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こ
の
と
き
、
漱
石
が
「
跨
が
っ
て
」
い
る
と
思
え
た
そ
の
場
所
が
、
い
か
な
る
場
所
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
、
想
い
を
巡
ら
し
て
み
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
『
道
草
』
（
大
正
四
年

六
Ｉ
九
月
）
を
前
に
、
彼
は
「
跨
が
っ
て
」
立
っ
て
い
る
つ
も
り
の
、
そ
の
場
所
を
確
か
め
る

た
め
に
も
、
そ
こ
か
ら
帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
一
般
の
人
類
」
と
「
自
分
」
と
の
間
に
架
け
渡
さ
れ
た
橋
の
上
に
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
、

自
身
の
「
過
去
」
を
遠
く
他
人
事
の
よ
う
に
「
見
渡
し
て
」
み
せ
る
漱
石
の
「
微
笑
」
は
、
天

上
と
地
上
と
を
自
由
に
往
還
す
る
術
を
身
に
つ
け
た
証
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
同
じ

「
微
笑
」
は
、
二
度
と
漱
石
の
面
を
覆
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
道
草
』
を
書
き
終
え
た
『
黙
頭
録
』
（
大
正
五
年
一
月
）
で
は
、
漱
石
は
「
近
頃
の
私
は

時
々
た
丁
の
無
と
し
て
自
分
の
過
去
を
観
ず
る
」
と
い
い
、
「
過
去
は
一
の
仮
象
に
過
ぎ
な
い
」

と
す
る
一
方
で
、
「
こ
れ
と
同
時
に
、
現
在
の
我
が
天
地
を
蔽
ひ
」
「
一
挙
手
一
投
足
の
末
に

至
る
迄
此
『
我
』
が
認
識
し
つ
秘
絶
え
ず
過
去
へ
繰
越
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
動
か
し
が
た
い
真
境
」

か
ら
い
え
ば
、
「
過
去
」
は
「
炳
乎
と
し
て
明
ら
か
に
刻
下
の
我
を
照
し
つ
画
あ
る
探
照
燈
」

で
も
あ
る
と
し
、
自
ら
の
「
過
去
」
が
、
「
無
に
等
し
い
」
も
の
と
し
て
の
「
過
去
」
と
「
探

照
燈
」
と
し
て
の
「
過
去
」
と
の
、
「
一
体
二
様
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
い

る
。

『
硝
子
戸
の
中
』
の
漱
石
の
「
微
笑
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
探
照
燈
」
と
し
て
の
「
過
去
」

に
襲
わ
れ
、
そ
の
下
で
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
硝
子
戸
の
中
』
（
大
正
四
年
一
’
二
月
）
で
、
漱
石
は
自
身
の
過
去
を
次
の
よ
う
に
振
り

返
っ
て
い
る
。

聖
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
の
憾
悔
、
ル
ソ
ー
の
憾
悔
、
オ
ピ
ア
ム
イ
ー
タ
ー
の
憾
悔
、
ｌ
そ
れ
を

い
く
ら
辿
っ
て
行
っ
て
も
、
本
当
の
事
実
は
人
間
の
力
で
叙
述
出
来
る
筈
が
な
い
と
誰
か
ぎ

云
っ
た
事
が
あ
る
。
況
し
て
私
の
番
い
た
も
の
は
俄
悔
で
は
な
い
。
私
の
罪
は
、
Ｉ
も
し

そ
れ
を
罪
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
、
Ｉ
頗
ぶ
る
明
る
い
処
か
ら
ば
か
り
写
さ
れ
て
ゐ
た
だ
ら

う
。
其
所
に
或
人
は
一
種
の
不
快
を
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
私
自
身
は
今
其
不
快
の

上
に
跨
が
っ
て
、
一
般
の
人
類
を
ひ
ろ
く
見
渡
し
な
が
ら
微
笑
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
今
迄

詰
ら
な
い
事
を
轡
い
た
自
分
を
も
、
同
じ
眼
で
見
渡
し
て
、
恰
も
そ
れ
が
他
人
で
あ
っ
た

か
の
感
を
抱
き
つ
秘
、
矢
張
り
微
笑
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
は
じ
め
に

－1－
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と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
『
道
草
』
の
冒
頭
に
は
、
「
健
三
が
遠
い
所
か
ら
帰
っ
て
来
て

ｌ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
遠
い
所
」
が
「
倫
敦
」
と
は
っ
き
り
名
指
さ
れ
る
の
が
五
十
三
章
に

お
け
る
一
度
き
り
で
あ
り
、
「
異
国
」
「
遠
い
国
」
と
い
っ
た
、
そ
の
輪
郭
を
暖
昧
に
し
た
用

い
ら
れ
方
が
、
評
家
に
よ
る
様
々
な
象
徴
的
解
釈
を
誘
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
越
智
治
雄
は
、
「
遠
い
所
」
が
ハ
熊
本
（
三
十
五
）
に
つ
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い

