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明
視
と
盲
目

ｌ
夏
目
漱
石
『
明
暗
』
を
読
む
Ｉ

（
一
一
）InsightandBlindnessin

NatsumeSoseki'sMei"'(U)

MitsuhiroTAKEDA

武
田
充
啓

漱
石
は
『
硝
子
戸
の
中
』
で
「
人
の
心
の
奥
に
は
、
私
の
知
ら
な
い
、
ま
た
自
分
た
ち
で

さ
え
気
の
付
か
な
い
、
継
続
中
の
も
の
が
い
く
ら
で
も
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
書
い
て
い
た
①
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
津
田
の
「
こ
の
肉
体
は
い
つ
何
時
ど
ん
な
変
に
会
わ

な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
現
に
ど
ん
な
変
が
こ
の
肉
体
の
う
ち
に
起
り
つ

つ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
て
自
分
は
全
く
知
ら
ず
に
い
る
。
恐
ろ
し
い
事
だ
」
（
三

と
い
う
内
心
の
声
に
対
応
し
て
い
る
。
若
林
幹
夫
は
同
じ
と
こ
ろ
を
と
り
あ
げ
て
《
津
田
の

独
白
が
示
す
の
は
、
自
身
に
も
気
が
つ
か
れ
ぬ
ま
ま
に
身
体
の
内
部
で
進
行
す
る
過
程
こ
そ

が
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
異
変
よ
り
も
本
質
的
な
事
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
だ
と
鋭

く
指
摘
し
て
い
る
②
。
本
稿
で
も
注
意
し
た
い
の
は
「
継
続
中
」
と
い
う
進
行
形
で
あ
り
、
「
潜

ん
で
い
る
」
と
い
う
潜
在
性
で
あ
る
。
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
漱
石
が
『
明
暗
』
で
描
こ
う

と
し
て
い
る
も
の
こ
そ
は
、
変
化
で
あ
り
、
移
行
で
あ
り
、
生
成
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の

進
行
し
つ
つ
あ
る
現
実
の
明
滅
に
伴
っ
て
浮
き
沈
み
す
る
心
の
経
路
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
明

暗
』
と
い
う
小
説
が
も
つ
可
能
性
の
ひ
と
つ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
頭
は
彼
の
乗
っ
て
い
る
電
車
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
軌
道
の
上
を
走
っ
て
前

へ
進
む
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
は
二
三
日
前
あ
る
友
達
か
ら
聞
い
た
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
の
話

を
思
い
出
し
た
。
彼
の
た
め
に
「
偶
然
」
の
意
味
を
説
明
し
て
く
れ
た
そ
の
友
達
は
彼

に
向
っ
て
こ
う
云
っ
た
。

「
だ
か
ら
君
、
普
通
世
間
で
偶
然
だ
偶
然
だ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
偶
然
の
出
来
事
と
い

う
の
は
、
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
の
説
に
よ
る
と
、
原
因
が
あ
ま
り
に
複
雑
過
ぎ
て
ち
ょ
っ
と

見
当
が
つ
か
な
い
時
に
云
う
の
だ
ね
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
生
れ
る
た
め
に
は
或
特
別
の
卵

と
或
特
別
の
精
虫
の
配
合
が
必
要
で
、
そ
の
必
要
な
配
合
が
出
来
得
る
た
め
に
は
、
ま

た
ど
ん
な
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
想
像
が
つ
か
な
い

だ
ろ
う
」
（
二
）

五
（
承
前
）

「
ど
う
し
て
あ
の
女
は
あ
す
こ
へ
嫁
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
分
で
行
こ
う
と

思
っ
た
か
ら
行
っ
た
に
違
な
い
。
し
か
し
ど
う
し
て
も
あ
す
こ
へ
嫁
に
行
く
は
ず
で
は

な
か
っ
た
の
に
。
そ
う
し
て
こ
の
お
れ
は
ま
た
ど
う
し
て
あ
の
女
と
結
婚
し
た
の
だ
ろ

-1-
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心
が
有
心
に
変
る
ま
で
に
は
あ
る
時
が
か
か
っ
た
」
（
百
七
十
六
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

だ
か
ら
こ
そ
津
田
は
、
清
子
に
変
化
と
し
て
結
果
し
た
も
の
の
原
因
を
、
何
か
が
積
み
重
な
っ

た
そ
の
過
程
を
こ
そ
探
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
し
か
し
作
者
は
そ
れ
を
謎
と
し
て
明
か

さ
な
い
こ
と
で
読
者
を
引
っ
張
っ
て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
は
明
か
さ

れ
な
い
ま
ま
、
作
者
の
死
に
よ
っ
て
『
明
暗
』
は
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
で
は
こ
の
清
子

の
変
心
と
い
う
結
果
に
表
れ
た
原
因
が
『
明
暗
』
に
描
か
れ
て
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
お
そ

ら
く
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
で
あ
る
〈
津
田
は
何
故
お
延
と
結
婚
し
た
の
か
〉
、
こ
れ
は
お
延
の

側
か
ら
は
、
な
ぜ
津
田
は
お
延
か
ら
気
持
ち
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
な
る

（
あ
る
い
は
最
初
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ま
で
お
延
は
疑
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）

が
、
こ
ち
ら
の
何
故
に
つ
い
て
も
、
原
因
は
じ
つ
は
こ
れ
で
あ
っ
た
と
元
を
辿
れ
る
よ
う
に

は
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
或
特
別
の
卵
と
或
特
別
の
精
虫
の
配
合
」
が

可
能
に
な
る
「
条
件
」
だ
け
が
、
克
明
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
津
田
と
お
延
の
そ

れ
ぞ
れ
の
心
の
径
路
が
、
進
行
す
る
過
程
と
し
て
そ
の
錯
綜
の
ま
ま
に
浮
か
び
あ
が
れ
ば
、

そ
れ
ら
を
描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
や
は
り
清
子
の
変
心
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
結
果
す

る
べ
く
進
ん
で
い
た
も
の
、
潜
ん
で
い
た
も
の
が
「
条
件
」
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

清
子
の
隠
さ
れ
た
「
時
間
」
に
関
与
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
津
田
は
い
つ
ま
で
も
自
分
が
定

ま
ら
な
い
ふ
ら
ふ
ら
と
し
た
現
在
を
生
き
ざ
る
を
得
ず
、
将
来
に
向
け
て
の
「
正
し
い
」
自

己
決
定
も
で
き
な
い
。
そ
う
吉
川
夫
人
は
考
え
、
津
田
も
そ
う
考
え
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も

清
子
に
そ
ん
な
「
時
間
」
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
と
し
て
、
彼
女
は
そ
の
因
果
の

経
過
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
。
『
明
暗
』
の
中
絶
は
、
津
田
自
身
が
そ
れ
を
確
か
め
る

『
明
暗
』
は
津
田
の
二
つ
の
疑
問
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
〈
清
子
は
何
故

津
田
を
捨
て
た
の
か
〉
で
あ
る
。
津
田
は
自
分
で
は
な
く
関
に
嫁
い
だ
彼
女
の
翻
身
の
真
意

が
つ
か
め
ず
、
そ
の
豹
変
の
原
因
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
。
清
子
の
心
変
わ
り
は
、
表
面
的

に
は
一
瞬
の
出
来
事
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
に
は

ふ
つ
う
「
時
間
」
が
か
か
る
。
湯
治
場
で
の
不
意
の
再
会
に
お
け
る
彼
女
の
驚
悟
で
さ
え
「
無

心
が
有
心
に
変
る
ま
で
に
は
あ
る
時
が
か
か
っ
た
」
（
百
七
十
六
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ

う
。
そ
れ
も
お
れ
が
貰
お
う
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
結
婚
が
成
立
し
た
に
違
な
い
。
し
か

し
お
れ
は
い
ま
だ
か
っ
て
あ
の
女
を
貰
お
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
。
偶
然
？

ポ
ァ
ン
ヵ
レ
ー
の
い
わ
ゆ
る
複
雑
の
極
致
？
何
だ
か
解
ら
な
い
」
（
二
）

こ
の
叙
述
か
ら
は
、
「
後
か
ら
」
思
い
起
こ
す
そ
の
未
来
の
時
間
に
お
い
て
も
、
津
田
は

清
子
の
こ
と
が
よ
く
見
え
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
一

種
の
絵
」
と
し
て
津
田
が
そ
の
記
憶
に
と
ど
め
た
清
子
と
、
「
疑
問
」
と
し
て
残
し
た
清
子

と
の
あ
い
だ
に
は
ズ
レ
が
あ
る
③
。
「
後
か
ら
」
で
も
ま
だ
津
田
に
は
清
子
が
「
石
鹸
入
」

を
落
と
す
は
ず
の
女
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
憶
を
辿
る
時
間
が
、
お
延
の
「
勇

気
」
が
示
さ
れ
た
後
だ
と
す
れ
ば
、
清
子
が
不
意
打
ち
を
食
ら
っ
て
驚
跨
し
「
棒
立
」
に
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
持
っ
て
い
た
「
石
鹸
入
」
を
落
と
さ
な
い
女
で
あ
っ
た
の
と
ち
ょ

う
ど
同
じ
よ
う
に
、
お
延
の
「
夫
の
た
め
に
出
す
勇
気
」
が
功
を
奏
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
津

こ
と
を
不
可
能
に
し
た
が
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
は
、
冒
頭
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
答
え
が
お
そ
ら
く
は
「
解
ら
な
い
」
Ⅱ
「
偶
然
」
で
あ
る
こ
と
が
予
め
わ
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
清
子
と
い
う
謎
の
直
接
的
な
解
答
は
な
い
。
し
か
し
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
じ

