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「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
漱
石
最
後
の
、
そ
し
て
未
完
の
小
説
で
あ
る
。
こ
の
た
び

「
明
暗
」
を
読
み
か
え
し
て
み
て
、
ま
ず
思
っ
た
の
は
、
漱
石
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
も
や
は

り
老
荘
の
思
想
を
自
ら
の
理
想
と
し
て
手
放
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
そ
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
漱
石
に
は
早
く
に
、
し
た
が
っ
て
正
確
に
は
夏
目
金
之
助
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
老
子
の
哲
学
」
二
八
九
二
年
、
明
治
二
十
五
年
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
絶
対
と
相
対
の
二
面

性
が
も
た
ら
す
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
三
浦
雅
士
は
そ
の
老
子
批
判
に
漱
石
の
ヘ

ー
ゲ
ル
体
験
を
推
測
し
な
が
ら
、
〈
無
と
い
う
絶
対
を
離
れ
、
有
と
い
う
相
対
へ
と
向
か
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
》
の
は
漱
石
自
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
老
子
は
《
漱
石
の

な
か
に
根
強
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
〉
と
述
べ
て
い
る
①
。
《
無
限
と
い
う
観
念
は
あ
る
場
合

に
は
、
人
間
の
悲
惨
な
条
件
へ
の
最
大
の
慰
め
》
で
あ
り
、
《
老
子
の
教
え
る
無
、
無
為

は
、
そ
の
出
生
の
秘
密
、
そ
の
悲
惨
を
覆
い
隠
す
に
十
分
で
あ
っ
た
〉
と
。

老
子
が
理
想
と
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
子
供
に
還
る
、
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
『
明
暗
』

に
も
、
主
人
公
の
津
田
由
雄
を
「
嘘
吐
き
」
（
二
十
二
）
だ
と
非
難
す
る
、
そ
の
名
も
真
事

（
ま
こ
と
）
と
い
う
津
田
の
従
弟
で
あ
る
少
年
が
出
て
く
る
。
ま
た
妻
の
お
延
の
従
弟
に
も
、

や
は
り
一
（
は
じ
め
）
と
名
づ
け
ら
れ
た
男
の
子
が
い
る
の
で
あ
る
。
三
浦
氏
の
論
考
の
中

心
は
、
《
母
親
を
赦
す
地
点
ま
で
の
長
い
旅
路
》
を
漱
石
文
学
に
た
ど
る
こ
と
に
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
試
み
は
そ
の
旅
路
を
辿

り
な
お
す
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
《
や
が
て
訣
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
》
漱
石
は
「
老

子
」
の
外
へ
出
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
三
浦
氏
も
い
う
よ
う
に
、
自
活
す
る
必
要
の

あ
っ
た
漱
石
に
は
〈
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
を
禁
じ
〉
た
退
歩
主
義
の
隠
遁
思
想
で
は
食

べ
て
い
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
若
い
頃
に

深
く
傾
斜
し
耽
溺
し
た
老
子
の
思
想
を
、
漱
石
が
そ
の
晩
年
に
い
た
る
ま
で
捨
て
去
る
こ
と

が
な
か
っ
た
、
と
す
る
推
し
量
り
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
そ
う
な
手
が
か
り
が
え

ら
れ
た
こ
と
で
満
足
し
て
お
き
た
い
。

あ
る
英
文
学
者
に
よ
れ
ば
《
近
代
小
説
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
権
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
中
で
、
権
力
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
も
が
く
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
で
あ

る
》
②
ら
し
い
が
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
漱
石
の
小
説
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
小
説
で

「
明
暗
』
は
一
九
一
六
年
、
大
正
五
年
五
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
東
京
・
大
阪
の
両

ー

- 1-
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い
っ
た
い
に
漱
石
の
小
説
に
お
い
て
主
人
公
の
解
脱
を
妨
げ
る
も
の
は
文
明
で
あ
り
、
そ

れ
は
彼
／
彼
女
自
身
の
猜
疑
心
と
し
て
顕
れ
る
。
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
珍
野
苦
沙
弥
に

は
じ
ま
り
、
「
虞
美
人
草
」
の
甲
野
欽
吾
、
「
こ
、
ろ
」
の
先
生
、
「
道
草
」
の
健
三
ら
は
、
皆

そ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
し
か
し
「
明
暗
」
で
は
、
さ
す
が
に
「
草
枕
」
の
よ
う
に
「
プ
ロ
ッ

ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
（
「
余
が
「
草
枕
こ
と
ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、

津
田
の
痔
疾
治
療
に
し
て
も
、
お
延
の
従
妹
で
あ
る
継
子
の
縁
談
話
に
し
て
も
、
ま
た
小
林

の
朝
鮮
行
き
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
挿
話
は
あ
く
ま
で
も
場
面
展
開
に
お
け
る
修
飾
的
な
機

能
を
果
た
し
て
い
る
だ
け
に
見
え
な
く
も
な
く
、
津
田
と
清
子
と
の
（
過
去
の
恋
愛
を
含

む
）
関
係
の
行
方
次
第
に
よ
っ
て
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
お
延
と
津
田
と
の
関
係
が
、
と
り
あ

え
ず
主
軸
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
登
場
人
物
個
人
の
精
神
的
成
長
や
人
格
的
発
展
な
ど

は
お
よ
そ
約
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
解
脱
は
作
者
の
作
者

に
よ
る
作
者
の
た
め
の
希
求
で
あ
っ
て
、
小
説
に
登
場
す
る
人
物
は
だ
れ
で
あ
れ
、
そ
ん
な

も
の
を
求
め
て
は
い
な
い
。
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
俗
情
に
ま
み
れ
て
生
き
る
だ
け

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
作
者
は
、
「
写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
」
と
し
て
「
大
人
が
小
供
を
視

る
の
態
度
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
と
き
の
「
大
人
」
（
『
写
生
文
こ
で
あ
り
、
現
実
を
「
非
人

情
」
に
眺
め
て
描
き
と
る
画
工
二
草
枕
』
）
で
あ
り
、
「
世
界
滅
却
の
日
を
只
一
人
生
き
残

っ
た
心
持
」
二
虞
美
人
草
」
八
）
で
い
る
甲
野
で
あ
り
、
甲
野
自
身
が
「
小
供
に
な
れ
れ
ば

結
構
」
と
憧
れ
た
老
子
的
理
想
と
し
て
の
「
小
供
」
今
虞
美
人
草
』
十
八
）
な
の
で
あ
る
。

篇
」
「
告
白
」
、
そ
れ
ら
は
手

的
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
ま
っ
た
く
な
い
。
処
女
作
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
「
笑
い
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

彼
は
ひ
た
す
ら
「
解
脱
」
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
「
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の

意
味
で
書
い
た
」
小
説
で
「
美
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
」
（
「
余
が

「
草
枕
筐
）
と
さ
れ
た
「
草
枕
」
は
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
に
連
載
す
る
か
た
ち
で
書
く
よ
う
に

な
っ
た
最
初
の
作
品
「
虞
美
人
草
」
も
、
ま
た
そ
れ
以
降
の
小
説
で
も
、
文
明
批
判
を
ベ
ー

ス
に
し
た
そ
の
解
脱
志
向
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
「
虞
美

人
草
」
で
は
、
解
脱
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
焦
り
か
ら
、
主
人
公
が
い
さ
さ
か
性
急
に
道
義