る
ｖ
よ
う
に
、
多
義
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ハ
漱
石
が
修
善

寺
の
三
十
分
の
死
を
通
じ
て
遠
い
時
空
の
あ
わ
い
か
ら
ま
さ
に
帰
っ
て
来
た
こ
と
を
こ
そ
想
起

す
る
ほ
う
が
よ
い
ｖ
と
し
、
八
存
在
の
深
い
淵
に
た
だ
一
人
で
立
っ
た
男
ｖ
、
そ
の
ハ
漱
石
が

い
ま
あ
ら
た
め
て
遠
い
所
か
ら
の
遠
路
を
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
ｖ
の
だ
と
い
っ
て
い
る
①
。

ま
た
「
帰
っ
て
来
」
た
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
江
藤
淳
が
、
『
道
草
』
は

●
●
●
●
●

ハ
英
国
と
い
う
都
会
か
ら
日
本
の
東
京
と
い
う
田
舎
に
帰
っ
て
来
た
人
間
の
幼
滅
ｖ
を
主
題
と

●
●
●
●

す
る
小
説
で
あ
る
と
し
、
八
田
舎
か
ら
出
て
来
た
人
間
の
自
己
実
現
の
欲
望
を
中
心
に
し
て
番

か
れ
る
ｖ
私
小
説
と
区
別
し
て
、
そ
れ
が
非
私
小
説
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
②
。

評
家
は
、
「
遠
い
所
」
や
「
帰
っ
て
来
」
た
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
て
、
た
と
え
ば
存
在
論
的

視
点
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
、
あ
る
い
は
ェ
畷
コ
ィ
ズ
ム
の
否
定
の
過
程
を
辿
ろ
う
と
す
る

の
だ
が
、
健
三
は
、
そ
し
て
漱
石
は
、
一
体
何
の
た
め
に
そ
こ
か
ら
「
帰
っ
て
来
」
た
の
か
、

と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
泰
正
が
諸
家
の
言
を
要
約
し
て
み
せ
た
簡
明
な
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ハ
こ
の

日
常
的
現
実
と
い
う
相
対
の
場
に
お
け
る
作
家
と
し
て
の
自
己
発
見
（
あ
る
い
は
自
己
確
認
）
ｖ

③
を
す
る
た
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
『
道
草
』
の
主
題
把
握
か

ら
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
八
作
家
と
し
て
の
自
己
発
見
（
あ
る
い
は
自
己
確
認
）
ｖ
と
い
う
場
合
、
桶
谷
秀

昭
の
よ
う
に
、
漱
石
が
健
三
と
い
う
人
物
を
ま
さ
に
「
現
在
」
の
自
己
自
身
の
課
題
と
し
て
生

き
て
み
せ
る
過
程
に
お
い
て
、
自
己
相
対
化
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
八
絶
対
の
「
根

拠
」
ｖ
八
「
徹
底
即
妥
協
」
、
「
絶
対
即
相
対
」
ｖ
を
目
指
し
た
と
す
る
見
解
＠
の
あ
る
こ
と
も

付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ま
さ
に
八
『
道
草
』
の
思
想
を
解
く
キ
ィ
・
ワ
ー
ド
は
ｖ
（
桶
谷
）
何
か
、
と
い

う
問
題
に
お
い
て
、
桶
谷
氏
と
佐
藤
氏
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
と
「
神
」

と
い
う
言
葉
と
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
両
氏
の
見
解
を
最
終
章
に
お
い

て
確
か
め
る
べ
く
、
先
に
見
た
「
自
己
発
見
」
の
主
題
を
私
な
り
に
再
確
認
す
る
形
で
、
小
論

て
確
か
め
る
べ
く
、
先
に
見
た
「
自
己
垂

を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

『
道
草
』
と
い
う
小
説
は
、
健
三
が
「
帽
子
を
被
ら
な
い
男
」
（
二
）
と
遭
遇
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
私
た
ち
が
そ
の
冒
頭
か
ら
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
「
過
去
」
と
い
う
不
可

思
議
な
生
き
物
が
、
「
現
在
」
を
呑
み
込
も
う
と
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

健
三
は
男
と
二
度
目
の
遭
遇
を
す
る
。
も
は
や
偶
然
で
は
あ
り
得
な
い
。
男
の
再
度
の
出
現

は
「
と
て
も
是
丈
で
は
済
む
ま
い
」
（
同
）
と
健
三
に
不
快
な
確
信
を
強
い
る
。
し
か
し
、
健

三
が
そ
う
考
え
た
と
き
す
で
に
、
彼
が
今
給
費
で
留
学
を
終
え
た
ば
か
り
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

と
い
う
事
実
の
確
か
さ
、
「
異
様
の
熱
塊
」
（
三
）
を
抱
え
て
適
進
し
て
き
た
学
者
と
し
て
の

生
活
の
確
実
さ
、
つ
ま
り
は
自
身
の
「
現
在
」
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
何
の
為
に
生
き

て
ゐ
る
の
か
殆
ど
意
義
の
認
め
や
う
の
な
い
此
年
寄
」
（
八
十
九
）
、
こ
の
島
田
と
呼
ば
れ
る

男
の
か
つ
て
は
養
子
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
が
、
に
わ
か
に
確
か
な
も
の
と
な
る
。
そ
し