っ
は
目
の
前
に
（
「
偶
然
」
を
構
成
す
る
「
条
件
」
と
し
て
、
津
田
や
お
延
や
小
林
ら
の
描

写
の
う
ち
に
）
置
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
ｃ

階
上
の
板
の
間
ま
で
来
て
そ
こ
で
ぴ
た
り
と
と
ま
っ
た
時
の
彼
女
は
、
津
田
に
と
っ

て
一
種
の
絵
で
あ
っ
た
。
彼
は
忘
れ
る
事
の
で
き
な
い
印
象
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
を

後
々
ま
で
自
分
の
心
に
伝
え
た
。

彼
女
が
何
気
な
く
上
か
ら
眼
を
落
し
た
の
と
、
そ
こ
に
津
田
を
認
め
た
の
と
は
、
同

時
に
似
て
実
は
同
時
で
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
少
く
と
も
津
田
に
は
そ
う
思
わ
れ
た
。

無
心
が
有
心
に
変
る
ま
で
に
は
あ
る
時
が
か
か
っ
た
。
驚
ろ
き
の
時
、
不
可
思
議
の
時
、

疑
い
の
時
、
そ
れ
ら
を
経
過
し
た
後
で
、
彼
女
は
始
め
て
棒
立
に
な
っ
た
。
横
か
ら
肩

を
突
け
ば
、
指
一
本
の
力
で
も
、
土
で
作
っ
た
人
形
を
倒
す
よ
り
た
や
す
く
倒
せ
そ
う

な
姿
勢
で
、
硬
く
な
っ
た
ま
ま
棒
立
に
立
っ
た
。

彼
女
は
普
通
の
湯
治
客
の
す
る
通
り
、
寝
し
な
に
一
風
呂
入
っ
て
温
ま
る
つ
も
り
と

見
え
て
、
手
に
小
型
の
タ
ウ
エ
ル
を
提
げ
て
い
た
・
そ
れ
か
ら
津
田
と
同
じ
よ
う
に
ニ
ッ

ケ
ル
製
の
石
鹸
入
を
裸
の
ま
ま
持
っ
て
い
た
。
棒
の
よ
う
に
硬
く
立
っ
た
彼
女
が
、
な

ぜ
そ
れ
を
床
の
上
へ
落
さ
な
か
っ
た
か
は
、
後
か
ら
そ
の
刹
那
の
光
景
を
辿
る
た
び
に
、

い
つ
で
も
彼
の
記
憶
中
に
顔
を
出
し
た
が
る
疑
問
で
あ
っ
た
。
（
百
七
十
六
）

一
ハ

－2－
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田
に
純
然
た
る
改
心
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
だ
が
、
さ
て
、
で
は
い
っ
た

い
津
田
に
と
っ
て
清
子
と
は
ど
う
い
う
女
な
の
か
。

津
田
が
清
子
の
部
屋
を
訪
ね
て
い
く
場
面
は
、
清
子
が
「
偶
然
客
に
出
喰
わ
し
た
」
（
百

八
十
三
）
か
の
よ
う
に
津
田
を
迎
え
る
描
写
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
偶

然
」
は
装
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
清
子
の
態
度
は
、
津
田
に
は
「
元

か
ら
彼
の
頭
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
清
子
」
と
「
か
け
離
れ
た
態
度
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ

れ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
津
田
も
清
子
の
「
夜
と
昼
の
区
別
」
（
百
八
十
四
）
、
そ
の
二
面
性
に

気
づ
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
あ
の
驚
ろ
き
具
合
と
こ
の
落
ち
つ
き
方
、
そ
れ
だ
け

は
ど
う
考
え
て
も
調
和
し
な
か
っ
た
」
（
同
）
と
ま
で
は
書
か
れ
る
。
し
か
し
津
田
の
清
子

観
は
こ
の
疑
問
の
先
へ
と
進
ん
で
行
か
な
い
。
津
田
の
問
い
は
「
た
だ
昨
夕
は
あ
あ
で
、
今

朝
は
こ
う
な
の
。
そ
れ
だ
け
よ
」
（
百
八
十
七
）
の
答
え
で
す
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。

語
り
手
が
津
田
の
心
理
に
寄
り
添
い
、
お
延
の
「
細
工
」
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
前
景
化

す
る
の
は
清
子
の
「
余
裕
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
余
裕
」
は
従
来
、
津
田
が
そ
う
見
な

そ
う
と
し
て
い
る
と
お
り
に
、
彼
女
の
「
気
質
」
と
し
て
、
「
大
き
な
自
然
」
や
「
天
」
と

つ
な
が
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
当
に
そ
れ
は
彼
女
の
生
ま
れ
も
っ

た
〈
自
然
〉
や
「
天
」
か
ら
の
授
か
り
も
の
の
よ
う
に
だ
け
受
け
取
っ
て
い
て
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
清
子
の
こ
の
「
余
裕
」
は
む
し
ろ
、
具
体
的
な
誰
か
に
対
す
る
、
た
と
え
ば
夫
で
あ

る
関
に
対
す
る
「
信
」
が
「
あ
れ
ば
こ
そ
」
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
わ
せ
る
の
は
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

続
い
て
津
田
は
「
自
分
を
離
れ
た
以
後
の
清
子
に
、
昔
の
ま
ま
の
眼
が
、
昔
と
違
っ
た
意

「
あ
あ
こ
の
眼
だ
つ
け
」

二
人
の
間
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
過
去
の
光
景
が
、
あ
り
あ
り
と
津
田
の
前
に
浮

き
上
っ
た
。
そ
の
時
分
の
清
子
は
津
田
と
名
の
つ
く
一
人
の
男
を
信
じ
て
い
た
。
だ
か

ら
す
べ
て
の
知
識
を
彼
か
ら
仰
い
だ
。
あ
ら
ゆ
る
疑
問
の
解
決
を
彼
に
求
め
た
。
自
分

に
解
ら
な
い
未
来
を
挙
げ
て
、
彼
の
上
に
投
げ
か
け
る
よ
う
に
見
え
た
。
し
た
が
っ
て

彼
女
の
眼
は
動
い
て
も
静
で
あ
っ
た
。
何
か
訊
こ
う
と
す
る
う
ち
に
、
信
と
平
和
の
輝

き
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
輝
き
を
一
人
で
専
有
す
る
特
権
を
も
っ
て
生
れ
て
来
た
よ
う

な
気
が
し
た
。
自
分
が
あ
れ
ば
こ
そ
こ
の
眼
も
存
在
す
る
の
だ
と
さ
え
思
っ
た
。
（
百

八
十
八
）

味
で
、
や
っ
ぱ
り
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
注
意
さ
れ
た
よ
う
な
」
気
に
な
る
の
だ
が
、
で
は

清
子
に
も
や
は
り
津
田
が
感
じ
て
い
る
よ
う
な
あ
る
種
の
「
喪
失
」
体
験
が
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
。
こ
こ
で
津
田
に
代
わ
っ
て
改
め
て
間
う
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
こ
の
逼

ら
な
い
人
が
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
蒼
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
（
百
八
十
四
）
、
〈
清
子
は
何

故
津
田
を
捨
て
た
の
か
〉
と
。
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
故
意
か
偶
然
か
に
よ
っ
て
清
子

の
態
度
が
違
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
昨
夕
は
偶
然
お
眼
に
か
か
っ
た

だ
け
で
す
」
と
い
う
津
田
に
対
し
て
「
そ
う
で
す
か
知
ら
」
と
清
子
は
返
す
。
「
故
意
を
昨

夕
の
津
田
に
認
め
て
い
る
ら
し
い
清
子
の
口
吻
が
、
彼
を
驚
ろ
か
し
た
」
（
百
八
十
六
）
と

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
清
子
は
明
ら
か
に
津
田
の
「
待
ち
伏
せ
」
を
疑
っ
た
の
で
あ
る
。

「
逼
ら
な
い
」
清
子
と
「
蒼
く
な
っ
た
」
清
子
の
あ
い
だ
に
は
、
「
同
時
に
似
て
実
は
同

時
で
な
い
よ
う
に
見
え
」
る
く
ら
い
の
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
時
間
が
流

れ
て
い
た
。
清
子
か
ら
「
余
裕
」
が
消
え
て
な
く
な
る
ま
で
の
時
間
、
す
な
わ
ち
彼
女
が
「
偶

然
」
を
「
故
意
」
だ
と
疑
う
ま
で
の
「
時
間
」
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
「
偶
然
」
な
ら
ば
そ

こ
で
「
時
間
」
が
共
有
さ
れ
、
自
分
に
も
ま
た
相
手
に
も
「
自
由
」
と
「
変
化
」
の
可
能
性

を
、
す
な
わ
ち
「
余
裕
」
を
与
え
る
こ
と
が
起
こ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
の
「
待

ち
伏
せ
」
は
、
相
手
か
ら
「
時
間
」
を
奪
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
「
自
由
」
を
も
、
ま
た

相
手
の
「
変
化
」
の
可
能
性
を
も
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
と
変
化
へ

の
可
能
性
を
担
保
し
た
「
時
間
」
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ま
る
で
「
偶
然
」
と
し
て
結
果
し
た

か
の
よ
う
に
他
者
に
向
け
て
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
「
通
路
」
を
、
い
ず
れ
私
た
ち
は
「
愛
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
し
て
お
延
の
「
愛
」
の
求
め
を
通
じ
て
作
者
が
夢
見
て
い
る
も

の
こ
そ
が
、
こ
の
可
能
性
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
後
に
く
わ
し
く
ふ
れ
た
い
と
思
う
が
、