を
説
き
、
作
者
が
無
理
や
り
悲
劇
を
持
ち
だ
し
て
し
ま
っ
た
嫌
い
は
あ
る
し
、
不
十
分
な
が

ら
権
力
に
や
や
近
づ
い
て
見
せ
た
「
そ
れ
か
ら
」
は
例
外
的
な
作
品
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
「
笑
い
」
「
非
人
情
」
「
悲
劇
」
「
余
裕
」
「
低
個
」
「
無
性
格
」
「
過
去
」
「
連
作
短

篇
」
「
告
白
」
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
作
家
が
解
脱
に
近
づ
き
、
解
脱
を
実
現
す
る
た
め
の
小
説

こ
こ
か
ら
は
お
延
の
津
田
に
対
す
る
「
愛
」
の
性
格
を
確
認
し
た
う
え
で
、
津
田
が
清
子

に
見
る
「
夢
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
「
明
暗
』
の
作
者
の
作

品
に
対
す
る
位
置
ど
り
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
文
学
的
技
法
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
確
か
め

て
お
こ
う
。

漱
石
が
ま
ず
留
意
し
て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
階
層
に
属
す
る
人
間
で
あ
れ
、
年
齢
に
も
性

別
に
も
か
か
わ
り
な
く
、
会
話
を
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
同
列
に
扱
わ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
〈
津
田
を
二
流
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸

人
物
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
書
け
ま
す
》
③
と
い
う
大
岡
昇
平
の
指
摘
が
参

考
に
な
る
。
た
し
か
に
津
田
が
確
固
た
る
自
己
を
も
た
な
い
人
物
で
あ
り
、
お
延
や
清
子
や

吉
川
夫
人
と
い
っ
た
他
者
の
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
る
し
か
な
い
男
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
小

説
に
お
い
て
彼
は
磨
か
れ
た
鏡
面
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、
ど
ん
な
人
物
の

ど
ん
な
欲
望
も
、
た
だ
自
分
だ
け
を
気
づ
か
い
自
身
を
守
ろ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

意
味
で
、
等
し
く
同
じ
水
準
に
置
か
れ
、
互
い
に
相
対
化
し
合
う
し
か
な
い
姿
が
見
事
に
映

し
だ
さ
れ
て
く
る
。
彼
ら
は
、
相
手
の
内
心
ま
で
明
察
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
自

身
に
つ
い
て
は
盲
目
で
あ
る
し
か
な
い
人
物
た
ち
と
し
て
、
例
外
な
く
共
通
に
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
平
準
化
を
可
能
に
す
る
人
物
設
定
に
加
え
て
、
本
文
で
多
用
さ
れ
る
の
が
、

「
ま
た
（
表
記
に
よ
っ
て
は
「
又
」
「
亦
」
）
」
や
「
に
も
」
と
い
っ
た
よ
う
な
単
語
を
使
っ
た

両
面
的
、
多
元
的
な
表
現
で
あ
る
④
。
「
ま
た
」
は
早
く
に
相
原
和
邦
が
「
矛
盾
叙
法
」
や

も
ち
ろ
ん
作
者
は
「
我
執
」
を
「
道
義
」
で
囲
い
込
ん
だ
り
し
な
い
し
、
「
経
済
学
の
独
逸

書
」
（
三
十
九
）
で
も
っ
て
説
明
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
〈
文
明
の
進
歩
Ⅱ
自
我
の
拡
大
／
道

義
の
必
要
性
Ⅱ
近
代
の
批
判
〉
が
「
虞
美
人
草
』
に
お
け
る
甲
野
Ⅱ
作
者
の
認
識
の
枠
組
み

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
明
暗
」
で
は
自
我
の
拡
大
を
批
判
す
る
道
義
の
よ
う
な
も
の

は
存
在
し
な
い
。
「
こ
、
ろ
」
の
あ
と
、
漱
石
は
登
場
人
物
に
解
脱
を
体
現
さ
せ
る
方
向
に

で
は
な
く
、
「
道
草
」
を
経
て
、
ど
う
や
ら
作
家
は
た
だ
語
り
手
や
叙
述
の
あ
り
方
そ
の
も

の
に
だ
け
解
脱
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
始
め
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

世
界
に
あ
る
の
は
た
だ
主
人
公
た
ち
の
、
自
我
の
拡
大
そ
の
も
の
が
自
我
を
制
御
し
つ
つ
、

そ
れ
で
も
「
愛
」
を
生
成
し
て
い
く
姿
で
あ
る
。

二

－2－
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「
ま
た
」
に
つ
い
て
は
、
辞
書
に
は
副
詞
と
し
て
１
「
再
び
」
「
二
度
」
、
２
「
同
じ
く
」

「
ひ
と
し
く
」
、
３
「
ほ
か
に
」
「
別
に
」
「
別
の
と
き
」
、
４
「
新
た
に
加
わ
っ
た
事
態
に
驚
き

や
不
審
の
念
を
こ
め
て
い
う
」
「
こ
の
上
」
、
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、
接
続
詞
と
し
て
１

「
そ
の
上
に
」
「
そ
の
ほ
か
に
」
、
２
「
な
ら
び
に
」
、
３
「
話
題
を
変
え
る
時
に
い
う
」
「
そ
れ

か
ら
」
、
と
い
っ
た
意
味
が
出
て
い
る
（
広
辞
苑
）
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
論
理
的
な
側
面
か
ら

は
「
自
呂
と
「
ｏ
己
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
。
ご
的
な
語
が
増
え
る
ほ
ど

表
現
は
二
面
的
あ
る
い
は
多
元
的
な
も
の
に
な
る
が
、
他
に
「
同
時
に
」
（
測
例
、
「
道
草
」

弱
例
、
「
こ
、
ろ
」
幻
例
）
「
で
も
あ
っ
た
」
（
認
例
、
「
道
草
」
岨
例
、
「
こ
、
ろ
」
６
例
）
な

ど
の
語
も
『
明
暗
』
で
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。

「
再
び
」
「
そ
の
う
え
」
な
ど
の
よ
う
に
語
の
前
後
に
あ
る
も
の
を
先
後
的
、
直
列
的
に

つ
な
ぐ
場
合
を
「
目
呂
的
な
も
の
と
し
、
「
同
時
に
」
「
あ
る
い
は
」
な
ど
の
よ
う
に
語
の

前
後
に
あ
る
も
の
を
同
時
的
、
並
列
的
に
分
け
る
場
合
を
「
日
」
的
な
も
の
と
す
る
と
、

「
明
暗
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
必
然
性
の
意
味
を
担
う
「
自
己
的
な
言
葉
と
偶
然
性
の

意
味
を
担
う
「
ｏ
邑
的
な
言
葉
と
が
、
縦
糸
と
横
糸
と
な
っ
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
こ
と
に
よ
る
と
そ
こ
で
ま
た
一
波
淵
起
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

（
百
十
九
）
の
場
合
の
よ
う
に
「
再
び
（
昌
巳
」
と
「
あ
る
い
は
（
且
」
の
い
ず
れ
の
意
味

合
い
を
も
も
っ
て
い
る
例
も
あ
り
、
同
じ
例
と
し
て
「
お
延
は
お
延
で
ま
た
」
（
九
十
）
「
私

は
私
で
ま
た
」
（
百
三
十
八
）
「
彼
に
は
、
彼
で
ま
た
」
（
百
五
十
）
「
僕
は
僕
で
ま
た
」
（
百
五

「
対
比
叙
法
」
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
た
表
現
方
法
⑤
の
例
に
あ
げ
ら
れ
た
文
章
に
も
含
ま