て
こ
れ
を
契
機
に
し
て
、
健
三
を
取
り
巻
く
「
日
常
」
は
、
ま
さ
し
く
「
現
実
」
性
を
帯
び
、

彼
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
・

で
は
「
日
常
的
現
実
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
を
い
う
の
か
。
妻
は
生
活
費
の

不
足
を
訴
え
、
姉
は
小
通
い
を
要
求
し
、
今
で
は
縁
も
切
れ
た
は
ず
の
昔
の
養
父
が
無
心
に
や
っ

て
く
る
。
要
す
る
に
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
夫
を
理
解
し
な
い
妻
お
住
、
「
わ
ざ
と
ら
し
い
仰
山

な
表
情
を
し
た
が
る
」
（
七
）
姉
御
夏
、
「
何
か
出
来
さ
う
な
も
の
」
（
三
十
四
）
の
何
一
つ

し
よ
う
と
し
な
い
兄
長
太
郎
、
や
は
り
無
心
に
現
れ
る
昔
の
養
母
お
常
、
体
面
を
繕
う
た
め
に

金
を
必
要
と
し
て
い
る
妻
の
父
親
、
そ
う
し
た
「
周
囲
の
も
の
」
（
三
十
三
）
た
ち
が
、
彼
ら

な
り
の
「
論
理
」
で
生
き
て
い
る
世
界
の
こ
と
だ
。

「
遠
い
所
」
か
ら
「
帰
っ
て
来
」
た
健
三
に
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
「
実
質
」
の
伴
っ
た
も
の

に
み
え
よ
う
か
。
お
住
は
い
う
。

こ
れ
ほ
ど
眩
し
い
言
葉
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
に
は
、
健
三
の
「
牢
獄
生
活
」
は
長
き
に
過

ぎ
た
と
い
え
よ
う
か
。
だ
が
、
一
体
誰
が
「
傍
か
ら
見
」
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。

誰
も
が
「
其
中
」
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
だ
。

二
「
過
去
」
と
「
現
在
」
、
あ
る
い
は
「
社
会
」
の
規
範
と
「
個
人
」
の
正
し
さ

は
た

「
傍
か
ら
見
れ
ば
馬
鹿
々
々
し
い
や
う
で
す
け
れ
ど
も
、
其
中
に
入
る
と
、
矢
つ
張
り
仕

方
が
な
い
ん
で
せ
う
」
（
八
十
六
）

過
去
の
牢
獄
盤
活
の
上
に
現
在
の
自
分
を
築
き
上
げ
た
彼
は
、
其
現
在
の
自
分
の
上
に
是

－2－
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健
三
の
「
現
在
」
を
支
え
て
い
る
か
に
見
え
た
「
教
育
」
や
「
学
問
」
は
、
「
周
囲
の
も
の
」

た
ち
の
無
理
解
、
彼
ら
な
り
の
「
論
理
」
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
る
。
彼
ら
に
は
、
健
三
の
「
学

問
」
は
「
金
」
を
も
た
ら
す
道
具
、
「
技
巧
」
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
是
非
そ
う
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
健
三
に
と
っ
て
、
「
過
去
」
に
抗
う
「
現
在
」
は
、

「
正
し
い
方
針
」
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
島
田
の
代
理
人
が
訪
ね
て
来
る
場
面
（
十
一
）
で
、
健
三
は
「
会
っ
て
も
好
い
」

と
い
う
。
「
厭
だ
け
れ
ど
も
正
し
い
方
法
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
の
だ
と
考
へ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

「
海
に
も
住
め
」
ず
「
山
に
も
居
ら
れ
」
な
か
っ
た
（
九
十
一
）
彼
が
あ
え
て
選
ば
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
八
場
所
Ｖ
、
し
か
し
、
も
は
や
そ
の
「
牢
獄
」
に
さ
え
寵
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、

「
金
」
と
「
技
巧
」
の
「
過
去
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
健
三
に
は
、

「
遠
い
所
」
、
そ
の
「
牢
獄
」
の
中
で
「
異
様
の
熱
塊
」
を
も
っ
て
手
に
入
れ
た
は
ず
の
八
正

し
さ
Ｖ
だ
け
が
、
「
過
去
」
に
抗
い
得
る
唯
一
つ
の
武
器
な
の
だ
。

む
ろ
ん
健
三
は
、
無
心
に
く
る
島
田
に
「
金
」
を
遣
る
こ
と
が
「
正
し
い
方
法
」
だ
と
考
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
形
で
し
か
八
正
し
さ
Ｖ
が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
自
分
と
島

田
の
「
関
係
」
に
む
し
ろ
苛
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
健
三
は
「
世
話
に
な
っ
た
」
「
事

実
」
に
「
義
理
」
で
応
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
現
在
」
の
自
己
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ま

た
そ
の
「
異
様
の
熱
塊
」
を
無
意
味
な
も
の
に
し
な
い
た
め
に
、
八
正
し
く
Ｖ
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
島
田
の
問
題
に
一
応
の
決
着
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
「
片
付