い
ま
し
ば
ら
く
は
津
田
の
盲
目
性
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

自
分
の
質
問
に
対
し
て
「
何
な
り
と
」
と
受
け
応
え
る
清
子
を
津
田
は
「
何
も
か
も
も
う

忘
れ
て
い
る
ん
だ
、
こ
の
人
は
」
と
思
い
、
「
同
時
に
そ
れ
が
ま
た
清
子
の
本
来
の
特
色
で

あ
る
事
に
気
が
つ
い
た
」
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
津
田
は
清
子
が
「
あ
ら
ゆ
る
津
田
の
質
問
に

応
ず
る
準
備
を
整
え
て
い
る
人
の
よ
う
な
答
え
ぶ
り
」
が
で
き
る
の
は
、
何
事
に
つ
け
「
鷹

揚
」
な
彼
女
が
「
何
も
か
も
忘
れ
て
い
る
」
か
ら
に
違
い
な
い
と
考
え
る
（
百
八
十
七
）
。

だ
が
そ
う
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
本
当
に
天
然
自
然
に
忘
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
津
田
が
「
駄

目
を
押
す
」
つ
も
り
で
訊
く
べ
き
な
の
は
、
清
子
が
「
蒼
く
な
っ
た
」
こ
と
で
は
な
く
、
そ

れ
ほ
ど
驚
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
が
「
石
鹸
入
」
を
落
と
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い

か
。
清
子
は
本
当
は
〈
忘
れ
な
い
人
〉
で
は
な
い
の
か
。

－3－
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こ
こ
で
「
憶
い
出
さ
」
れ
て
い
る
「
全
く
忘
れ
て
い
た
山
と
渓
」
は
、
お
そ
ら
く
は
「
大

き
な
自
然
」
と
つ
な
が
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
過
去
の
自
分
自
身
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

「
山
間
の
空
気
」
と
山
を
「
黒
く
ぼ
か
す
夜
の
色
」
と
「
そ
の
夜
の
色
の
中
に
自
分
の
存
在

を
呑
み
尽
さ
れ
た
津
田
と
が
一
度
に
重
な
り
合
っ
た
時
、
彼
は
思
わ
ず
恐
れ
た
。
ぞ
っ
と
し

彼
女
が
「
故
意
」
か
「
偶
然
」
か
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
自
由
な
意

志
が
、
選
択
が
介
入
で
き
る
「
時
間
」
が
、
「
余
裕
」
が
与
え
ら
れ
る
か
否
か
が
決
ま
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
あ
の
緩
い
人
は
な
ぜ
飛
行
機
へ
乗
っ

た
」
（
百
八
十
三
）
の
か
。
清
子
は
、
ち
ょ
う
ど
お
延
が
津
田
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
「
待
ち
伏
せ
」
的
な
「
細
工
」
で
も
っ
て
相
手
に
「
一
寸
の
余
裕
も
与
え
な
い
」
（
百

八
十
五
）
津
田
を
見
限
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
に
き
て
も
、
ま
だ
津
田
に
は
自
分

の
目
の
前
で
身
を
翻
し
た
清
子
が
よ
く
見
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
忘
れ
て
い
る
」
の
は
津

田
そ
の
人
な
の
で
あ
る
。
蒼
く
な
り
硬
く
な
る
清
子
を
目
の
前
に
し
て
「
自
分
を
忘
れ
て
い

た
津
田
」
（
百
七
十
六
）
、
鏡
を
覗
き
込
ん
で
い
た
と
き
「
な
ぜ
あ
の
時
清
子
の
存
在
を
忘
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
」
（
百
七
十
七
）
、
再
会
し
た
清
子
の
部
屋
の
様
子
か
ら
感
じ
と
っ
た
「
距

離
」
「
な
ぜ
そ
れ
を
忘
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
？
」
（
百
八
十
三
）
。

一
方
に
は
空
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
高
い
樹
が
聾
え
て
い
た
。
星
月
夜
の
光
に
映
る
物
凄
い

影
か
ら
判
断
す
る
と
古
松
ら
し
い
そ
の
木
と
、
突
然
一
方
に
聞
こ
え
出
し
た
奔
猯
の
音

と
が
、
久
し
く
都
会
の
中
を
出
な
か
っ
た
津
田
の
心
に
不
時
の
一
転
化
を
与
え
た
。
彼

は
忘
れ
た
記
憶
を
思
い
出
し
た
時
の
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。

「
あ
あ
世
の
中
に
は
、
こ
ん
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
つ
け
、
ど
う
し
て
今
ま
で

そ
れ
を
忘
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」

（
中
略
）

「
彼
女
に
会
う
の
は
何
の
た
め
だ
ろ
う
。
永
く
彼
女
を
記
憶
す
る
た
め
？
会
わ
な
く

て
も
今
の
自
分
は
忘
れ
ず
に
い
る
で
は
な
い
か
。
で
は
彼
女
を
忘
れ
る
た
め
？
あ
る

い
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
会
え
ば
忘
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ

う
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
松
の
色
と
水
の
音
、
そ

れ
は
今
全
く
忘
れ
て
い
た
山
と
渓
の
存
在
を
憶
い
出
さ
せ
た
。
全
く
忘
れ
て
い
な
い
彼

女
、
想
像
の
眼
先
に
ち
ら
ち
ら
す
る
彼
女
、
わ
ざ
わ
ざ
東
京
か
ら
後
を
眼
け
て
来
た
彼

女
、
は
ど
ん
な
影
響
を
彼
の
上
に
起
す
の
だ
ろ
う
」
（
百
七
十
二
）

た
」
（
同
）
と
さ
れ
る
の
は
、
津
田
が
本
当
に
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
彼
自
身
の
本
来

の
自
己
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
温
泉
宿
の
夜
の
鏡
に
映
っ
た
の
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
の
自
己
は
鏡
に
は
「
幽
霊
」
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

れ
が
も
は
や
「
利
害
の
論
理
」
で
汚
さ
れ
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
い
ま
現
在
の
彼
に
は
取

り
戻
せ
な
い
〈
自
然
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
れ
を
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
不
気
味
な
も
の
」
の
よ
う
に
と
ら
え
て
も
よ
い
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
《
不
気
味
な
も
の
と
は
、
内
密
に
し
て
Ｉ
慣
れ
親
し
ま
れ
た
も
の
、
抑

圧
を
経
験
し
つ
つ
も
そ
の
状
態
か
ら
回
帰
し
た
も
の
》
だ
か
ら
で
あ
る
④
。
そ
し
て
津
田
が

清
子
に
真
っ
直
ぐ
な
視
線
を
向
け
ら
れ
な
い
の
も
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
津
田
に

と
っ
て
清
子
こ
そ
は
そ
の
意
味
で
の
〈
自
然
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
全
く
忘

れ
て
い
な
い
彼
女
」
こ
そ
が
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
自
身
の
〈
自
然
〉
で
も
あ
る
。

彼
女
が
「
生
き
て
る
く
せ
に
生
れ
変
る
人
」
（
百
八
十
四
）
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
「
ち
っ

と
も
も
と
と
変
り
ま
せ
ん
ね
」
（
同
）
と
さ
れ
る
〈
変
わ
ら
な
い
人
〉
で
も
あ
る
の
は
、
そ

う
し
た
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「
当
時
に
出
来
上
っ
た
信
は
ま
だ
不
自
覚
の
間
に
残
っ
て
い
た
」
（
百
八
十
三
）
と
さ
れ

る
津
田
は
、
相
手
に
自
然
と
「
信
」
を
置
か
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
滑
稽
」
を
演
じ
る
清
子

に
対
し
て
「
い
か
に
も
あ
な
た
ら
し
い
滑
稽
だ
。
そ
う
し
て
あ
な
た
は
ち
っ
と
も
そ
の
滑
稽

な
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
ん
だ
」
（
百
八
十
三
）
と
い
う
言
葉
を
実
際
に
口
に
し
そ

う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
清
子
の
自
分
自
身
の
「
滑
稽
」
に
対
す
る
盲
目
こ
そ
が
、
彼
女
の

「
故
意
」
を
「
偶
然
」
に
変
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
津
田
は
自
分
の
こ
の
感
想
こ
そ
が
、

そ
の
ま
ま
自
身
の
盲
目
性
に
対
す
る
評
で
も
あ
る
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

清
子
は
自
分
が
自
身
の
〈
自
然
〉
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
お
そ
ら

く
無
自
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
が
も
は
や
喪
失
に
無
縁
な
く
自
然
〉
で
は
な
い
こ
と
は
、

津
田
も
う
す
う
す
は
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
子
が
津
田
に
出
会
っ
た
と
き
の
凍
り
つ

い
た
よ
う
な
驚
き
と
戸
惑
い
。
そ
し
て
翌
日
の
打
っ
て
変
わ
っ
た
よ
う
な
落
ち
着
い
た
態
度
。

こ
れ
ら
は
喪
失
を
知
る
も
の
の
振
る
ま
い
と
す
れ
ば
け
っ
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
津
田
が
い
ま
だ
に
自
分
が
作
り
上
げ
た
幻
影
に
す
す
ん
で
幻
惑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
清
子
が
聡
明
で
あ
り
う
る
可
能
性
は
、
彼
女
が
自
ら
の
欲
望
が
作
り
出
す

幻
影
に
惑
わ
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

喪
失
さ
れ
た
も
の
が
無
垢
で
あ
れ
、
恋
愛
で
あ
れ
、
失
わ
れ
た
く
自
然
〉
を
回
復
し
た
い

－4－
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と
い
う
欲
望
が
周
囲
を
と
り
ま
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
ひ
と
は
自
ら
の
欲
望
の
不
可
能
性
に
直