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
人
物
の
視
点
や
立
場
の
多
元
性
だ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
言
葉
の
連
な
り
や
重
な
り
が
浮
き
彫
り
に
す
る
世
界
そ
の
も
の
の
偶

然
性
や
潜
在
性
を
で
あ
る
。

そ
の
時
の
彼
の
眼
に
は
必
然
の
結
果
と
し
て
い
つ
で
も
軽
い
疑
い
の
雲
が
か
か
っ

た
。
そ
れ
が
臆
病
に
も
見
え
た
。
注
意
深
く
も
見
え
た
。
ま
た
は
自
衛
的
に
慢
ぶ
る
神

経
の
光
を
放
つ
か
の
ど
と
く
に
も
見
え
た
。
最
後
に
、
「
思
慮
に
充
ち
た
不
安
帛
引
司

も
形
容
し
て
し
か
る
べ
き
一
種
の
匂
も
帯
び
て
い
た
。
吉
川
の
細
君
は
津
田
に
会
う
た

ん
び
に
、
一
度
か
二
度
き
っ
と
彼
を
そ
こ
ま
で
追
い
込
ん
だ
。
津
田
は
ま
た
そ
れ
と
自

覚
し
な
が
ら
い
つ
の
間
に
か
そ
こ
へ
引
き
摺
り
込
ま
れ
た
。
（
十
一
）
⑥

こ
う
し
た
表
現
の
多
用
は
、
描
か
れ
る
対
象
が
も
つ
同
時
的
な
可
能
性
と
し
て
の
潜
在
的

多
元
性
だ
け
で
な
く
、
対
象
と
な
る
人
物
の
行
為
や
出
来
事
の
必
然
性
や
偶
然
性
、
そ
れ
ら

の
継
起
に
お
け
る
時
間
的
な
連
続
あ
る
い
は
不
連
続
に
つ
い
て
も
共
に
示
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
効
果
と
し
て
テ
ク
ス
ト
は
さ
な
が
ら
迷
宮
の
観
を
呈
す
る
。
迷
宮
と
は
、
わ
た
し
た
ち

が
生
き
る
多
元
的
か
つ
偶
然
的
で
あ
り
な
が
ら
必
然
的
か
つ
連
続
的
で
も
あ
る
こ
の
世
界

の
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
た
多
用
さ
れ
て
い
る
「
急
に
」
「
突
然
」
と
い
っ
た
言

葉
⑦
や
情
景
描
写
（
こ
の
い
ち
ば
ん
の
例
は
「
一
度
に
五
六
筋
の
柱
を
花
火
の
よ
う
に
吹
き

上
げ
る
噴
水
」
（
百
七
十
八
）
で
あ
ろ
う
か
）
な
ど
と
も
重
な
り
は
じ
め
る
と
、
津
田
が
引

き
ど

き
込
ま
れ
た
吉
川
夫
人
の
「
迷
宮
」
（
百
三
十
九
）
以
上
に
、
彼
が
「
迷
児
つ
い
て
」
（
百
七

十
六
）
し
ま
っ
た
湯
河
原
の
宿
の
廊
下
以
上
に
、
迷
路
め
い
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

迷
路
に
お
い
て
は
一
層
は
っ
き
り
す
る
が
、
そ
こ
で
何
か
が
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

そ
の
ま
ま
何
か
が
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
は
、
現
実
は
、
出
来

事
は
つ
ね
に
す
で
に
事
後
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
小
説
家
は
し
か
し
、
事
後
的
な
彼
の
了
解

を
書
き
つ
け
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
事
後
を
事
前
の
も
の
に
す
り
替
え
る
の
で
も
な
い
。

い
ま
起
こ
り
つ
つ
あ
る
も
の
を
こ
こ
に
準
備
し
現
前
き
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
見
え
な

い
も
の
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
見
え
る
も
の
を
書
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
。
変
化
し

て
い
く
こ
と
を
、
生
成
し
て
い
く
こ
と
を
、
た
だ
外
側
か
ら
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
内
側

十
六
）
「
男
は
男
で
ま
た
」
（
百
六
十
六
）
な
ど
が
あ
る
（
「
で
ま
た
」
は
「
明
暗
」
加
例
、

『
道
草
」
６
例
、
「
こ
、
ろ
」
６
例
）
。
あ
る
い
は
前
を
承
け
残
し
つ
つ
後
ろ
に
は
矛
盾
す
る

よ
う
に
意
味
を
捻
っ
て
繋
ぐ
「
そ
れ
で
い
て
」
（
「
明
暗
」
皿
例
、
「
道
草
」
２
例
、
「
こ
、
ろ
」

肥
例
）
の
よ
う
な
言
葉
の
使
用
も
比
較
的
多
い
。

故
意
だ
か
偶
然
だ
か
、
津
田
の
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
方
面
へ
は
な
か
な
か
持
っ
て

行
か
れ
な
い
小
林
に
対
し
て
、
こ
の
注
意
は
む
し
ろ
必
要
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
彼
は

い
つ
ま
で
も
津
田
の
問
に
応
ず
る
よ
う
な
ま
た
応
じ
な
い
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
。
そ

つ
け
虫
つ

う
し
て
し
つ
こ
く
自
分
自
身
の
話
題
に
ば
か
り
纏
綿
わ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
津
田
の
訊

う
る
き

こ
う
と
す
る
事
と
、
間
接
で
は
あ
る
が
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
、
津
田
は
蒼
蠅
く
も
あ

り
、
じ
れ
っ
た
く
も
あ
っ
た
。
何
と
な
く
遠
廻
し
に
痛
振
ら
れ
る
よ
う
な
気
劃
し
た
。

（
百
十
八
）

－3－
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か
ら
そ
れ
ら
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
家
の
文
学
的
技
法
に
は
、
彼
の
そ

う
し
た
欲
望
が
お
そ
ら
く
は
生
き
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
が
「
明
暗
」
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
変
化
で
あ
り
、
移
行
で
あ
り
、
生
成
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
こ
の
現
実
の
明
滅
を
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
い
換

え
て
、
我
々
が
生
き
る
時
間
の
実
相
と
人
間
の
自
由
意
志
の
可
能
性
と
い
っ
て
も
よ
い
。
時

間
は
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
で
切
れ
て
い
て
、
不
連
続
な
よ
う
で
連
続
し
て
い
る
。
自
由
な
意

志
な
ど
あ
り
え
な
く
、
す
べ
て
は
必
然
の
よ
う
で
も
あ
り
、
し
か
し
偶
然
に
救
わ
れ
て
生
き

延
び
る
意
志
も
あ
る
。
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
の
正
確
な
経
路
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
写
し
と

る
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
作
家
の
こ
の
姿
勢
に
こ
そ
老
子
の
無
為
の
思

想
が
、
そ
の
最
良
の
か
た
ち
で
生
き
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