い
ち
ゃ
っ
た
」
（
百
二
）
と
す
る
「
周
囲
の
も
の
」
た
ち
と
は
別
に
、
「
彼
に
は
遣
ら
な
い
で

も
い
秘
百
円
を
好
意
的
に
遮
っ
た
の
だ
と
い
ふ
気
ば
か
り
強
く
起
っ
た
。
面
倒
を
避
け
る
た
め

に
金
の
力
を
籍
り
た
と
は
何
う
し
て
も
思
へ
な
か
っ
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
読
ま
れ
て
く
れ
ば
、
先
に
み
た
主
題
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
『
道
草
』
と
は
、
健
三
の
「
異
様
の
熱
塊
」
が
「
日
常
的
現
実
と
い
う
相
対
の

場
に
」
お
い
て
、
「
異
様
の
熱
塊
」
自
身
を
確
認
す
る
物
語
で
あ
る
、
と
。

「
異
様
の
熱
塊
」
が
、
他
者
と
の
間
に
共
在
し
て
い
る
時
間
に
お
い
て
で
は
な
く
、
彼
の
個

的
な
、
い
わ
ば
内
的
な
時
間
に
お
い
て
生
き
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
か
ぎ
り
で
、
健
三
に
と
っ
て
は
「
自
然
」
に
育
ま
れ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
「
日
常
」
が
健
三
に
と
っ
て
「
過
去
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
健

三
は
「
過
去
」
と
い
う
生
き
物
に
対
し
て
、
「
異
様
の
熱
塊
」
を
生
み
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
個

非
共
未
来
の
自
分
を
築
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
方
針
で
あ
っ
た
。
さ
う

し
て
彼
か
ら
見
る
と
正
し
い
方
針
に
違
ひ
な
か
っ
た
。
（
二
十
九
）

「
過
去
」
と
い
う
生
き
物
は
、
「
時
間
」
と
い
う
不
可
思
議
な
現
象
を
貫
い
て
活
動
す
る
。

妻
は
「
子
供
を
生
む
た
び
に
老
け
て
行
」
（
二
十
九
）
き
、
姉
は
「
自
然
と
末
枯
れ
て
」
（
二

十
五
）
行
く
。
そ
う
し
た
「
周
囲
の
も
の
」
た
ち
が
生
き
る
八
共
在
的
時
間
Ｖ
の
上
で
、
「
今

の
自
分
は
何
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
だ
ら
う
」
（
九
十
一
）
、
「
何
の
為
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
」

（
八
十
九
）
、
「
己
自
身
は
畢
寛
何
う
な
る
の
だ
ら
う
」
（
六
十
九
）
と
い
っ
た
、
健
三
の
八
内

的
時
間
Ｖ
の
問
題
は
そ
の
解
答
を
得
る
こ
と
が
な
い
。

「
過
去
」
は
、
答
え
の
代
わ
り
に
「
神
と
い
ふ
言
葉
」
と
な
っ
て
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
に

侵
入
す
る
。

的
に
引
き
受
け
て
き
た
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有
性
を
も
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ

（
Ｉ
外
的
規
範
（
あ
る
い
は
倫
理
）
に
対
時
す
る
裡
な
る
本
然
の
も
の
、
そ
の
倫
理
の
基
底
と

も
、
核
と
も
言
い
う
る
も
の
、
ま
た
そ
の
気
質
・
性
癖
と
も
つ
な
が
る
も
の
Ｉ
（
佐
藤
）
）
の

倫
理
性
を
も
っ
て
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
住
と
の
や
り
と
り
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
健
三
に
八
対
話
Ｖ
が
な
い
の
は
、
彼
が
八
共

在
的
時
間
Ｖ
よ
り
も
そ
の
八
内
的
時
間
Ｖ
を
、
外
的
規
範
よ
り
も
自
己
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の

八
正
し
さ
Ｖ
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
共
有
し
な
い
相
手
に
八
他
者
Ｖ
を
認
め

よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
い
ま
一
度
換
言
す
れ
ば
、
『
道
草
』
と
は
、
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有

性
と
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
倫
理
性
が
、
「
過
去
」
を
契
機
と
し
て
自
己
検
証
さ
れ
る
物
語
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
私
た
ち
は
、
こ
の
自
己
検
証
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
を
、
「
社
会
」
、

「
夫
婦
」
、
「
個
人
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
彼
は
斯
う
し
て
老
い
た
」

島
田
の
一
生
を
煎
じ
詰
め
た
や
う
な
一
句
を
眼
の
前
に
味
は
っ
た
健
三
は
、
自
分
は
果
し

●
●
●
●
●
●
●
●

て
何
う
し
て
老
ゆ
る
の
だ
ら
う
か
と
考
へ
た
。
彼
は
神
と
い
ふ
言
葉
が
嫌
で
あ
っ
た
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

然
し
其
時
の
彼
の
心
に
は
た
し
か
に
神
と
い
ふ
言
葉
が
出
た
。
さ
う
し
て
、
若
し
其
神
が

其
時
健
三
の
眼
に
映
じ
た
此
老
人
は
正
し
く
過
去
の
幽
邇
で
あ
っ
た
。
ま
た
現
在
の
人
間

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
薄
暗
い
未
来
の
影
に
も
相
違
な
か
っ
た
。
（
四
十
六
）