面
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
は
欲
望
は
延
命
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
さ
ら
な
る
欲
望
と
し

て
掻
き
立
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
欲
望
を
抱
え
て
い
る
限
り
そ
の
磁
場
空
間
か
ら
離
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
『
明
暗
』
の
湯
治
場
が
そ
う
し
た
欲
望
の
磁
場
か
ら
自
由

な
空
間
た
り
え
る
か
は
、
清
子
と
い
う
存
在
が
、
失
わ
れ
た
く
自
然
〉
を
回
復
し
た
い
と
い

う
欲
望
か
ら
真
に
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
に
、
小
説
の
そ
の
後
の
行
方
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

松
澤
和
宏
は
、
『
明
暗
』
の
語
り
手
が
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
《
公
正
無
私
》
な
位

置
に
い
る
ど
こ
ろ
か
、
《
津
田
の
「
利
害
の
論
理
」
を
無
意
識
裡
に
掩
蔽
し
》
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
《
語
り
手
は
、
お
延
の
内
部
で
兆
し
始
め
た
津
田
へ
の
疑
惑
を
も
っ
ぱ
ら
「
自

分
以
外
の
女
」
の
方
へ
逸
ら
し
て
し
ま
い
、
お
延
は
津
田
の
欲
望
、
す
な
わ
ち
清
子
の
翻
身

の
真
意
を
知
ろ
う
と
す
る
欲
望
を
》
〈
模
倣
し
反
復
》
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
〈
語
り
手
は
過

去
の
女
へ
の
断
ち
が
た
い
未
練
を
主
題
と
し
て
前
景
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
お

延
の
切
実
な
問
い
や
内
的
葛
藤
を
脇
に
追
い
や
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
夫
婦
関
係
の
成
立

を
自
明
視
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お
延
の
あ
り
う
べ
き
問
い
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
そ

う
し
た
三
角
関
係
が
す
で
に
前
提
と
し
て
い
る
津
田
と
お
延
の
夫
婦
関
係
を
一
切
の
自
明
性

「
も
し
万
一
の
事
が
あ
る
に
し
て
も
、
自
分
の
方
は
大
丈
夫
だ
」

夫
に
対
す
る
こ
う
い
う
自
信
さ
え
、
そ
の
時
の
お
延
の
腹
に
は
で
き
た
。
し
た
が
っ

て
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
、
ど
う
で
も
臨
機
の
所
置
を
つ
け
て
見
せ
る
と
い
う
余
裕
が

あ
っ
た
。
相
手
を
片
づ
け
る
ぐ
ら
い
の
事
な
ら
訳
は
な
い
と
い
う
気
持
も
手
伝
っ
た
。

「
相
手
？
ど
ん
な
相
手
で
す
か
」
と
訊
か
れ
た
ら
、
お
延
は
何
と
答
え
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
朧
気
に
薄
墨
で
描
か
れ
た
相
手
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
女
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

て
津
田
の
愛
を
自
分
か
ら
奪
う
人
で
あ
っ
た
。
お
延
は
そ
れ
以
外
に
何
に
も
知
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
ど
こ
か
に
こ
の
相
手
が
潜
ん
で
い
る
と
は
思
え
た
。
お
秀
と
自
分
ら

夫
婦
の
間
に
起
っ
た
波
潤
が
、
あ
あ
ま
で
際
ど
く
な
ら
ず
に
す
ん
だ
な
ら
、
お
延
は
行

が
か
り
上
、
是
非
共
津
田
の
腹
の
な
か
に
い
る
こ
の
相
手
を
、
遠
く
か
ら
探
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
順
序
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
百
十
二
）

七

を
剥
ぎ
落
と
し
て
赤
裸
々
に
照
ら
し
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉
と
⑤
。

む
ろ
ん
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
は
、
津
田
が
お
延
と
結
婚
し
た
の
は
「
利
害
の
論
理
」
か
ら

で
あ
る
と
い
う
真
実
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
津
田
は
何
故
お
延
と
結
婚
し
た
の
か
〉
。
そ

れ
が
「
利
害
」
だ
け
か
ら
と
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
（
か
つ
て
は
あ
っ
た
、

し
か
し
い
ま
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
お
延
の
場
合
で
い
え
ば
、
津
田
は
お
延
を
い
っ
た
ん

は
選
択
し
た
、
し
か
し
の
ち
に
彼
女
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
す
る
）
「
愛
」
の
喪
失
の
物
語

は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
松
澤
氏
は
〈
清
子
は
何
故
津
田
を
捨
て
た
の
か
〉
と
い
う
謎
が
解

か
れ
る
こ
と
と
お
延
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
津
田
の
《
告
白
を
救

済
（
と
い
う
自
己
満
足
）
と
直
結
し
同
一
視
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
津
田
お
よ
び
彼
の
欲
望
に

同
調
し
た
読
者
・
批
評
家
の
勝
手
》
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
だ
が
、
で
は
私
た
ち
読
者
が
な

ぜ
語
り
手
と
結
託
し
て
問
題
の
す
り
替
え
に
進
ん
で
加
担
し
て
し
ま
う
の
か
と
問
う
と
き
、

そ
こ
に
「
選
択
／
喪
失
」
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
す
る
の
が
津
田
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
お

延
の
欲
望
で
も
あ
り
、
二
人
に
共
通
す
る
そ
の
欲
望
を
私
た
ち
も
ま
た
共
有
し
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
か
、
と
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
を
付
加
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
漱
石
作
品
で
は
、
主
人
公
は
何
か
を
選
択
し
狸
得
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、

そ
れ
ま
で
に
大
切
に
し
て
い
た
も
の
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
『
こ
、
ろ
』
の
先
生

は
〈
故
郷
〉
や
親
友
Ｋ
を
失
っ
て
い
る
の
だ
が
、
先
生
の
〈
故
郷
〉
の
喪
失
は
、
ほ
ぼ
同
時

に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
〈
恋
愛
〉
と
い
う
理
想
を
彼
に
与
え
て
い
た
し
、
Ｋ
の
自
殺
に
よ
る
彼

の
喪
失
と
引
き
換
え
に
お
嬢
さ
ん
を
狸
得
し
て
い
る
。
か
り
に
お
延
が
津
田
を
失
っ
た
と
し

て
、
で
は
そ
の
代
わ
り
に
彼
女
は
何
を
手
に
入
れ
た
の
か
。
「
吹
聴
」
と
『
虚
偽
」
で
栫
え

あ
げ
た
「
若
旦
那
」
（
百
十
三
）
と
の
結
婚
生
活
で
あ
る
。
お
延
が
、
津
田
が
追
い
か
け
て

い
る
も
の
（
清
子
）
を
後
追
い
す
る
だ
け
で
は
、
津
田
が
い
ま
失
お
う
と
し
て
い
る
も
の
（
お

延
）
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
も
、
彼
女
自
身
が
失
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
清
子
と
い
う
謎
を
追
う
津
田
を
追
う
こ
と
で
、
お
延
自
身
が

な
く
し
た
も
の
が
、
そ
れ
で
も
見
え
て
く
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
失
わ
れ
た
も
の
と
は
何

な
の
か
。
語
り
手
は
私
た
ち
に
こ
そ
あ
る
く
喪
失
Ⅱ
独
得
〉
の
物
語
へ
の
欲
望
を
見
透
か
し

た
う
え
で
こ
の
問
い
を
共
有
さ
せ
よ
う
と
誘
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
・

お
延
が
失
っ
た
と
思
っ
て
い
る
何
か
は
、
津
田
の
何
か
（
津
田
の
心
）
で
は
な
く
、
彼
女

自
身
に
あ
っ
た
何
も
の
か
（
お
延
の
〈
自
然
〉
）
で
は
な
い
か
と
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ

る
「
霊
薬
」
と
し
て
の
役
割
は
、
誰
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
物
語
の
中
で
お
延
は
津
田
と

同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
「
利
害
の
論
理
」
で
も
っ
て
自
身
の
〈
自
然
〉
を
失
っ
た
こ
と
に
気
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づ
く
こ
と
に
な
る
。
津
田
も
ま
た
清
子
と
お
延
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
待
ち
伏
せ
」
的
「
打

算
」
こ
そ
が
清
子
（
そ
れ
は
津
田
自
身
の
〈
自
然
〉
で
も
あ
る
）
を
失
う
こ
と
に
な
る
要
因

で
あ
っ
た
こ
と
に
、
さ
ら
に
は
同
じ
理
由
で
今
ま
さ
に
お
廷
を
も
ま
た
失
お
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
も
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
『
明
暗
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
漱
石
作
品
が
踏

襲
し
て
き
た
こ
の
〈
喪
失
Ⅱ
獲
得
〉
の
物
語
を
模
倣
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
喪
失
し
た

も
の
（
獲
得
し
た
も
の
）
を
自
覚
す
る
物
語
と
し
て
は
、
お
延
が
（
あ
る
い
は
津
田
が
）
自

ら
の
喪
失
に
意
味
（
言
葉
）
を
与
え
た
と
き
、
実
質
的
に
小
説
『
明
暗
』
は
終
わ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
『
明
暗
』
は
中
絶
し
て
い
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
の
物
語
か
ら
は
自
由
な

作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

捨
て
ら
れ
る
以
前
に
、
ま
ず
選
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
喪
失
自

体
が
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
延
は
、
た
ん
に
相
手
に
気
持
ち
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
を
間
う
て
い
る
の
で
は
な
い
、
彼
女
の
疑
惑
が
抱
え
て
い
る
闇
の
深
さ
は
、
自
分

