
た
「
夢
み
る
人
」

に
、
健
三
は
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
が
判
る
。
「
健
三
も
一
刹
那
に
わ
が
全
部
の
過
去
を
思
ひ
出
す
や
う
な
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
も
の
と

し
て
今
の
自
分
を
考
へ
る
程
の
馬
鹿
で
も
な
か
つ
た
」
（
四
十
五
）
と
は
い
う
も
の
の
、
「
彼
は
其
間
に
時
々
己
れ
の
追
憶
を
辿
る
べ
ぐ
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
自
分
の
兄
を
気
の
毒
が
り
つ
・
も
、
彼
は
何
時
の
間
に
か
、
其
兄
と
同
じ
く
過
去
の
ル
と
な
つ
た
」
（
三
十
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、

健
三
は
「
過
去
を
振
り
向
く
」
（
四
十
五
）
者
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
そ
し
て
こ
の
変
容
の
明
確
な
契
機
は
、
謹
厳
な
あ
の
「
規
則
の
や
う
に
往
来
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
「
細
か
い

ノ
ー
ト
よ
り
外
に
何
も
作
る
必
要
の
な
か
つ
た
彼
」
が
、
「
筆
の
先
に
滴
る
面
白
い
気
分
に
駆
ら
れ
」
て
「
長
い
原
稿
」
（
八
十
六
）
を
書
い
て

か
ら
、
次
第
に
変
容
し
て
い
く
。
「
ペ
ネ
ロ
ピ
ー
の
仕
事
」
と
も
い
う
べ
き
「
半
紙
」
（
九
十
四
）
と
の
格
闘
を
捨
て
て
、
「
彼
は
帽
子
を
被
つ
て

寒
い
往
来
へ
飛
び
出
し
」
（
九
十
六
）
、
「
店
頭
を
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
と
覗
き
込
ん
で
歩
」
き
、
「
硝
子
越
に
何
の
意
味
も
な
く
長
い
間
眺
め
て
ゐ
」

（
九
十
七
）
た
り
、
新
年
に
「
普
通
の
服
装
を
し
て
ぶ
ら
り
と
表
へ
出
」
て
、
「
絵
を
描
い
た
」
り
し
、
帰
る
途
中
で
「
不
図
何
か
書
い
て
見
や

う
と
い
ふ
気
を
起
し
た
」
（
百
一
）
り
す
る
。
東
郷
克
美
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
そ
れ
が
、
「
書
斎
」
の
外
の
「
往
来
」
で
発
想
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
」
の
だ
。
健
三
は
「
規
則
の
よ
う
に
往
来
」
し
「
仕
事
に
忙
殺
」
す
る
生
活
か
ら
、
「
ぶ
ら
り
と
表
へ
出
」
て
「
何
の

意
味
も
な
く
」
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
自
動
人
形
」
か
ら
の
変
容
で
あ
る
。

　
漱
石
に
と
っ
て
の
一
九
〇
四
年
頃
も
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
自
動
人
形
」
か
ら
の
変
容
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
先

に
も
引
用
し
た
と
お
り
、
「
自
動
人
形
」
と
「
夢
見
る
人
」
と
は
「
二
つ
の
極
端
な
状
態
」
で
あ
る
の
で
劇
的
で
完
全
な
移
行
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
だ
が
や
は
り
記
憶
が
い
か
な
る
も
の
か
を
探
求
す
る
に
は
、
「
自
動
人
形
」
か
ら
「
夢
見
る
人
」
と
い
う
二
つ
の
状
態
に
揺
れ
た
こ
の

時
期
を
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
「
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
も
の
」
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
健
三
と
同
様
に
、
『
道
草
』
を
書
く
漱
石
も
ま
た
そ
の

自
覚
を
抱
い
て
記
憶
を
見
つ
め
て
い
た
。
「
夢
見
る
人
」
と
は
、
「
片
付
か
な
い
」
記
憶
を
「
自
分
の
眼
差
し
の
も
と
に
留
め
る
」
人
で
あ
り
、
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ク
ラ
イ
シ
ス
に
瀕
し
た
人
で
も
あ
る
。

ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
道
草
』
が
完
結
し
た
も
の
と
し
て
は
漱
石
の
最
後
の
長
篇
小
説
と
な
っ
た
の
は
、
必
然
と
い
わ
ね
ば
な

注（
1
）
久
米
博
「
い
ま
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読
む
1
記
憶
・
文
学
・
忘
却
」
（
久
米
博
・
中
田
光
雄
・
安
孫
子
信
編
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
読
本
』
法
政
大
学
出
版
局
、

　
二
〇
〇
山
ハ
）
。

（
2
）
夏
目
漱
石
の
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
「
漱
石
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
）
に
拠
る
。
た
だ
し
引
用
に
お
い
て
は
、
旧
字
体
を
新
字

　
体
に
改
め
振
り
仮
名
を
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。
他
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
。

（
3
）
高
橋
里
美
訳
／
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
『
物
質
と
記
憶
』
（
星
文
館
、
一
九
一
四
）
。

（
4
）
石
崎
等
『
漱
石
の
方
法
』
（
有
精
堂
、
一
九
八
九
）
。

（
5
）
熊
坂
敦
子
「
漱
石
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
（
「
國
文
学
』
一
九
七
一
・
九
）
。

（
6
）
篠
原
資
明
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
ー
〈
あ
い
だ
〉
の
哲
学
の
視
点
か
ら
」
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
。

（
7
）
引
用
は
「
物
質
と
記
憶
』
（
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
／
合
田
正
人
・
松
本
力
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
）
に
拠
る
。
特
に
注
が
な
け
れ
ば
、
ベ
ル

　
ク
ソ
ン
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
拠
る
。
た
だ
し
適
宜
英
訳
版
（
注
1
0
）
を
参
照
し
、
〔
　
〕
で
示
し
た
。

（
8
）
一
九
六
六
版
「
漱
石
全
集
　
第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
）
お
よ
び
、
石
原
千
秋
「
注
解
」
（
『
漱
石
全
集
　
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
参
照
。

（
9
）
　
「
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
」
（
「
漱
石
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
参
照
。

（
1
0
）
ζ
巴
宮
『
碧
阜
∋
o
∋
o
蔓
＼
9
ロ
①
コ
ユ
ロ
。
轟
゜
・
8
　
巨
庄
9
N
合
⇔
日
ロ
゜
・
巨
8
5
冨
Z
き
。
く
ζ
曽
σ
含
曽
2
勺
①
巨
餌
え
≦
Q
力
8
江
5
一
日
9
い
o
且
o
『
む
力
≦
き

　
o
。
o
ロ
0
6
コ
ω
合
o
ぎ
2
㊦
ミ
く
o
完
…
ζ
碧
邑
＝
彗
」
Φ
＝
（
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
）
。

（
H
）
た
だ
し
大
久
保
純
一
は
漱
石
が
高
橋
里
美
の
訳
書
（
注
3
参
照
）
を
読
ん
だ
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
1
2
）
注
4
に
同
じ
。

（
1
3
）
た
だ
し
「
浅
草
文
庫
　
第
三
十
一
号
」
（
東
京
高
等
工
業
学
校
文
芸
部
、
一
九
一
四
）
目
次
に
は
「
（
講
演
略
記
）
」
と
あ
る
（
山
下
浩
監
修
／
夏
目
金
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之
助
著
『
漱
石
評
論
・
講
演
復
刻
全
集
　
第
7
巻
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
二
）
。

（
1
4
）
　
『
浅
草
文
庫
』
目
次
（
注
1
3
に
同
じ
）
参
照
。

（
1
5
）
大
野
淳
一
「
注
解
」
（
『
漱
石
全
集
　
第
二
十
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
。

（
1
6
）
久
米
博
は
「
昭
和
初
年
に
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
学
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
だ
し
た
こ
ろ
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

　
学
に
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
注
1
に
同
じ
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
市
川
浩
も
『
失
わ
れ
た
時
を
も
と
め
て
』
は
、
「
知
覚
と
記
憶
の
往
復
に
よ

　
る
現
実
の
把
握
の
深
化
・
拡
大
を
示
し
て
い
る
点
で
も
き
わ
め
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
作
品
と
い
え
よ
う
」
（
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
』
講
談
社
、
一
九
九
一
）
と