飯
田
祐
子
は
お
延
が
自
分
の
津
田
へ
の
「
愛
」
を
疑
わ
な
い
の
は
お
か
し
い
と
述
べ
て
い

る
⑧
。
《
自
分
が
愛
し
て
い
た
人
柄
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
〉
と
い
う
わ
け
で

お
延
は
、
津
田
が
自
分
を
愛
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

今
度
は
小
林
の
方
か
ら
こ
う
云
っ
て
お
延
に
働
ら
き
か
け
て
来
た
。
お
延
は
た
し
か

に
そ
こ
に
気
が
つ
い
て
い
た
。
け
れ
ど
も
彼
女
の
気
が
つ
い
て
い
る
夫
の
変
化
は
、
全

く
別
も
の
で
あ
っ
た
。
小
林
の
考
え
て
い
る
、
少
な
く
と
も
彼
の
口
に
し
て
い
る
、
変

化
と
は
ま
る
で
反
対
の
傾
向
を
帯
び
て
い
た
。
津
田
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
か
ら
、
朧

気
な
が
ら
し
だ
い
し
だ
い
に
明
る
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
そ
の
変
化

は
、
非
常
に
見
分
け
に
く
い
色
調
の
階
段
を
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
動
い
て
行
く
微
妙
な
も

の
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
鋭
敏
な
観
察
者
が
外
部
か
ら
覗
い
て
も
と
う
て
い
判
り
こ
な
い

性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
彼
女
の
秘
密
で
あ
っ
た
。
愛
す
る
人
が
自

分
か
ら
離
れ
て
行
こ
う
と
す
る
毫
篭
の
変
化
、
も
し
く
は
前
か
ら
離
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
悲
し
い
事
実
を
、
今
に
な
っ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
認
め
始
め
た
と
い
う
心
持
の
変
化
。

そ
れ
が
何
で
小
林
ご
と
き
も
の
に
知
れ
よ
う
。
（
八
十
三
）

か
Lp－

「
奥
さ
ん
、
あ
な
た
自
分
だ
っ
て
大
概
気
が
つ
き
そ
う
な
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

三

あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
の
は
自
分
自
身
で
は
あ
る
ま
い
か
と
か
、
「
愛
」
と

は
何
か
と
い
っ
た
懐
疑
に
陥
る
こ
と
も
な
い
の
は
変
だ
、
と
。
お
そ
ら
く
、
お
延
が
自
分
の

津
田
へ
の
「
愛
」
を
疑
わ
な
い
の
は
、
そ
の
愛
が
む
し
ろ
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

「
彼
を
愛
す
る
事
に
よ
っ
て
、
是
非
共
自
分
を
愛
さ
せ
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
。
ｌ
こ
れ

が
彼
女
の
決
心
で
あ
っ
た
」
（
百
十
二
）
。
お
延
は
彼
女
の
「
愛
」
の
「
主
人
公
」
（
六
十
五
）

で
あ
り
「
責
任
者
」
（
同
）
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
彼
女
は
自
分
の
「
愛
」
を
疑

う
積
極
的
な
理
由
を
も
た
な
い
。
津
田
の
清
子
へ
の
愛
は
、
「
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
の
愛
に

似
て
い
る
。
自
覚
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
心
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
明
暗
」
の

場
合
、
津
田
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
お
延
こ
そ
が
主
人
公
で
あ
り
、
そ
の
お

延
と
津
田
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
「
虞
美
人
草
」
の
藤
尾
と
小
野
の
間
に
あ
っ
た
関
係
と
比

べ
る
と
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、
二
人
の
外
部
に
あ
る
世
界
を
か
な
り
そ
の
内
部
に
持
ち
こ
ん

で
い
る
と
い
う
意
味
で
、
随
分
発
展
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
藤
尾
が
思
い
描
い
た
利
害

や
彼
女
が
抱
え
た
感
情
に
較
べ
る
と
お
延
の
自
由
意
志
は
、
あ
る
い
は
彼
女
の
「
小
さ
い
自

然
」
（
百
四
十
七
）
は
、
は
る
か
に
煩
雑
な
計
算
と
複
雑
な
心
理
を
処
理
す
る
と
こ
ろ
に
成

り
立
っ
て
い
る
。

き
っ
と
お
秀
が
何
か
す
る
だ
ろ
う
。
す
れ
ば
直
接
京
都
へ
向
っ
て
や
る
に
違
い
な

い
。
そ
う
し
て
そ
の
結
果
は
自
然
二
人
の
不
利
益
と
な
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
（
中

略
）
／
お
延
は
仲
裁
者
と
し
て
第
一
に
藤
井
の
叔
父
を
指
名
し
た
。
し
か
し
津
田
は
首

ふ

を
棹
っ
た
。
彼
は
叔
父
も
叔
母
も
お
秀
の
味
方
で
あ
る
事
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
次

に
津
田
の
方
か
ら
岡
本
は
ど
う
だ
ろ
う
と
云
い
出
し
た
。
け
れ
ど
も
岡
本
は
津
田
の
父

と
そ
れ
ほ
ど
深
い
交
際
が
な
い
と
云
う
理
由
で
、
今
度
は
お
延
が
反
対
し
た
。
彼
女
は

い
っ
そ
簡
単
に
自
分
が
和
解
の
目
的
で
、
お
秀
の
所
へ
行
っ
て
見
よ
う
か
と
い
う
案
を

立
て
た
。
こ
れ
に
は
津
田
も
大
し
た
違
存
は
な
か
っ
た
。
た
と
い
今
度
の
事
件
の
た
め

で
な
く
と
も
、
絶
交
を
希
望
し
な
い
以
上
、
何
ら
か
の
形
式
の
も
と
に
、
両
家
の
交
際

は
復
活
さ
れ
べ
き
運
命
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

彼
ら
は
も
う
少
し
有
効
な
方
法
を
同
時
に
講
じ
て
見
た
か
っ
た
。
彼
ら
は
考
え
た
。
／

し
ま
い
に
吉
川
の
名
が
二
人
の
口
か
ら
同
じ
よ
う
に
出
た
。
彼
の
地
位
、
父
と
の
関

係
、
父
か
ら
特
別
の
依
頼
を
受
け
て
津
田
の
面
倒
を
見
て
く
れ
て
い
る
目
下
の
事
情
、

ｌ
数
え
れ
ば
数
え
る
ほ
ど
、
彼
に
は
有
利
な
条
件
が
具
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
こ

－4－
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も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
差
異
は
、
明
治
の
社
会
よ
り
大
正
の
社
会
の
ほ
う
が
こ
み
入
っ
た
も

の
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
作

家
の
愛
と
い
う
も
の
に
対
す
る
認
識
の
深
化
、
人
間
世
界
を
描
く
方
法
意
識
の
変
化
を
そ
こ

に
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
『
明
暗
」
で
作
者
が
主
と
し
て
扱
う
「
愛
」
は
、
二
人
の
間

だ
け
に
閉
じ
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
ん
な
可
能
性
を
も
っ
た
関
係
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
そ

の
愛
に
は
、
い
わ
ば
最
初
か
ら
外
に
向
け
て
開
か
れ
た
ま
ま
つ
い
に
閉
じ
る
こ
と
の
で
き
な

い
窓
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
西
欧
の
文
学
（
作
品
）
が
多
く
取
り
扱
っ
た
よ