が
失
っ
た
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
〈
自
然
〉
な
ど
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
に
通
じ
る
も
の
だ
。
「
愛
」
を
希
求
す
る
お
延
に
併
走
し
な
が
ら
問
い
続
け
る
こ

と
は
、
今
後
も
欲
望
と
い
う
も
の
が
必
ず
喪
失
を
伴
う
か
た
ち
で
し
か
成
就
す
る
こ
と
が
な

い
と
い
う
「
物
語
」
を
反
復
し
、
諦
念
と
と
も
に
そ
う
し
た
物
語
世
界
の
動
か
し
が
た
い
構

造
の
内
側
で
生
き
る
し
か
な
い
と
い
う
運
命
を
覚
悟
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。

そ
れ
は
、
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
喪
失
そ
の
も
の
が
、
じ
つ
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
真
実
さ
え
目
の
当
た
り
に
し
か
ね
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
自
分

の
弱
点
を
波
け
出
す
と
共
に
一
種
の
報
酬
を
得
た
」
（
百
五
十
）
経
験
を
す
で
に
小
説
の
内

部
で
得
て
い
る
お
延
は
、
そ
の
小
説
の
基
本
的
な
枠
組
み
で
あ
っ
た
は
ず
の
〈
喪
失
Ⅱ
獲
得
〉

の
物
語
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
は
み
出
し
そ
う
に
な
っ
て
ま
で
自
分
の
欲
望
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
女
の
「
利
害
の
論
理
」
を
超
え
た
「
真
面
目
」
で
あ
り
、
絶
望

と
背
中
合
わ
せ
の
希
望
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
漱
石
的
小
説
の
最
前
線
に
躍
り
出

よ
う
と
し
て
い
る
主
人
公
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
延
が
津
田
の
欲
望
を
な
ぞ
っ
て
彼
が
抱
え
る
謎
を
追
う
こ
と
で
そ
の
「
愛
」
を
確
か
め

よ
う
と
す
る
と
き
、
最
悪
の
真
実
が
、
絶
望
と
し
て
明
る
み
に
出
る
危
険
が
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
お
延
は
津
田
の
「
愛
」
を
自
分
の
た
め
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
と

き
に
は
あ
る
い
は
、
選
ば
れ
て
も
い
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
可
能
性
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
自
己
本
位
は
（
た
と
え
そ
れ
が
自
己
中
心
的
な
振
る
舞

い
で
あ
れ
）
重
要
で
あ
る
。
他
者
の
反
応
を
先
回
り
し
て
決
め
て
い
る
の
で
も
な
い
し
、
結

「
比
較
な
ん
か
始
め
か
ら
嫌
い
な
ん
だ
か
ら
」
（
百
三
十
）
。
お
延
は
そ
の
「
愛
」
に
お
い

て
比
較
を
嫌
い
「
絶
対
」
を
希
求
す
る
。
そ
し
て
相
手
に
も
同
じ
も
の
を
要
求
す
る
。
「
た

だ
愛
す
る
の
ょ
。
そ
う
し
て
愛
さ
せ
る
の
よ
」
（
七
十
二
）
。
こ
の
お
延
の
二
つ
の
求
め
は
し

か
し
、
若
林
幹
夫
が
大
澤
真
幸
を
引
き
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
⑥
、
基
本
的
に
叶
わ

ぬ
望
み
で
あ
る
。
対
象
の
代
替
の
可
能
性
は
、
選
択
の
あ
と
で
排
除
さ
れ
る
の
が
順
序
で
あ
っ

て
、
予
め
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
肝
心
の
唯
一
性
の
根
拠
が
確
保
さ
れ
な
い
の
だ
し
、

自
分
の
（
愛
す
る
／
愛
さ
な
い
）
自
由
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
相
手
の
（
愛
す
る
／
愛
さ
な
い
）

自
由
も
認
め
る
し
か
な
い
か
ら
「
愛
さ
せ
る
」
の
は
無
理
な
の
で
あ
る
。
可
能
な
の
は
、
若

林
氏
の
い
う
よ
う
に
《
愛
さ
れ
る
こ
と
》
あ
る
い
は
《
愛
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
こ
と
》
だ

け
な
の
で
あ
る
。
で
は
お
延
の
「
愛
」
に
は
ど
ん
な
可
能
性
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

果
が
ど
う
な
る
か
を
危
倶
し
て
行
為
し
て
い
る
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
延
の
「
勇
気
」

と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
が
津
田
に
求
め
て
い
る
具
体
的
な
も
の
は
と

い
え
ば
、
「
黄
金
の
光
り
」
（
百
十
三
）
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
藤
井
の
家
で
津
田
が
耳

に
す
る
こ
と
に
な
る
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
単
簡
な
言
葉
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
や
は
り
「
馬
鹿
に
な
る
の
は
厭
だ
」
と
心
に
決
め
た
津
田
は
、
清
子
と
の
対
面
で

彼
に
は
最
初
か
ら
三
つ
の
途
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
三
つ
よ
り
ほ
か
に
彼
の
途
は
な

か
っ
た
。
第
一
は
い
つ
ま
で
も
煮
え
切
ら
な
い
代
り
に
、
今
の
自
由
を
失
わ
な
い
事
、

第
二
は
馬
鹿
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
で
進
ん
で
行
く
事
、
第
三
す
な
わ
ち
彼
の
目
指
す

と
こ
ろ
は
、
馬
鹿
に
な
ら
な
い
で
自
分
の
満
足
の
行
く
よ
う
な
解
決
を
得
る
事
。
（
百

七
十
三
）

八
「
じ
ゃ
お
父
さ
ん
、
何
さ
、
意
が
あ
る
っ
て
の
は
」

叔
父
は
に
や
に
や
し
な
が
ら
、
禿
げ
た
頭
の
真
中
を
大
事
そ
う
に
撫
で
廻
し
た
。
気

の
せ
い
か
そ
の
禿
が
普
通
の
時
よ
り
は
少
し
赤
い
よ
う
に
、
津
田
の
眼
に
映
っ
た
。

「
真
事
、
意
が
あ
る
っ
て
え
の
は
ね
。
ｌ
つ
ま
り
そ
の
ね
。
ｌ
ま
あ
、
好
き
な
の

さ
」
（
三
十
二

－6－
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は
そ
の
と
お
り
「
馬
鹿
に
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
」
（
百
八
十
四
、
百
八
十
六
）
を
く
り
返
し

て
い
る
。
『
明
暗
』
で
「
馬
鹿
」
を
実
現
で
き
た
の
は
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
弱
点
」
を
さ

ら
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
延
の
他
に
は
小
林
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。

小
林
は
売
れ
な
い
雑
誌
の
編
集
に
見
切
り
を
つ
け
、
食
い
扶
持
を
求
め
て
当
時
の
植
民
地

で
あ
っ
た
朝
鮮
に
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
細
君
が
な
い
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
」
「
何
に

も
な
い
」
「
親
も
友
達
も
な
い
」
「
つ
ま
り
世
の
中
が
な
い
」
「
も
っ
と
広
く
い
え
ば
人
間
が

な
い
」
（
八
十
二
）
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
「
損
に
な
る
べ
き
何
物
を
も
最
初
か
ら
も
っ

て
い
な
い
」
（
百
十
九
）
、
自
分
が
生
き
延
び
る
た
め
に
は
友
人
で
あ
る
津
田
を
強
請
っ
て
で

も
金
を
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
「
人
に
厭
が
ら
れ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
」
（
八
十
五
）
よ
う

な
男
が
、
ど
ん
な
に
嫌
が
ら
れ
て
も
他
人
に
自
分
の
存
在
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に

お
延
は
怯
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
小
林
の
行
為
に
お
い
て
彼
女
も
ま
た
津
田
に
自

分
の
「
愛
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
自
分
の
存
在
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
、
「
つ
ま
り
世

の
中
が
な
い
」
の
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
ん
な
お

延
が
小
林
に
対
し
て
「
何
の
関
係
が
あ
る
ん
で
す
」
（
八
十
六
）
と
言
い
放
つ
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
お
延
が
た
ん
に
小
林
に
無
関
心
で
あ
り
、
小
林
の
生
き
る
世
界
に
無
縁
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
生
き
る
こ
と
に
必
死
な
小
林
に
引
け
を
と
ら
な
い
ほ
ど
の
、
彼
女
に
は

彼
女
な
り
に
必
死
な
「
愛
」
へ
の
思
い
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
社

会
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
領
域
の
み
が
彼
女
に
許
さ
れ
た
自
由
の
領
域
で
あ
り
、
そ
の

場
だ
け
が
彼
女
が
自
己
の
存
在
を
確
か
め
ら
れ
る
唯
一
の
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
レ
デ
ー
」
と
「
芸
者
」
と
の
区
別
を
認
め
ず
、
自
分
を
軽
蔑
す
る
津
田
を
軽
蔑
す
る
小

林
は
相
対
化
の
人
で
あ
る
。
そ
し
て
小
林
を
評
し
て
用
い
ら
れ
る
「
無
遠
慮
」
「
む
や
み
二
八

十
四
）
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
は
、
盲
目
性
と
い
う
意
味
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ち
ょ
う
ど
明
視
の
う
ち
に
盲
目
が
付
随
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
盲
目
の
先
に
開
け
が
ま
た

あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
自
己
確
認
が
そ
こ
で
し
か
で
き
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で

主
体
性
を
発
揮
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
領
域
で
ほ
ん

の
少
し
で
も
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
自
分
が
自
身
で
い
ら

れ
な
く
な
る
よ
う
な
と
こ
ろ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
人
間
と
し
て
、
小