三
「
社
会
」
と
「
神
と
い
ふ
言
葉
」
、
あ
る
い
は
八
身
代
り
Ｖ
と
八
死
に
遅
れ
Ｖ

－3－
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『
道
草
』
で
は
、
人
々
は
一
見
八
身
代
り
Ｖ
可
能
な
「
関
係
」
を
生
き
て
い
る
。
た
と
え
ば

比
田
は
妻
御
夏
の
八
身
代
り
Ｖ
に
「
変
な
女
に
関
係
を
つ
け
て
」
（
五
）
お
り
、
そ
の
御
夏
に

と
っ
て
は
養
子
の
彦
ち
ゃ
ん
が
死
ん
だ
実
子
作
太
郎
の
八
身
代
り
Ｖ
で
あ
る
。
島
田
は
お
常
の

八
身
代
り
Ｖ
を
求
め
て
そ
の
「
関
係
」
を
断
っ
た
の
だ
し
、
お
住
は
お
縫
の
八
身
代
り
Ｖ
と
な

り
か
ね
な
い
。
健
三
が
求
め
て
い
る
の
は
「
矢
つ
張
姉
の
や
う
な
亭
主
孝
行
な
女
」
（
七
十
）

で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
お
住
も
「
た
ざ
女
房
を
大
事
に
し
て
呉
れ
私
ば
」
夫
の
八
身
代
り
Ｖ
は

「
泥
棒
だ
ら
う
が
、
詐
欺
師
だ
ら
う
が
」
「
構
は
な
い
」
（
七
十
七
）
。
誰
も
が
誰
か
の
便
宜

的
な
八
身
代
り
Ｖ
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
新
し
く
生
き
た
も
の
を
栫
へ
上
げ
た
」
（
八
十
五
）
と
き
に
起
こ
る
問
題
、
新

し
い
世
代
の
生
死
の
問
題
と
な
る
と
、
簡
単
に
八
身
代
り
Ｖ
は
許
さ
れ
な
い
。
健
三
の
兄
長
太

郎
は
、
喜
代
子
と
い
う
「
彼
の
最
も
可
愛
が
っ
て
ゐ
た
惣
領
の
娘
」
（
三
十
四
）
を
亡
く
し
て

い
る
。
「
結
核
で
死
ん
だ
其
子
の
生
年
月
を
口
の
う
ち
で
静
か
に
読
」
（
三
十
六
）
む
こ
と
し

か
で
き
ず
、
そ
の
八
身
代
り
Ｖ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
長
太
郎
は
、
「
何
か
に
付
け
て
後
を
振

り
返
り
勝
な
」
（
三
十
七
）
、
い
わ
ば
八
死
に
遅
れ
Ｖ
を
生
き
る
人
で
あ
り
、
語
り
手
が
彼
を

「
過
去
の
人
」
（
同
）
と
呼
ん
で
い
る
の
に
は
、
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
子
を
亡
く
し
て
い
る
姉
御
夏
に
し
て
も
、
養
子
が
「
飽
き
足
り
な
い
」
（
六

十
八
）
の
は
、
単
に
そ
の
稼
ぎ
が
少
な
い
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
新
し
く
」

「
栫
へ
上
げ
た
」
も
の
は
、
そ
の
他
の
誰
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
八
身
代
り
Ｖ
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
胎
内
で
子
を
亡
く
し
た
こ
と
の
あ
る
お
住
も
ま
た
、
そ
の

こ
と
に
う
す
う
す
感
づ
い
て
は
い
る
の
で
あ
る
（
七
十
八
）
。

健
三
に
も
「
何
時
自
分
が
兄
と
同
じ
境
遇
に
陥
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
と
い
ふ
悲
観
的
な
哲

健
三
は
「
事
実
の
上
に
於
て
突
然
人
間
を
平
等
に
視
」
（
六
十
七
）
る
。
「
無
教
育
な
」

（
七
）
姉
も
「
気
の
毒
」
（
三
十
七
）
な
兄
も
、
そ
し
て
「
異
様
の
熱
塊
」
を
抱
え
て
は
い
る

こ
の
自
分
さ
え
も
、
「
徒
ら
に
老
ゆ
る
と
い
ふ
結
果
よ
り
外
に
何
物
を
も
持
ち
来
さ
な
い
」

（
二
十
九
）
と
い
う
意
味
で
は
、
誰
も
が
同
じ
存
在
な
の
だ
。

神
の
眼
で
自
分
の
一
生
を
通
し
て
見
た
な
ら
ば
、
此
強
欲
な
老
人
の
一
生
と
大
し
た
変
り

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
気
が
強
く
し
た
。
（
四
十
八
）

赤
ん
坊
が
何
処
か
で
一
人
生
ま
れ
秘
ば
年
寄
が
一
人
何
処
か
で
死
ぬ
も
の
だ
（
略
）
／

●
●
●
●

「
つ
ま
り
身
代
り
に
誰
か
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
（
八
十
九
）