う
な
、
社
会
の
通
念
と
対
立
す
る
個
人
と
個
人
と
の
情
念
の
結
び
つ
き
と
し
て
の
「
恋
愛
」

と
は
異
な
る
愛
と
そ
の
可
能
性
が
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
藤
井
や
岡

本
と
い
っ
た
親
族
に
代
表
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
世
間
」
を
背
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
抜
き

に
し
た
自
己
な
ど
ど
こ
に
も
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
お
延
と
津
田
が
抱
え
て
い
る
課
題

は
、
自
身
の
猜
疑
心
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、
自
分
た
ち
以
外
の
存
在
が
た
え
ず
出
入
り
す
る

関
係
の
た
だ
中
で
、
そ
れ
で
も
互
い
へ
と
通
う
つ
な
が
り
を
確
か
め
あ
っ
て
い
く
こ
と
な
の

で
あ
る
。

「
い
っ
た
い
一
人
の
男
が
、
一
人
以
上
の
女
を
同
時
に
愛
す
る
事
が
で
き
る
も
の
で
し
ょ

う
か
」
（
百
二
十
八
）
。
こ
の
お
延
の
問
い
は
、
津
田
が
彼
女
の
「
ほ
か
に
ま
だ
思
っ
て
い
る

人
が
別
に
あ
る
」
（
百
二
十
七
）
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
う
だ
と
お
秀
に

悟
ら
れ
た
く
な
い
た
め
に
こ
し
ら
え
た
問
い
で
あ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
の
文
脈
で
は
こ
の
問

い
は
、
世
界
の
偶
然
性
、
多
元
性
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
必
然
性
の
前
で
人

間
の
自
由
な
意
志
は
存
在
す
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
裏
側
で
、
も
し

自
由
意
志
（
「
あ
る
い
は
（
日
二
が
存
在
す
る
の
な
ら
、
お
延
は
、
津
田
の
自
由
な
意
志
が

い
つ
で
も
そ
の
つ
ど
同
じ
も
の
を
選
び
直
す
こ
と
（
「
再
び
念
且
三
に
よ
っ
て
、
不
連
続

が
連
続
と
な
り
、
連
続
が
必
然
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
も
い
る
。
要
す
る
に
お
延
は
、
津

田
に
自
由
を
与
え
よ
う
と
し
、
同
時
に
ま
た
、
彼
を
束
縛
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

に
は
ま
た
一
種
の
困
難
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
親
し
く
近
づ
き
悪
い
吉
川
に
口
を
利
い

て
貰
お
う
と
す
れ
ば
、
是
非
共
そ
の
前
に
彼
の
細
君
を
口
説
き
落
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
細
君
は
お
延
に
と
っ
て
大
の
苦
手
で
あ
っ
た
。

ｌ

「
こ
う
云
っ
て
絶
対
に
継
子
を
首
肯
わ
せ
た
彼
女
は
、
後
か
ら
ま
た
独
り
言
の
よ
う
に

こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
お
延
は
「
絶
対
」
の
人
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
女

が
口
に
し
た
り
、
語
り
手
が
彼
女
に
添
え
て
み
せ
る
「
絶
対
」
は
、
せ
い
ぜ
い
「
ど
う
か
し

て
」
「
ど
う
し
て
も
」
と
い
っ
た
言
葉
に
置
き
か
え
ら
れ
る
程
度
の
「
絶
対
」
で
あ
り
、
そ

れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
彼
女
の
自
然
」
に
す
ぎ
な
い
⑨
。
次
の
引
用
は
、
津
田
と
の
関
係
が

「
度
胸
」
と
「
技
巧
」
で
演
出
さ
れ
る
「
暗
闘
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
あ
と
に
置
か

れ
た
箇
所
で
あ
る
。

「
彼
女
の
自
然
」
と
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
人
為
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し

て
「
大
き
な
自
然
」
は
人
事
に
（
個
人
的
な
倫
理
に
も
、
共
同
体
的
な
道
徳
に
も
、
そ
し
て

も
ち
ろ
ん
個
人
的
な
欲
望
に
も
）
一
切
関
わ
る
こ
と
が
な
い
。
自
然
の
「
公
平
」
性
と
は
、

ほ
と
ん
ど
「
偶
然
」
と
い
う
意
味
に
近
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
先
回
り
し
て
た
と
え
ば
津
田
と
清
子
が
再
会
を
す
る
湯
河
原
の
旅
館
の
庭

を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
築
山
に
は
「
噴
水
」
の
他
に
「
小
さ
な
滝
」
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
宿
の
裏
手
に
や
は
り
、
し
か
し
本
物
の
滝
が
あ
る
。
人
造
に
よ
る
「
小
さ
な
滝
」
は

「
あ
た
し
は
ど
う
し
て
も
絶
対
に
愛
さ
れ
て
み
た
い
の
。
比
較
な
ん
か
始
め
か
ら
嫌
い

な
ん
だ
か
ら
」
（
百
三
十
）

本
当
に
彼
女
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
真
実
相
で
あ
っ
た
。
夫
に
勝
つ
よ
り
も
、

自
分
の
疑
を
晴
ら
す
の
が
主
眼
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
疑
い
を
晴
ら
す
の
は
、
津

田
の
愛
を
対
象
に
置
く
彼
女
の
生
存
上
、
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
。
（
百
四
十
七
）

付
け
足
し
た
。
」
（
七
十
二
）

「
良
人
に
絶
対
に
必
要
な
も
の
は
、
あ
た
し
が
ち
ゃ
ん
と
栫
え
る
だ
け
な
の
よ
」
（
百

七
）そ

れ
が
彼
女
の
自
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
不
幸
な
事
に
、
自
然
全
体
は
彼
女
よ
り
も
大

き
か
っ
た
。
彼
女
の
遥
か
上
に
も
続
い
て
い
た
。
公
平
な
光
り
を
放
っ
て
、
可
憐
な
彼

女
を
殺
そ
う
と
し
て
さ
え
偉
か
ら
な
か
っ
た
。
／
彼
女
が
一
口
拘
泥
る
た
び
に
、
津
田

は
一
足
彼
女
か
ら
退
ぞ
い
た
。
二
口
拘
泥
れ
ぱ
、
二
足
退
い
た
。
拘
泥
る
ご
と
に
、
津

田
と
彼
女
の
距
離
は
だ
ん
だ
ん
増
し
て
行
っ
た
。
大
き
な
自
然
は
、
彼
女
の
小
さ
い
自

然
か
ら
出
た
行
為
を
、
遠
慮
な
く
躁
鯛
し
た
。
一
歩
ご
と
に
彼
女
の
目
的
を
破
壊
し
て

悔
い
な
か
っ
た
。
（
百
四
十
七
）

－5－
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「
過
り
か
か
り
た
い
ん
で
す
。
安
心
し
た
い
ん
で
す
」
。
お
延
が
つ
い
に
津
田
に
対
し
て

「
隠
さ
ず
に
み
ん
な
こ
こ
で
話
し
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
捨
身
で
迫
る
場
面
（
百
四
十
九
）
が

あ
る
。
「
愛
」
が
「
い
か
に
必
要
で
あ
ろ
う
と
も
、
頭
を
下
げ
て
憐
み
を
乞
う
よ
う
な
見
苦

し
い
真
似
は
で
き
な
い
」
「
も
し
夫
が
自
分
の
思
う
通
り
自
分
を
愛
さ
な
い
な
ら
ば
、
腕
の

力
で
自
由
に
し
て
見
せ
る
」
。
そ
ん
な
「
意
地
」
も
「
決
心
」
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
彼
女