林
と
お
延
は
「
一
尺
足
ら
ず
の
距
離
」
（
八
十
八
）
ほ
ど
に
「
近
い
」
存
在
な
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
そ
こ
で
だ
け
は
自
由
に
振
る
舞
い
う
る
と
い
う
こ
と
。
お
延
で
い
え
ば
「
た

だ
自
分
の
眼
で
自
分
の
夫
を
択
ぶ
事
が
で
き
た
」
（
七
十
二
）
こ
と
が
彼
女
の
「
幸
福
」
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
幸
福
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
う
い
う
彼
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ

り
さ
え
す
れ
ば
「
た
と
い
今
そ
の
人
が
幸
福
で
な
い
に
し
た
と
こ
ろ
で
」
「
未
来
は
幸
福
に

な
れ
る
」
と
す
る
お
延
の
「
料
簡
一
つ
」
（
同
）
と
い
う
言
葉
は
こ
の
「
自
由
」
の
確
保
と

い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
愛
さ
せ
る
」
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
「
愛
さ
せ
る
」
た
め
に
自
由
に
振
る
舞
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
幸

福
」
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
継
子
が
「
じ
ゃ
あ
た
し
の
よ
う
な
も
の
は
、
と
て
も
幸
福
に

な
る
望
は
な
い
の
ね
」
と
切
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
別
種
の
「
幸
福
」
が
あ
り
う
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
清
子
に
は
あ
り
え
て
も
、
少
な
く
と
も
お
延

に
は
あ
り
え
な
い
「
幸
福
」
な
の
で
あ
る
。

佐
藤
泉
は
《
お
延
の
テ
ー
マ
で
あ
る
愛
し
愛
さ
れ
る
関
係
の
外
に
、
無
関
係
・
無
関
心
と

い
う
荒
涼
と
し
た
関
係
が
横
た
わ
っ
て
い
る
》
と
し
て
『
明
暗
』
に
存
在
す
る
別
系
統
の
主

題
を
提
示
し
て
み
せ
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
参
照
し
な
が
ら
、
小
林
の
苦
し
み
が
《
そ

の
人
を
認
め
る
と
い
う
最
低
限
の
敬
意
で
あ
っ
て
も
、
他
者
か
ら
の
敬
意
が
な
け
れ
ば
、
つ

い
に
は
自
分
が
確
か
に
社
会
の
内
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え
感
じ
ら
れ
な
く
な

る
〉
、
《
自
分
の
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
現
実
）
と
意
義
を
自
分
自
身
が
疑
い
、
自
分
の
眼

か
ら
さ
え
自
分
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
な
る
》
、
《
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
の
苦

し
み
〉
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
⑦
。

自
己
実
現
ど
こ
ろ
か
そ
の
存
在
す
ら
社
会
か
ら
抹
殺
さ
れ
そ
う
な
小
林
は
、
た
し
か
に

「
愛
」
に
は
縁
の
な
さ
そ
う
な
人
物
で
は
あ
る
し
、
彼
が
背
負
っ
て
い
る
、
津
田
や
お
延
が

問
題
に
し
て
い
る
「
愛
」
の
領
域
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
独
立
し
た
世
界
が
あ
る
こ
と
も
認

め
た
い
。
し
か
し
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
で
も
そ
ん
な
小
林
だ
か
ら
こ
そ
、
と
く
に
お
延
の
必

死
で
ほ
と
ん
ど
実
現
困
難
な
「
愛
」
の
近
く
に
い
る
、
い
や
近
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
彼

こ
そ
が
奇
跡
的
に
「
愛
」
を
実
現
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
今
の
僕
は
天
下
に
た
っ
た
一
人
で
す
。
（
中
略
）
僕
は
あ
な
た
の
境
遇
を
知
っ
て
い

ま
す
。
物
質
上
の
補
助
、
そ
ん
な
も
の
を
あ
な
た
の
方
角
か
ら
受
け
取
る
気
は
毛
頭
な

い
の
で
す
。
た
だ
こ
の
苦
痛
の
幾
分
が
、
あ
な
た
の
脈
管
の
中
に
流
れ
て
い
る
人
情
の

血
潮
に
伝
わ
っ
て
、
そ
こ
に
同
情
の
波
を
少
し
で
も
立
て
て
く
れ
る
事
が
で
き
る
な
ら
、

僕
は
そ
れ
で
満
足
で
す
。
僕
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
僕
が
ま
だ
人
間
の
一
員
と
し
て
社
会

に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
確
証
を
握
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
こ
の
悪
魔
の
重
囲
の

中
か
ら
、
広
々
し
た
人
間
の
中
へ
届
く
光
線
は
一
綾
も
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
（
百
六

十
四
）
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こ
れ
は
津
田
が
小
林
に
読
ま
さ
れ
た
未
知
の
人
物
の
小
林
宛
の
手
紙
の
一
部
で
、
や
は
り

佐
藤
氏
が
《
見
捨
て
ら
れ
た
存
在
の
声
〉
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
⑧
が
、

読
後
、
津
田
は
小
林
の
「
主
意
を
確
か
め
」
る
た
め
に
、
「
ど
こ
か
で
お
や
と
思
っ
た
」
自

分
の
正
直
な
反
応
を
隠
し
、
「
金
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
な
ん
か
感
じ
や

し
な
い
よ
」
（
百
六
十
五
）
と
「
冷
や
か
な
無
関
心
」
（
百
六
十
四
）
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て

み
せ
る
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
津
田
は
「
ま
だ
会
っ
た
事
も
な
い
幽
霊
の
よ
う
な
も
の
」
を
見

て
い
る
う
ち
に
「
あ
あ
あ
あ
こ
れ
も
人
間
だ
と
い
う
心
持
」
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

語
り
手
も
「
極
め
て
縁
の
遠
い
も
の
は
か
え
っ
て
縁
の
近
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
彼

の
眼
前
に
現
わ
れ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
百
六
十
五
）
。
こ
こ
で
も
津
田
は
「
不
気

味
な
も
の
」
（
フ
ロ
イ
ト
）
を
見
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
同
情
心
は
い
く
ら
か
起
る
だ
ろ
う
」
と
小
林
に
い
わ
れ
て
津
田
が
や
っ
と
同
意
す
る
と
、

小
林
は
「
そ
れ
で
た
く
さ
ん
な
ん
だ
、
僕
の
方
は
。
同
情
心
が
起
る
と
い
う
の
は
つ
ま
り
金

が
や
り
た
い
と
い
う
意
味
な
ん
だ
か
ら
。
そ
れ
で
い
て
実
際
は
金
が
や
り
た
く
な
い
ん
だ
か

ら
、
そ
こ
に
良
心
の
闘
い
か
ら
来
る
不
安
が
起
る
ん
だ
。
僕
の
目
的
は
そ
れ
で
も
う
充
分
達

せ
ら
れ
て
い
る
ん
だ
」
（
百
六
十
五
）
と
い
う
。
そ
し
て
小
林
は
こ
の
後
、
先
ほ
ど
賎
別
と

し
て
津
田
か
ら
せ
し
め
た
十
円
札
三
枚
を
青
年
芸
術
家
で
あ
る
原
の
目
の
前
に
「
要
る
だ
け

取
り
た
ま
え
」
と
差
し
出
す
の
で
あ
る
。
「
貰
い
立
て
の
ほ
や
ほ
や
」
「
だ
か
ら
僕
も
安
々
と

君
に
や
れ
る
」
「
だ
か
ら
、
君
も
安
々
と
取
れ
る
ん
だ
」
と
。
お
延
の
前
で
は
「
僕
自
身
は

始
め
か
ら
無
目
的
」
だ
と
し
な
が
ら
「
し
か
し
天
に
は
目
的
が
あ
る
か
も
」
と
「
天
」
に
ま

で
言
及
し
て
い
た
小
林
が
、
こ
こ
で
は
自
分
個
人
の
「
目
的
」
を
は
っ
き
り
告
げ
て
い
る
こ

’

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

彼
は
ま
た
思
い
が
け
な
い
現
象
に
逢
着
し
た
。
そ
れ
は
小
林
の
並
べ
た
十
円
紙
幣
が
青

年
芸
術
家
に
及
ぼ
し
た
影
響
で
あ
っ
た
。
紙
幣
の
上
に
落
さ
れ
た
彼
の
眼
か
ら
出
る
異

様
の
光
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
驚
ろ
き
と
喜
び
が
あ
っ
た
。
一
種
の
飢
渇
が
あ
っ
た
。

掴
み
か
か
ろ
う
と
す
る
慾
望
の
力
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
驚
ろ
き
も
喜
び
も
、
飢

渇
も
慾
望
も
、
一
々
真
そ
の
物
の
発
現
で
あ
っ
た
。
作
り
も
の
、
栫
え
事
、
馴
れ
合
い

の
狂
言
と
は
、
ど
う
し
て
も
受
け
取
れ
な
か
っ
た
。
（
百
六
十
六
）

「
同
情
の
波
」
が
立
つ
か
立
た
な
い
か
。
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
は
そ
の
先
に
あ
る
。
し

か
し
津
田
は
、
こ
こ
で
も
自
分
の
「
鷹
揚
」
さ
と
い
う
演
出
的
効
果
を
そ
の
場
の
「
体
面
」
「
体

裁
」
と
し
て
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
関
」
や
「
濠
Ⅱ
堀
」
を
も
の
と
も
せ
ず
に
乗
り

越
え
て
い
る
の
は
津
田
で
は
な
く
小
林
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
ま
ず
は
あ
く
ま
で
も
利
己
の

た
め
に
計
算
尽
く
で
津
田
か
ら
金
を
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
金
を
手
に
入

れ
た
あ
と
は
、
最
初
か
ら
自
分
が
た
ん
な
る
媒
介
者
で
で
も
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
金
を