学
が
あ
っ
た
」
（
三
十
三
）
。
そ
れ
は
社
会
的
な
地
位
や
経
済
力
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。健

三
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
内
側
で
は
、
「
人
類
」
や
「
世
代
」
と
い
っ
た
「
観
念
」
（
八

十
九
）
が
生
き
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
己
の
八
死
に
遅
れ
Ｖ
的
存
在
性
が
予
感
さ
れ
て
い

る
。
生
物
的
「
自
然
」
過
程
に
お
い
て
は
、
（
し
た
が
っ
て
当
然
、
心
中
を
完
遂
す
る
と
い
う

よ
う
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
行
為
を
除
け
ば
）
自
他
の
八
死
Ｖ
の
選
択
が
個
体
に
許
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
人
は
誰
し
も
八
死
に
遅
れ
Ｖ
的
存
在
で
あ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

健
三
の
八
生
Ｖ
は
、
「
神
」
（
Ⅱ
八
超
越
的
自
然
Ｖ
）
の
前
で
は
、
誰
と
で
も
八
身
代
り
Ｖ

可
能
な
「
小
刀
細
工
」
（
百
一
）
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
の
生
物
的
「
自
然
」
過
程

に
お
い
て
は
、
八
死
に
遅
れ
Ｖ
的
存
在
と
し
て
生
き
ら
れ
て
い
る
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
健
三
の
八
死
に
遅
れ
Ｖ
意
識
が
、
八
身
代
り
Ｖ
を
希
望
し
て
そ

れ
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、
八
身
代
り
Ｖ
を
拒
否
し
て
そ
れ

が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
来
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
実
際
に
ま

だ
子
供
を
亡
く
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
、
本
質
的
に
は
、
彼
が
抱
く
「
異
様
の
熱
塊
」

の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
未
熟
（
八
内
的
時
間
Ｖ
、
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
未
検
証
）
の
た
め

な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
健
三
の
八
死
に
遅
れ
Ｖ
意
識
は
、
実
際
に
は
子
供
に
対
す
る
苛
立

ち
や
不
安
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
分
の
子
供
た
ち
を
「
化
物
」
「
肉
塊
」

（
八
十
一
）
「
怪
物
」
（
九
十
三
）
と
し
て
扱
う
態
度
に
窺
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
態
度

は
「
物
品
」
「
我
楽
多
」
「
出
来
損
な
ひ
」
（
九
十
一
）
と
し
て
自
分
を
扱
っ
た
実
父
の
似
姿

以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
神
と
い
ふ
言
葉
」
に
よ
っ
て
、
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
特
権
性
（
「
教
育
」
や
「
学
問
」

に
よ
る
「
誇
り
と
満
足
」
（
一
）
）
は
否
定
さ
れ
る
。
八
内
的
時
間
Ｖ
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が

八
他
者
Ｖ
の
八
内
的
時
間
Ｖ
と
交
感
さ
れ
ず
、
誰
と
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ

も
そ
も
そ
の
固
有
性
（
「
異
様
の
熱
塊
」
）
か
ら
し
て
が
あ
り
得
な
い
の
だ
。

で
は
、
八
共
在
的
時
間
Ｖ
の
上
で
、
八
身
代
り
Ｖ
と
八
死
に
遅
れ
Ｖ
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い

八
生
Ｖ
に
は
、
「
過
去
の
人
」
々
と
手
を
携
え
て
生
き
て
い
く
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の

虹
あ
く
る
と
し

芭
蕉
に
実
が
結
る
と
翌
年
か
ら
其
幹
は
枯
れ
て
仕
舞
ふ
。
竹
も
同
じ
事
で
あ
る
。
動
物
の

う
ち
に
は
子
を
生
む
為
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
、
死
ぬ
為
に
子
を
生
む
の
か
解
ら
な
い
も
の

い
く
ら

が
幾
何
で
も
あ
る
。
人
間
も
緩
慢
な
が
ら
そ
れ
に
準
じ
た
法
則
に
矢
シ
張
支
配
さ
れ
て
ゐ

る
。
（
九
十
三
）

－4－
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健
三
は
、
病
的
な
ま
で
に
「
技
巧
」
を
忌
み
嫌
っ
て
い
る
。
「
金
」
や
「
技
巧
」
が
、
お
住

と
の
「
精
神
上
の
要
求
を
充
た
す
方
便
と
し
て
は
」
「
失
敗
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
が
、

彼
に
は
、
む
し
ろ
八
正
し
い
Ｖ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
八
隔
た
り
Ｖ
は
、
「
金
」
や
「
下

「
過
去
」
を
「
事
実
」
と
し
て
の
み
捉
え
る
お
住
は
、
八
内
的
時
間
Ｖ
の
「
文
体
」
に
「
引

つ
懸
っ
て
」
い
る
健
三
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
の
逆
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

が
彼
ら
の
基
本
的
な
八
隔
た
り
Ｖ
で
あ
る
。
こ
の
八
隔
た
り
Ｖ
は
、
そ
こ
に
「
技
巧
」
が
加
わ

る
と
き
に
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
着
物
や
帯
を
質
に
入
れ
る
妻
を
見
か
ね
て
、
健
三
が
勤
め