　
述
べ
て
い
る
。

（
1
7
）
奥
野
健
男
「
近
過
ぎ
て
評
価
で
き
な
か
っ
た
漱
石
」
（
「
『
漱
石
全
集
第
十
巻
』
月
報
1
0
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
「
『
浅
草
文
庫
』
第
三

　
十
四
号
（
大
正
四
年
三
月
十
三
日
）
は
編
集
係
菊
池
武
男
署
名
の
「
漱
石
先
生
に
」
と
題
す
る
公
開
状
を
載
せ
」
、
「
直
接
抗
議
を
申
し
込
ん
だ
学
生
も

　
あ
っ
た
よ
う
」
だ
と
い
う
。

（
1
8
）
注
4
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
1
9
）
ミ
ハ
イ
ル
・
パ
フ
チ
ン
著
／
望
月
哲
男
・
鈴
木
淳
一
訳
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
）
。

（
2
0
）
田
島
節
夫
の
翻
訳
（
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
《
新
装
復
刊
》
』
白
水
社
、
一
九
九
九
）
お
よ
び
、
市
川
浩
の
論
（
注
1
6
）
で
は
、
「
純

　
粋
記
憶
」
と
あ
る
。

（
2
1
）
富
士
川
義
之
「
文
学
と
記
憶
ー
ワ
ー
ズ
ワ
ス
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ナ
ボ
コ
フ
」
（
『
言
語
生
活
』
一
九
八
六
・
三
）
。

（
2
2
）
　
「
硝
子
戸
の
中
』
（
二
十
三
）
に
「
私
が
早
稲
田
に
帰
つ
て
来
た
の
は
、
東
京
を
出
て
か
ら
何
年
振
に
な
る
だ
ら
う
」
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
漱
石
自

　
身
の
記
憶
の
欠
落
に
符
合
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
リ
フ
ラ
ト
ズ

（
2
3
）
清
水
孝
純
「
方
法
と
し
て
の
迂
言
法
1
『
道
草
』
序
説
1
」
（
『
文
学
論
輯
』
一
九
八
五
・
八
）
。

（
2
4
）
亀
井
俊
介
「
「
道
草
」
を
読
む
ー
曖
昧
さ
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
國
文
學
』
一
九
八
六
・
三
）
。

（
2
5
）
　
「
吉
田
健
一
著
作
集
　
第
二
十
二
巻
』
（
集
英
社
、
一
九
八
〇
）
。

（
2
6
）
重
松
泰
雄
「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と
ー
「
硝
子
戸
の
中
」
に
お
け
る
〈
過
去
＞
1
」
（
『
文
学
』
　
一
九
八
〇
・
一
〇
）
。

（
2
7
）
石
崎
等
は
前
掲
書
（
注
4
）
に
お
け
る
一
連
の
『
道
草
』
論
で
、
ブ
イ
ヨ
ン
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
「
過
去
の
二
重
性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
参
考
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に
な
っ
た
。

（
2
8
）
金
子
明
雄
は
「
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
『
道
草
』
1
『
道
草
』
再
読
の
た
め
の
ノ
ー
ト
ー
」
（
『
漱
石
研
究
　
第
4
号
』
一
九
九
五
・
五
）

　
に
お
い
て
、
「
一
人
称
回
想
体
」
あ
る
い
は
自
叙
伝
と
し
て
読
ま
れ
る
「
読
書
契
約
」
か
ら
逸
脱
す
る
す
る
意
味
を
考
察
し
て
お
り
、
参
考
に
な
っ
た
。

（
2
9
）
小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
）
。

（
3
0
）
蓮
實
重
彦
「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
漱
石
文
学
　
修
辞
と
利
廻
り
ー
『
道
草
』
論
の
た
め
の
ノ
ー
ト
」
（
『
別
冊
國
文
學
・
夏
目
漱
石
事
典
』
一
九
九

　
〇
・
七
）
。

（
3
1
）
東
郷
克
美
「
「
道
草
」
1
「
書
斎
」
か
ら
「
往
来
」
へ
ー
」
（
『
國
文
學
』
一
九
八
六
二
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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