自
分
よ
り
「
ま
だ
余
裕
の
乏
し
ど
、
津
田
か
ら
見
れ
ば
無
関
係
の
「
他
人
」
に
譲
ろ
う
と

す
る
。
そ
し
て
「
余
裕
は
水
の
よ
う
な
も
の
さ
。
高
い
方
か
ら
低
い
方
へ
は
流
れ
る
が
、
下

か
ら
上
へ
は
逆
行
し
な
い
」
と
し
て
い
た
小
林
は
、
こ
の
や
り
と
り
を
「
下
」
に
渡
っ
た
は

ず
の
三
枚
の
十
円
紙
幣
が
「
上
」
に
二
枚
戻
っ
て
き
た
と
い
う
か
た
ち
で
「
余
裕
」
と
い
う

も
の
を
と
ら
え
直
し
て
み
せ
、
「
余
裕
」
の
逆
流
を
現
出
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

〈
小
林
は
ひ
と
つ
の
奇
跡
を
起
こ
し
て
い
る
》
と
す
る
佐
藤
氏
は
〈
小
林
の
行
為
は
、
金

「
こ
れ
は
何
で
も
な
い
ん
だ
。
余
裕
が
空
間
に
吹
き
散
ら
し
て
く
れ
る
浄
財
だ
。
拾
っ

た
も
の
が
功
徳
を
受
け
れ
ば
受
け
る
ほ
ど
余
裕
は
喜
こ
ぶ
だ
け
な
ん
だ
。
ね
え
津
田
君

そ
う
だ
ろ
う
」

忌
々
し
い
関
所
を
も
う
通
り
越
し
て
い
た
津
田
は
、
か
え
っ
て
好
い
と
こ
ろ
で
相
談

を
か
け
ら
れ
た
と
同
じ
事
で
あ
っ
た
。
鷹
揚
な
彼
の
一
諾
は
、
今
夜
こ
こ
に
落
ち
合
っ

た
不
調
和
な
三
人
の
会
合
に
、
少
く
と
も
形
式
上
体
裁
の
好
い
結
末
を
つ
け
る
の
に
充

分
で
あ
っ
た
。
彼
は
醜
随
に
見
え
る
自
分
の
退
却
を
避
け
る
た
め
に
眼
前
の
機
会
を
捕

え
た
。

「
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
が
一
番
い
い
だ
ろ
う
」

小
林
は
押
問
答
の
末
、
と
う
と
う
三
枚
の
う
ち
一
枚
を
原
の
手
に
渡
し
た
。
残
る
二

枚
を
再
び
も
と
の
隠
袋
へ
収
め
る
時
、
彼
は
津
田
に
云
っ
た
。

「
珍
ら
し
く
余
裕
が
下
か
ら
上
へ
流
れ
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
か
ら
上
へ
は
も
う
逆
戻
り

を
し
な
い
そ
う
だ
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
君
に
対
し
て
サ
ン
ク
ス
だ
」

表
へ
出
た
三
人
は
濠
端
へ
来
て
、
電
車
を
待
ち
合
せ
る
間
大
き
な
星
月
夜
を
仰
い
だ
。

（
百
六
十
六
）

九
「
こ
れ
は
何
で
も
な
い
ん
だ
。

－8－
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銭
の
動
き
か
ら
個
々
人
の
権
力
意
識
に
ま
つ
わ
る
心
理
的
な
屈
折
を
取
り
除
い
て
、
そ
れ
を

非
人
格
的
な
「
余
裕
」
の
運
動
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
《
津
田
た
ち

の
世
界
の
外
、
津
田
の
関
心
領
域
の
外
に
ま
で
広
が
り
う
る
社
会
関
係
の
可
能
性
を
一
時
的

に
つ
く
り
だ
し
た
〉
、
〈
無
関
係
・
無
関
心
の
領
域
に
、
関
係
を
作
る
方
法
論
》
、
〈
そ
れ
は
愛

し
愛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
で
は
な
い
関
係
の
あ
り
方
で
あ
る
〉
と
。
し
か
し
津
田

や
原
の
よ
う
に
見
知
ら
ぬ
他
人
同
士
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
も
そ
も
小
林
が
い
な
く
て
も
、
心

理
的
な
屈
折
な
ど
は
起
こ
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、
金
銭
に
よ
っ
て
無
関
心
・
無
関

係
の
領
域
を
越
え
て
人
と
人
と
が
無
理
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
き
に
こ
そ
む
し
ろ
そ
れ
は
付

随
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
小
林
の
せ
い
で
津
田
は
同
情
を
か
き
た
て
ら
れ
た
の
だ
し
、

原
も
ま
た
掻
き
立
て
ら
れ
た
心
の
動
揺
の
落
ち
付
け
所
が
な
さ
そ
う
に
、
「
功
徳
を
受
け
」

る
の
を
た
め
ら
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
津
田
に
未
知
の
人
の
手
紙
を
読
ま
せ
る
と
い
う
小
林
の
「
無
遠
慮
」
や
「
む
や

み
」
が
《
存
在
を
消
さ
れ
た
も
の
の
声
を
津
田
の
世
界
の
外
か
ら
届
け
た
》
の
だ
し
、
そ
の

意
味
で
〈
閉
じ
た
世
界
と
、
そ
の
外
部
の
世
界
と
の
あ
い
だ
の
通
路
を
設
定
し
た
》
の
で
は

あ
る
。
佐
藤
氏
が
い
う
よ
う
に
、
小
林
が
《
愛
す
る
こ
と
で
愛
さ
せ
る
、
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

に
し
て
強
迫
的
な
二
者
関
係
に
閉
ざ
さ
れ
て
、
そ
の
外
側
が
な
い
〉
世
界
に
一
時
的
に
で
は

あ
れ
通
路
を
設
け
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
小
林
が
い
な
く
て
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ

う
こ
と
は
、
金
銭
の
「
流
れ
」
で
あ
り
、
そ
の
「
逆
戻
り
」
で
あ
る
。
し
か
し
と
く
に
そ
の

「
逆
戻
り
」
に
つ
い
て
は
、
彼
が
そ
れ
を
「
下
か
ら
上
へ
流
れ
た
」
と
い
う
彼
自
身
の
言
葉

に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
金

銭
の
逆
流
の
事
実
は
と
い
え
ば
、
原
が
た
だ
三
枚
の
十
円
紙
幣
の
う
ち
一
枚
し
か
受
け
取
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
小
林
の
言
葉
に
よ
る
表
現
行
為
Ⅱ
現
象
の

と
ら
え
直
し
が
、
こ
こ
で
は
別
種
の
「
余
裕
」
を
体
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
小
林
の
「
余
裕
が
下
か
ら
上
へ
流
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
「
頭
で
は
解
る
、
し

か
し
胸
で
は
納
得
し
な
ど
（
百
五
十
八
）
津
田
に
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
津
田
の
側
か
ら
も
自
発
的
に
「
懸
絶
」
（
同
）
を
乗
り
こ
え
る
か
た
ち
で
そ
れ
が
諒
解

さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
今
度
は
小
林
と
津
田
と
の
あ
い
だ
に
「
通
路
」
が
開
く
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
言
葉
に
よ
る
現
象
の
と
ら
え
直
し
を
可
能
に
す
る
〈
時
間
性
〉
を
も
つ
と
い
う

こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
世
界
が
「
絶
対
」
で
は
な
く
「
相
対
」
で
あ
る
こ
と
、
潜
在
す
る
多
元

性
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
多
元
論
の
肝
は
《
実
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
は
、
外
的

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
〉
、
《
我
々
が
考
え
う
る
す
べ
て
の
も
の
は
》
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん

な
も
の
で
あ
れ
《
「
外
的
」
な
環
境
を
も
っ
て
い
る
》
と
み
な
す
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
、
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
⑨
。

こ
こ
で
の
小
林
は
、
ま
さ
に
「
ま
た
は
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
が
、

彼
は
ま
た
〈
我
々
が
こ
の
経
験
の
中
に
き
ざ
み
こ
む
き
れ
目
は
、
す
べ
て
概
念
化
す
る
能
力

の
人
工
的
な
産
物
で
あ
る
》
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
を
実
演
し
て
見
せ
て
い
る
、
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
本
稿
で
は
こ
の
「
必
然
」
の
流
れ
に
対
し
言
葉
Ⅱ
表
現
に
よ
っ
て

変
化
を
与
え
る
、
い
わ
ば
運
命
の
レ
ー
ル
を
転
轍
す
る
と
で
も
い
う
べ
き
「
偶
然
」
を
生
む

「
余
裕
」
と
し
て
の
言
葉
の
働
き
を
こ
そ
「
愛
」
と
見
な
し
た
い
。
「
極
め
て
縁
の
遠
い
も

の
は
か
え
っ
て
縁
の
近
い
も
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
小
林
と
お
延
に
も
、
そ
し
て
ま
た
偶
然

と
「
愛
」
と
の
あ
い
だ
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
体

現
す
る
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
こ
そ
は
、
作
家
が
最
後
に
辿
り
つ
い
た
（
た
と
え
虚
無
が
、
絶
望
が
、
そ
の
背
中
合
わ

せ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
）
や
は
り
希
望
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

漱
石
は
小
林
に
金
銭
の
流
れ
Ⅱ
「
必
然
」
を
「
利
害
の
論
理
」
を
駆
使
し
た
技
巧
で
も
っ

て
媒
介
さ
せ
そ
れ
を
逆
転
す
る
と
い
う
「
偶
然
」
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。
作
者
は
、
小
林
を