は
「
偽
り
の
な
い
下
手
に
出
た
」
の
で
あ
る
。
お
延
は
自
分
を
い
っ
た
ん
は
「
悔
い
」
て
み

せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
作
者
が
用
意
し
た
「
自
然
」
は
、
そ
う
し
た
彼
女
の
行
為
を
躁
鯛
し

た
り
、
彼
女
の
目
的
を
破
壊
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
（
百
五
十
）
。

「
卑
俗
」
な
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
百
七
十
八
）
。
と
す
れ
ば
作
者
が
用
意
し
た
自

然
の
滝
は
「
大
き
な
滝
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
小
説
が
大
団
円
を
迎
え
て
も
お
か

し
く
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
最
も
相
応
し
い
舞
台
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
振

り
返
れ
ば
、
作
家
は
登
場
人
物
の
心
理
や
行
動
を
自
然
界
の
万
象
に
照
応
さ
せ
つ
つ
、
人
間

が
そ
の
世
界
で
生
き
ざ
る
を
え
な
い
条
件
を
暗
示
し
て
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間

の
自
由
意
志
す
な
わ
ち
「
小
さ
い
自
然
」
は
、
「
大
き
な
自
然
」
す
な
わ
ち
「
偶
然
」
の
手

の
内
に
あ
る
と
。

「
利
害
の
論
理
」
（
百
三
十
四
）
で
も
っ
て
生
き
る
彼
ら
は
似
た
も
の
同
士
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
技
巧
に
よ
る
暗
闘
の
果
て
に
敵
を
憐
れ
む
「
同
情
」
の
応
酬
が
や
っ
て
く
る
。
ど

れ
ほ
ど
駆
け
引
き
だ
ら
け
の
「
戦
争
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
愛
の
戦
争
」
で
あ
る
。
や

が
て
そ
こ
に
自
然
の
情
愛
が
偶
然
の
よ
う
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
「
始
め

仕
合
せ
な
事
に
自
然
は
思
っ
た
よ
り
残
酷
で
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
彼
は
明
ら
か
に
妥

協
と
い
う
字
を
使
っ
た
。
そ
の
裏
に
彼
女
の
根
限
り
掘
り
返
そ
う
と
力
め
た
秘
密
の
潜

在
す
る
事
を
暗
に
自
白
し
た
。
自
白
？
。
彼
女
は
よ
く
自
分
に
念
を
押
し
て
見
た
。
そ

う
し
て
そ
れ
が
黙
認
に
近
い
自
白
に
違
い
な
い
と
い
う
事
を
確
か
め
た
時
、
彼
女
は
口

惜
し
が
る
と
同
時
に
喜
こ
ん
だ
。
彼
女
は
そ
れ
以
上
夫
を
押
さ
な
か
っ
た
。
津
田
が
彼

女
に
対
し
て
気
の
毒
と
い
う
念
を
起
し
た
よ
う
に
、
彼
女
も
ま
た
津
田
に
対
し
て
気
の

毒
と
い
う
感
じ
を
持
ち
得
た
か
ら
で
あ
る
。
（
百
五
十
）

四

が
は
っ
き
り
し
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
⑩
。
た
と
え
ば
愛
と
結
婚
と
が
対
置
さ
れ
、
そ
れ
が

ま
た
家
庭
と
家
、
近
代
と
前
近
代
、
自
然
と
社
会
と
い
っ
た
二
項
対
立
と
重
ね
ら
れ
る
と

き
、
愛
は
そ
れ
ぞ
れ
の
二
項
の
後
者
に
対
す
る
前
者
の
プ
ラ
ス
の
価
値
を
示
す
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
明
暗
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
〈
「
明

暗
』
は
「
愛
」
だ
け
を
扱
お
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
〉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

た
し
か
に
「
明
暗
」
は
『
こ
、
ろ
』
の
よ
う
に
神
聖
で
も
罪
悪
で
も
あ
る
恋
愛
が
変
心
の

比
嶮
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
清
子
の
変
心
は
津
田
の
想
像
の
及
ば
な
い
出
来
事
で

あ
り
、
お
延
に
は
変
心
な
ど
あ
り
そ
う
も
な
く
、
「
お
延
を
愛
し
て
も
い
た
し
、
ま
た
そ
ん

な
に
愛
し
て
も
い
な
か
っ
た
」
（
百
三
十
五
）
と
さ
れ
る
津
田
に
お
延
に
対
す
る
変
心
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
方
向
で
あ
れ
そ
れ
は
、
彼
ら
の
外
部
に
あ
る
世
界
を
含
め
た
生
活

上
の
経
験
に
よ
る
感
化
に
関
わ
っ
て
の
も
の
だ
ろ
う
。
飯
田
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
こ
、
ろ
』

の
よ
う
な
作
品
と
違
っ
て
〈
人
間
の
豹
変
や
裏
切
り
に
つ
い
て
語
る
の
に
、
恋
の
物
語
が
使

わ
れ
て
〉
い
な
い
の
が
、
「
明
暗
」
な
の
で
あ
る
。
「
明
暗
」
で
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

「
愛
」
と
は
、
ど
う
も
「
相
対
」
が
「
絶
対
」
に
向
け
て
「
馬
鹿
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
で
進

ん
で
行
く
事
」
（
百
七
十
三
）
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
う
ち
に
だ
け
求
め
る
こ
と

が
可
能
な
「
自
由
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
延
と
津
田
と
の
間
に
あ
る
関
係
を
、
征
服
の
度
合
い
に
応
じ
て
同
情
の
度
合
い
が
増
す

よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
愛
に
す
ぎ
ぬ
も
の
、
不
純
な
も
の
と
し
て
否
定
し
去
る
の
は
簡
単

で
あ
る
。
「
け
れ
ど
も
あ
な
た
の
純
潔
は
、
あ
な
た
の
未
来
の
夫
に
対
し
て
、
何
の
役
に
も

立
た
な
い
武
器
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
（
五
十
二
と
従
妹
の
継
子
に
対
し
て
お
延
が
心
の
中
で

い
う
よ
う
に
、
「
明
暗
」
で
は
「
天
然
そ
の
ま
ま
の
器
」
（
同
）
が
実
質
的
な
力
を
も
つ
こ
と

は
な
い
。
越
智
治
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
《
純
真
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
批
判
は
実
際
に
は

何
の
意
味
も
持
ち
は
し
な
い
》
⑪
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
お
延
た
ち
二
人
は
、
岡
本
夫
人

て
お
延
に
勝
つ
事
が
で
き
た
」
津
田
は
「
よ
う
や
く
彼
女
を
軽
蔑
す
る
事
が
で
き
た
。
同
時

に
以
前
よ
り
は
余
計
に
、
彼
女
に
同
情
を
寄
せ
る
事
が
で
き
た
」
の
だ
し
、
お
延
は
お
延
で

「
自
分
の
弱
点
」
を
さ
ら
し
た
「
残
念
」
「
と
同
時
に
」
「
気
の
毒
と
い
う
念
」
を
も
つ
こ
と
が

で
き
て
い
る
（
百
五
十
）
。
し
か
し
こ
う
し
た
僥
倖
の
よ
う
な
自
然
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
時
間
は
、
彼
ら
の
「
愛
の
戦
争
」
の
束
の
間
の
休
息
で
は
あ
り
え
て
も
、
彼
ら
の
「
愛
」