一
種
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
、
し
か
も
汚
れ
た
英
雄
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も
、
漱
石
作
品
に
、
た
と
え
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
馬
鹿
竹
の
よ

実
在
的
な
も
の
は
す
べ
て
、
絶
対
的
に
は
単
純
で
は
あ
り
え
な
い
ｃ
経
験
の
ど
ん
な

小
さ
な
断
片
も
、
含
蓄
ゆ
た
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
複
数
の
関
係
を
も
っ
て

い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
の
断
片
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
際
の
、

あ
る
い
は
こ
の
断
片
が
何
か
を
と
り
あ
げ
る
際
の
、
一
つ
の
側
面
、
ま
た
は
性
格
、
ま

た
は
機
能
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
事
物
は
、
直
接
に
は
（
す
な
わ
ち
、
本
質
的
に
は
）

つ
な
が
っ
て
い
な
い
事
物
と
も
、
中
間
に
た
つ
事
物
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
時
々
に
お
い
て
、
必
然
的
に
現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
多

く
の
可
能
な
結
合
に
つ
い
て
も
、
常
に
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
可
能
な

結
合
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
、
中
間
的
な
、
現
実
的
経
路
に
い
き
あ
た
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
の
運
命
を
左
右
さ
れ
る
。
「
ま
た
は
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
本
当
の
実
在
を
さ

し
て
い
る
。
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う
な
無
垢
な
存
在
が
、
脇
役
と
し
て
作
者
の
〈
理
想
〉
を
体
現
す
る
か
た
ち
で
登
場
し
て
い

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
人
物
た
ち
は
、
現
実
の
世
間
に
は
あ
り
得
な

い
「
偶
然
」
的
な
清
ら
か
さ
と
し
て
例
外
な
く
社
会
の
「
必
然
」
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
る
た
め

に
要
請
さ
れ
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。
小
林
が
特
異
な
の
は
、
基
本
的
に
は
作
家
が
嫌
っ
て
き

た
計
算
的
な
人
間
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
汚
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
徹
底

に
よ
っ
て
逆
に
「
真
面
目
」
や
「
解
脱
」
で
さ
え
も
（
一
時
的
に
で
は
あ
れ
）
結
果
的
に
自

己
の
周
囲
に
招
来
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
人
間
は
自
分
の
欲
望
か
ら
自
由
で
は
な
く
、
自
身
の
盲
目
性
か
ら
も
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
同
じ
よ
う
な
過
ち
を
性
懲
り
も
な
く
反
復
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
し

か
し
そ
の
く
り
返
し
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
同
じ
こ
と
を
し
か
結
果
し
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
「
偶
然
」
は
反
復
さ
れ
る
「
必
然
」
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
出
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
感
化
は
、
そ
の
意
味
で
は
奇
跡
の
よ
う
な
も
の

で
、
お
い
そ
れ
と
小
説
に
書
き
込
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
〈
美
し
い
心
が
汚

れ
た
心
を
美
し
く
す
る
〉
と
い
う
よ
う
に
で
は
な
く
、
小
林
の
よ
う
に
貨
幣
と
知
性
（
言
葉
）

で
も
っ
て
「
必
然
」
の
流
れ
に
「
偶
然
」
を
導
入
す
る
よ
う
な
男
が
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
現
実
的
な
可
能

性
と
し
て
の
「
愛
」
Ⅱ
自
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
「
小
さ
な
自
然
」
で
あ
れ
、
「
大
き
な
自
然
」
で
あ
れ
、
全
き
自
然
と
い

う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
損
な
わ
れ
た
く
自
然
〉
で
あ
り
、
す
で
に
失

わ
れ
た
く
自
然
〉
で
あ
る
。
壊
れ
た
く
自
然
〉
が
ど
の
よ
う
に
し
て
喪
失
さ
れ
た
く
自
然
〉

を
と
ら
え
る
の
か
。
喪
失
Ⅱ
穫
得
の
物
語
に
寄
り
添
い
つ
つ
も
、
自
分
自
身
で
あ
り
続
け
る

た
め
に
、
自
ら
を
喪
失
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
に
対
す
る
透
徹
し
た
省
察

の
冷
静
な
視
線
と
、
回
復
と
い
う
偶
然
に
向
け
て
の
真
蟄
な
叫
び
を
、
同
時
に
現
在
に
取
り

戻
そ
う
と
試
み
続
け
る
こ
と
。
復
活
さ
せ
た
い
全
体
性
、
あ
る
い
は
理
想
の
過
去
と
い
っ
た

も
の
は
、
「
利
害
の
論
理
」
の
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
世
界
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
作
家
に

な
ろ
う
と
し
た
頃
の
漱
石
が
憧
れ
た
死
の
世
界
で
も
あ
る
。
漱
石
は
小
説
を
書
く
こ
と
で
死

へ
の
誘
惑
に
打
ち
克
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
小
説
と
い
う
技
巧
に
依
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

小
説
は
計
算
や
技
術
だ
け
で
で
き
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
は
計
算
を
裏
切
る
〈
自
然
〉
が
あ

る
。
そ
う
し
た
く
自
然
〉
を
描
く
技
術
を
磨
く
こ
と
を
通
し
て
、
〈
自
然
〉
と
の
向
き
合
い
方
、

抱
え
抱
え
ら
れ
つ
つ
共
に
生
き
る
生
の
あ
り
方
を
探
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

①
『
硝
子
戸
の
中
』
（
三
十
）

②
若
林
幹
夫
『
漱
石
の
リ
ア
ル
測
量
と
し
て
の
文
学
』
結
章
（
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
○
○

一
一
０
－
ハ
）

③
三
好
行
雄
「
『
明
暗
』
の
構
造
」
『
講
座
夏
目
漱
石
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
・
一
二

同
じ
と
こ
ろ
を
と
り
あ
げ
て
三
好
氏
は
「
一
元
的
な
語
り
手
と
し
て
の
資
格
」
が
津
田
に

与
え
ら
れ
た
箇
所
と
し
、
「
作
者
と
作
中
人
物
と
し
て
の
津
田
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
変

わ
り
つ
つ
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
津
田
が
「
行
動
主
体
と
視
点
人
物
と
の
複

合
し
た
語
り
手
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
」
可
能
性
に
言
及
し
「
中
絶
以
後
の
構
想
で
も
、

清
子
は
津
田
の
目
を
通
し
て
の
み
描
か
れ
た
は
ず
」
と
「
予
想
」
し
て
見
せ
て
い
る
。

④
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
不
気
味
な
も
の
」
（
藤
野
寛
訳
）
テ
ロ
ィ
ト
全
集
毛
』
（
岩

波
書
店
、
二
○
○
六
・
二
、
鯉
）

⑤
松
澤
和
宏
「
仕
組
ま
れ
た
謀
計
ｌ
『
明
暗
』
に
お
け
る
語
り
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
」
言
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
妬
巻
１
号
、
學
燈
社
、
二
○
○
一
・

二
た
だ
し
こ
の
語
り
手
と
津
田
の
共
謀
を
隠
蔽
す
る
か
に
見
え
た
『
明
暗
』
の
テ
ク

ス
ト
が
鏡
面
的
な
働
き
を
す
る
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
水
準
に
お
い
て
、
こ
の
共
謀
を

隠
蔽
す
る
と
同
時
に
ま
た
暴
露
し
も
す
る
こ
と
を
氏
は
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

⑥
若
林
幹
夫
（
前
掲
書
、
第
六
章
）

⑦
佐
藤
泉
『
漱
石
片
付
か
な
い
〈
近
代
〉
』
第
三
章
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
○
○
二
・

一
）

⑧
こ
の
手
紙
に
あ
る
「
血
潮
に
伝
わ
っ
て
」
「
な
ら
満
足
で
す
」
と
い
う
言
い
方
に
、
『
こ
、

ろ
』
の
先
生
の
遺
書
の
最
後
の
文
面
を
思
い
浮
か
べ
る
読
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
自

分
が
ま
だ
社
会
を
生
き
る
「
人
間
の
一
員
」
で
あ
る
と
い
う
「
確
証
」
を
求
め
て
い
る
点

で
、
死
に
向
か
っ
た
先
生
と
は
逆
方
向
を
向
い
て
い
る
も
の
の
、
自
己
の
存
在
の
意
義
を

た
っ
た
ひ
と
り
の
人
間
を
相
手
に
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
お
り
、
ま
た

「
広
々
し
た
人
間
の
中
へ
」
と
一
般
の
人
々
Ⅱ
「
外
の
人
」
へ
の
つ
な
が
り
と
い
う
一
繼

の
夢
を
付
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
共
通
し
て
い
る
ｃ
『
こ
、
ろ
』
の
先
生
は
遺
書
に
「
私

を
生
ん
だ
私
の
過
去
は
、
人
間
の
経
験
の
一
部
分
と
し
て
、
私
よ
り
外
に
誰
も
語
り
得
る

も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
偽
り
な
く
書
き
残
し
て
置
く
私
の
努
力
は
、
人
間
を

注
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｈ
Ｄ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
■
！

⑨
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
コ
多
元
的
字
壼
智
（
吉
田
夏
彦
訳
）
（
『
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ジ
ェ

３
７

イ
ム
ズ
著
作
集
６
』
（
日
本
教
文
社
、
一
九
六
一
・
五
、
型
Ｉ
型
）

ｐ
ｐ

知
る
上
に
お
い
て
、
あ
な
た
に
と
っ
て
も
、
外

と
思
い
ま
す
」
（
下
五
十
六
）
と
書
い
て
い
る
。

」

外
の
人
に
と
っ
て
も
、
徒
労
で
は
な
か
ろ
う

I
’
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