の
本
来
の
未
来
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
お
延
は
、
こ
う
し
た
偶
然
に
満
足

す
る
こ
と
な
く
「
喜
び
」
と
と
も
に
自
ら
の
「
愛
」
を
先
へ
進
ま
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

る
こ
と
な
く
「
喜
び
」
と
と
も
に
自
ら
の
「
愛
」
を
先
へ
進
ま
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

飯
田
氏
は
〈
「
明
暗
』
の
「
愛
」
は
、
何
か
と
二
項
対
立
を
つ
く
る
こ
と
も
な
く
、
定
義

－6－
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が
、
お
秀
が
、
そ
し
て
吉
川
夫
人
が
心
配
す
る
よ
う
に
、
「
自
分
を
可
愛
が
る
だ
け
」
（
百

九
）
で
、
し
か
も
互
い
に
互
い
を
道
具
の
よ
う
に
「
扱
い
得
る
も
の
」
（
百
五
）
に
し
よ
う

と
躍
起
に
な
り
、
お
延
は
と
く
に
そ
の
こ
と
に
一
心
で
余
裕
が
な
い
か
に
見
え
る
。
し
か
し

〈
彼
女
は
本
来
的
に
人
の
住
む
べ
き
場
所
で
、
精
一
杯
の
努
力
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
我
執
な
ど
と
言
い
棄
て
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
〉
（
越
智
氏
）
の

で
あ
る
。

「
明
暗
」
に
は
、
一
見
す
る
と
「
我
執
」
か
ら
は
自
由
に
見
え
る
清
子
と
、
彼
女
と
は
対

照
的
に
「
怨
恨
」
の
塊
の
よ
う
な
小
林
な
る
人
物
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
津
田
や
お
延
が
い

わ
ば
水
平
面
を
生
き
る
存
在
だ
と
す
れ
ば
、
清
子
と
小
林
は
そ
の
水
平
面
を
貫
く
垂
直
軸
の

上
と
下
と
に
対
称
的
に
配
置
さ
れ
た
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
藤
森
氏
は
〈
語

り
手
が
焦
点
化
し
て
内
面
を
語
る
こ
と
の
な
い
他
者
と
し
て
設
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
点

で
、
二
人
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
原
理
は
中
産
階
級
の
物
語
の
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
な
に
か

の
契
機
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
〉
⑫
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
清
子
が
宿
の
庭
に
あ
る
通
俗
的
な

噴
水
と
同
列
化
さ
れ
る
こ
と
で
《
そ
の
超
越
性
が
頓
挫
す
る
よ
う
に
暗
示
〉
さ
れ
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
「
世
の
中
が
な
い
」
「
人
間
が
な
い
」
（
八
十
二
）
と
自
己
規
定
し
て
み

せ
る
の
は
小
林
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
共
通
し
て
い
そ
う
な
清
子
の
、
自
己
を
去
り
、

お
っ
と
り

浮
世
の
利
害
か
ら
離
れ
た
か
に
見
え
る
「
優
悠
」
（
百
八
十
三
）
は
、
た
し
か
に
津
田
に
対

し
て
な
ら
、
そ
の
自
己
を
見
失
わ
せ
る
程
度
の
力
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
お
延
に
対
し

て
は
ど
う
か
。
彼
女
の
自
己
を
改
め
さ
せ
る
力
が
清
子
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
ひ
る

が
え
っ
て
津
田
へ
の
影
響
を
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
仮
に
、
清
子
が
体
現
し
て
い
る
か
に
見

え
る
も
の
が
、
そ
も
そ
も
が
津
田
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
に
支
え
ら
れ
た
彼
の
「
夢
」

で
は
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
津
田
の
「
理
想
」
に
働
き
か
け
る
清
子
の
「
鷹
揚
」
（
百
八
十

五
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
行
為
に
お
い
て
つ
ね
に
「
主
人
公
」
「
責
任
者
」
で
あ
ろ
う
と
す
る

お
延
の
利
己
的
な
「
愛
」
の
ほ
う
が
、
津
田
の
「
現
実
」
に
働
き
か
け
る
点
で
変
化
へ
の
可

能
性
が
あ
り
、
小
説
の
未
来
は
こ
ち
ら
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

「
何
だ
下
ら
な
い
。
そ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
雲
を
掴
む
よ
う
な
予
言
だ
」

「
と
こ
ろ
が
そ
の
予
言
が
今
に
き
っ
と
あ
た
る
か
ら
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
い
う
の

よ
」

津
田
は
鼻
の
先
で
ふ
ん
と
云
っ
た
。
そ
れ
と
反
対
に
お
延
の
態
度
は
だ
ん
だ
ん
真
剣

に
近
づ
い
て
来
た
。

「
た
と
い
今
そ
の
人
が
幸
福
で
な
い
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
の
料
簡
一
つ
で
、
未
来

は
幸
福
に
な
れ
る
の
よ
・
き
っ
と
な
れ
る
の
よ
・
き
っ
と
な
っ
て
見
せ
る
の
よ
」
（
七
十
二
）

と
言
い
切
っ
た
お
延
の
「
復
活
の
曙
光
」
（
百
十
二
）
は
し
か
し
、
ど
の
あ
た
り
に
見
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
「
生
き
て
て
人
に
笑
わ
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
っ
た
方
が

好
い
」
（
八
十
七
）
と
見
得
を
切
っ
た
お
延
が
、
彼
女
の
「
予
言
」
ど
お
り
、
そ
の
「
勇
気
」

を
実
際
に
試
さ
ね
ば
な
ら
な
い
日
が
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
津
田
が
い
う
よ
う
に
予

言
は
妄
想
に
終
わ
る
の
か
。
と
い
う
の
も
津
田
に
清
子
と
再
会
さ
せ
よ
う
と
す
る
吉
川
夫
人

の
目
的
の
一
つ
が
、
「
お
延
の
教
育
」
で
あ
り
、
彼
女
に
対
す
る
「
療
治
」
だ
か
ら
で
あ
る

（
百
四
十
二
）
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
お
延
の
本
領
は
、
そ
の
洞
察
力
（
明
視
）
に
だ
け
あ

る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
暹
し
さ
は
、
愛
と
い
う
も
の
が
自
分
だ
け
で
は
確
か
め
き
れ
な
い

こ
と
（
盲
目
）
を
知
っ
て
い
て
、
諦
め
ず
に
津
田
に
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
だ
。
働
き
か
け
続

け
る
こ
と
が
自
分
の
「
愛
」
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
津
田
の
使
っ
た
認
女
協
と
い

う
文
字
」
に
や
っ
と
「
黙
認
に
近
い
自
白
」
を
認
め
る
と
こ
ろ
ま
で
、
自
分
の
「
弱
点
」
を

さ
ら
す
こ
と
で
相
手
の
「
弱
点
」
を
見
透
か
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
な
ん
と
か
に
じ
り
寄
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

『
明
暗
」
で
扱
わ
れ
る
愛
は
、
『
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
が
夢
想
し
た
よ
う
な
愛
で
は
な
い
。

お
延
の
求
め
る
「
愛
」
は
、
お
そ
ら
く
『
草
枕
』
の
画
工
が
那
美
さ
ん
の
顔
に
浮
か
ん
だ

「
憐
れ
」
を
と
ら
え
る
よ
う
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で

そ
の
人
間
の
ほ
ん
と
う
が
出
る
。
「
事
実
」
（
百
五
十
八
、
百
六
十
七
）
に
よ
っ
て
目
が
開
か

れ
る
。
こ
れ
が
小
林
や
吉
川
夫
人
が
津
田
に
語
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
津
田
は
ぎ

「
本
当
よ
・
何
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
た
し
近
頃
始
終
そ
う
思
っ
て
る
の
、
い

つ
か
一
度
こ
の
お
肚
の
中
に
も
っ
て
る
勇
気
を
、
外
へ
出
さ
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
日

が
来
る
に
違
な
い
っ
て
」

「
い
つ
か
一
度
？
だ
か
ら
お
前
の
は
妄
想
と
同
な
じ
事
な
ん
だ
よ
」

「
い
い
え
生
涯
の
う
ち
で
い
つ
か
一
度
じ
ゃ
な
い
の
よ
・
近
い
う
ち
な
の
。
も
う
少
し

し
た
ら
の
い
つ
か
一
度
な
の
」

「
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
だ
け
だ
。
近
き
将
来
に
お
い
て
蛮
勇
な
ん
か
亭
主
の
前
で
発
揮

さ
れ
た
日
に
ゃ
敵
わ
な
い
」

「
い
い
え
、
あ
な
た
の
た
め
に
よ
◎
だ
か
ら
先
刻
か
ら
云
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
の
、
夫
の

た
め
に
出
す
勇
気
だ
っ
て
」
（
百
五
十
四
）

－7－
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①
三
浦
雅
士
「
出
生
の
秘
密
』
講
談
社
、
二
○
○
五
・
八
）

②
富
山
太
佳
夫
「
近
代
小
説
、
ど
こ
が
？
」
（
「
漱
石
研
究
」
恥
唱
、
二
○
○
五
・
一
二

③
大
岡
昇
平
弓
明
暗
」
の
結
末
に
つ
い
て
（
「
小
説
家
夏
目
漱
石
」
、
筑
摩
書
房
、
一

⑤
相
原
和
邦
「
漱
石
文
学
の
研
究
ｌ
表
現
を
軸
と
し
て
ｌ
」
（
明
治
書
院
、
一
九
八
八
・
二
）

⑥
富
山
太
佳
夫
（
前
掲
論
文
）
《
「
明
暗
」
に
は
深
み
は
な
い
〉
と
す
る
氏
は
、
そ
の
面
白

さ
は
《
漱
石
の
文
学
的
な
技
法
そ
の
も
の
》
に
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
引
用
部
分
を
含
ん
で

例
示
し
た
文
章
か
ら
技
法
と
し
て
の
《
焦
点
の
拡
散
》
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

〈
焦
点
の
拡
散
〉
的
表
現
が
多
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
《
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
の
集
積
〉
に
な
っ

て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
漱
石
は
津
田
に
藤
井
、
お
延
に
岡
本
と
い
っ
た
〈
人
間
関
係
の

安
定
し
た
対
比
構
造
》
を
用
意
し
た
の
で
あ
っ
て
、
《
そ
の
構
造
が
焦
点
の
拡
散
を
防
ぐ

④
以
下
の
数
字
は
単
語
の
表
記
レ
ベ
ル
で
の
機
械
的
な
検
索
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る

程
度
の
傾
向
は
う
か
が
え
る
。
平
均
は
連
載
回
数
分
の
使
用
例
数
。
「
ま
た
」
は
『
明
暗
」

那
例
／
邸
回
、
平
均
畑
（
ち
く
ま
文
庫
）
、
「
道
草
」
弛
例
／
皿
回
、
平
均
郷
（
岩
波
文

庫
）
、
「
こ
こ
ろ
」
”
例
／
、
回
、
平
均
狸
（
集
英
社
文
庫
）
、
「
行
人
」
遡
例
／
断
回
、
平

均
麹
（
ち
く
ま
文
庫
）
、
「
彼
岸
過
迄
」
測
例
／
肥
回
、
平
均
”
（
ち
く
ま
文
庫
）
、
「
そ
れ

か
ら
』
如
例
／
加
回
、
平
均
抑
「
虞
美
人
草
」
噸
例
／
噸
回
、
平
均
岬
。
「
ま
た
」
の
語

は
新
聞
連
載
の
か
た
ち
で
小
説
を
書
き
始
め
た
頃
に
比
べ
る
と
、
使
用
頻
度
が
増
し
て
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
に
も
」
は
「
明
暗
」
妬
例
、
『
道
草
』
加
例
、
「
こ
、
ろ
」
皿

り
ぎ
り
の
窮
地
へ
追
い
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
彼
は
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
「
ま
る
で
自
分
が
見
え
な
い
」
（
百
四
十
二
津
田
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
「
事
実
」
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
彼
の
目
の
前
に
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
こ

そ
が
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
津
田
に
見
え
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
清
子
の

謎
は
、
彼
に
果
た
し
て
解
け
る
だ
ろ
う
か
。
津
田
が
自
ら
そ
の
「
体
裁
」
を
棄
て
「
余
裕
」

を
手
放
そ
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
清
子
（
偶
然
）
の
謎
は
解
け
ま
い
。
で
は
津
田
の
愛
の
未

来
を
背
負
う
の
は
偶
然
（
運
命
）
か
、
そ
れ
と
も
お
延
（
自
由
意
志
）
か
。
漱
石
は
け
っ
し

て
自
由
意
志
を
見
捨
て
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
こ
の
稿
続
く
）

例
。

八
・
五
）

注

一
九
八

⑩
前
掲
⑦
に
同
じ
。

⑪
越
智
治
雄
「
明
暗
の
か
な
た
」
（
「
漱
石
私
論
』
、
角
川
書
店
、
一
九
七
一
・
六
）

⑫
前
掲
③
に
同
じ
。

と
と
も
に
、
転
移
の
可
能
性
を
保
証
）
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑦
「
急
に
」
は
「
明
暗
」
岻
例
、
『
道
草
」
羽
例
、
『
こ
、
ろ
」
馳
例
、
「
突
然
」
は
「
明
暗
』

的
例
、
『
道
草
』
弱
例
、
「
こ
、
ろ
』
“
例
。

⑧
飯
田
祐
子
「
「
明
暗
」
の
愛
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
疑
問
」
今
漱
石
研
究
」
恥
肥
、
二
○
○

五
・
一
二

⑨
藤
森
清
「
資
本
主
義
と
〃
文
学
“
」
（
「
漱
石
研
究
」
恥
喝
、
二
○
○
五
・
二
）
は
、
「
比

藤
森
清
「
資
本
主
義
と
〃
文
学
〃
」
（
「
漱
石
研
究
」
恥
喝
、
二
○
○
五
・
二
）
は
、
「
比

較
」
が
「
明
暗
』
の
作
者
の
説
明
原
理
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
絶
対
」
を
口
に
す

る
お
延
自
身
も
「
比
較
」
に
敏
感
な
だ
け
で
な
く
自
ら
「
比
較
」
し
て
や
ま
な
い
存
在
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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