を
増
や
し
て
「
家
計
の
不
足
」
を
補
お
う
と
す
る
、
周
知
の
場
面
を
見
よ
う
。

だ
ろ
う
か
。
健
三
は
、
そ
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
扉
を
八
共
在
的
時
間
Ｖ
へ
と
開
け
放
ち
、
そ
の

八
内
在
的
自
然
Ｖ
に
「
周
囲
の
も
の
」
た
ち
の
規
範
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

其
時
細
君
は
別
に
嬉
し
い
顔
も
し
な
か
っ
た
。
然
し
若
し
夫
が
優
し
い
言
葉
に
添
へ
て
、

そ
れ
を
渡
し
て
呉
れ
た
な
ら
、
屹
度
嬉
し
い
顔
を
す
る
事
が
出
来
た
ら
う
に
と
思
っ
た
。

健
三
は
又
若
し
細
君
が
嬉
し
さ
う
に
そ
れ
を
受
取
っ
て
く
れ
た
ら
優
し
い
言
葉
も
掛
け
ら

●
●
●
●
●
●

れ
た
ら
う
に
と
考
へ
た
。
そ
れ
で
物
質
的
の
要
求
に
応
ず
べ
く
工
面
さ
れ
た
此
金
は
、
二

●
●
●
●
●
●

人
の
間
に
存
在
す
る
精
神
上
の
要
求
を
充
た
す
方
便
と
し
て
は
寧
ろ
失
敗
に
帰
し
て
し
ま

っ
た
。

細
君
は
其
折
の
物
足
ら
な
さ
を
回
復
す
る
た
め
に
、
二
三
日
経
っ
て
か
ら
、
健
三
に
一

反
の
反
物
を
見
せ
た
。

「
あ
な
た
の
着
物
を
栫
へ
や
う
と
思
ふ
ん
で
す
が
、
是
は
何
う
で
せ
う
」●

●
●
●
●

細
君
の
顔
は
晴
々
し
く
輝
い
て
ゐ
た
。
然
し
健
三
の
眼
に
は
そ
れ
が
下
手
な
技
巧
を
交

へ
て
ゐ
る
や
う
に
映
っ
た
。
彼
は
其
不
純
を
疑
っ
た
。
さ
う
し
て
わ
ざ
と
彼
女
の
愛
嬬
に

誘
は
れ
ま
い
と
し
た
。
細
君
は
寒
さ
う
に
席
を
立
っ
た
。
（
二
十
一
）

細
君
の
読
み
上
げ
る
文
章
は
、
丸
で
旧
幕
時
代
の
町
人
が
町
奉
行
か
何
か
へ
出
す
訴
状
の

や
う
に
聞
え
た
。
其
口
調
に
動
か
さ
れ
た
健
三
は
、
（
中
略
）
昔
も
思
ひ
合
さ
れ
た
。
然

●
●

●
●

し
事
実
の
興
味
が
主
と
し
て
働
き
か
け
て
ゐ
る
細
君
の
方
で
は
丸
で
文
体
な
ど
に
頓
着
し

な
か
っ
た
。
（
三
十
二
）

四
「
夫
婦
」
と
「
仲
裁
者
と
し
て
の
自
然
」
、
あ
る
い
は
「
過
去
」
と
「
技
巧
」

む
ろ
ん
漱
石
は
こ
こ
で
、
誰
が
真
に
「
執
鋤
」
で
あ
る
の
か
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

誰
も
が
「
執
鋤
」
で
あ
る
し
か
な
い
「
関
係
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
健

三
が
ど
こ
ま
で
も
「
執
勧
」
な
の
は
、
「
技
巧
」
だ
け
は
見
え
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
埋
ま
る

こ
と
の
な
い
お
常
と
の
八
隔
た
り
Ｖ
が
、
彼
に
は
は
っ
き
り
見
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
健
三
は
、
お
常
と
共
有
し
た
「
過
去
」
の
「
事
実
」
に
苛
立
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「
世
話
に
な
っ
た
」
人
に
「
嫌
悪
の
情
」
（
十
三
）
を
抱
い
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
八
内
在

的
自
然
Ｖ
を
育
て
た
、
自
ら
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
「
文
体
」
に
「
引
懸
か
つ
て
」
（
九
十
七
）

い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
自
分
の
「
過
去
」
を
ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
う
で
あ
ら
せ
た
も
の
、
つ

ま
り
こ
こ
で
い
う
「
運
命
」
（
八
十
二
）
に
こ
そ
不
可
解
さ
を
感
じ
、
な
ん
と
か
そ
れ
に
抗
お

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

健
三
は
「
事
実
の
上
に
お
い
て
突
然
人
間
を
平
等
に
視
た
」
。
し
か
し
、
「
文
体
」
の
上
に

●
●
●

お
い
て
は
決
し
て
「
人
間
を
平
等
に
視
」
た
り
は
し
な
い
。
「
金
」
や
「
技
巧
」
は
、
他
者
と

の
八
共
在
的
時
間
Ｖ
が
生
む
「
事
実
」
の
八
隔
た
り
Ｖ
を
埋
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
埋
ま
り
切
ら
な
い
八
隔
た
り
Ｖ
が
確
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら

し
め
る
だ
け
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
、
健
三
の
い
う
「
文
体
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
自
己
の
八
内
的

時
間
Ｖ
と
他
者
の
八
内
的
時
間
Ｖ
と
の
八
隔
た
り
Ｖ
、
し
た
が
っ
て
自
己
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ

と
他
者
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
と
の
八
隔
た
り
Ｖ
で
あ
り
、
ま
た
個
々
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
と

八
超
越
的
自
然
Ｖ
と
の
八
隔
た
り
Ｖ
な
の
で
あ
る
。

八
超
越
的
自
然
Ｖ
の
前
で
誰
と
で
も
交
換
可
能
な
八
身
代
り
Ｖ
的
存
在
を
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、

生
物
的
「
自
然
」
過
程
に
お
い
て
八
死
に
遅
れ
Ｖ
意
識
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
健
三
が
、
八
他

者
Ｖ
と
関
わ
る
と
き
に
は
常
に
「
過
去
」
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
健
三
に
必
要
な
の

は
、
「
適
去
」
か
ら
は
独
立
し
た
形
で
八
他
者
Ｖ
と
取
り
結
び
得
る
固
有
の
「
関
係
」
な
の
で

手
な
技
巧
」
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。

健
三
に
と
っ
て
「
技
巧
」
と
は
、
島
田
や
お
常
に
刻
み
込
ま
れ
た
「
過
去
」
そ
の
も
の
だ
か

ら
、
と
い
え
ば
足
り
る
だ
ろ
う
か
。
「
技
巧
」
で
生
き
て
来
た
お
常
が
、
何
故
か
そ
の
「
技
巧
」

を
捨
て
た
女
と
し
て
現
れ
た
と
き
の
健
三
の
態
度
を
見
よ
う
。

遠
慮
、
忘
却
、
性
質
の
変
化
、
そ
れ
等
の
も
の
を
前
に
並
べ
て
考
へ
て
見
て
も
、
健
三

に
は
少
し
も
合
点
が
行
か
な
か
っ
た
。

あ
っ
さ
り

「
そ
ん
な
淡
泊
し
た
女
ぢ
や
な
い
」

彼
は
腹
の
中
で
斯
う
云
は
な
け
れ
ば
何
う
し
て
も
承
知
が
出
来
な
か
っ
た
。
（
六
十
四
）
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あ
る
。
そ
れ
は
「
現
在
」
を
生
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
健
三
に
と
っ
て
、
そ
の
可

能
性
は
お
住
と
の
間
の
他
に
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
「
関
係
」
の
中
に
八
隔
た
り
Ｖ
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
こ
に
自
分
の
暗
い
「
過
去
」
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
「
下
手
な
技
巧
」
が
入
り
込
む

こ
と
に
は
、
健
三
は
「
我
慢
」
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

お
住
は
「
実
質
」
を
要
求
す
る
。

彼
ら
は
互
い
に
「
実
質
」
や
「
人
格
」
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
こ
こ
で
用
い
て

い
る
「
尊
敬
」
と
い
う
同
じ
言
葉
に
こ
そ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
そ
の
意
味
す
る
も
の

が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
健
三
と
お
住
の
互
い
に
対
す
る
要
求
が
、
微
妙
に
そ
し
て
確

実
に
ズ
レ
る
の
は
、
こ
の
一
点
で
あ
る
。

「
泥
棒
だ
ら
う
が
、
詐
欺
師
だ
ら
う
が
」
「
た
ぎ
女
房
を
大
事
に
し
て
呉
れ
謎
ば
、
そ
れ
で

沢
山
」
（
七
十
七
）
だ
と
、
お
住
が
云
う
と
き
、
彼
女
は
健
三
に
対
し
て
社
会
的
に
通
用
す
る

「
実
質
」
を
望
ん
で
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お
住
は
た
だ
、
家
族
の
一
員
と

し
て
の
「
夫
」
と
い
う
役
割
を
「
事
実
」
に
お
い
て
果
た
す
こ
と
、
ま
た
「
自
分
の
前
」
で
保

つ
べ
き
八
一
人
の
男
Ｖ
と
し
て
の
「
実
質
」
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
事
実
」

と
「
実
質
」
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
役
者
は
誰
と
で
も
八
身
代
り
Ｖ
可
能
な
の
で
あ
る
。

対
す
る
健
三
に
と
っ
て
、
「
尊
敬
」
す
る
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
互
い
が
互
い
に
と
っ
て

他
の
人
間
と
八
身
代
り
Ｖ
不
可
能
な
、
た
だ
一
人
の
相
手
と
し
て
認
め
る
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
健
三
は
お
住
に
対
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
八
身
代
り
Ｖ
の
利
か
な
い

八
た
だ
一
人
の
女
Ｖ
で
あ
れ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

男
と
女
が
互
い
の
前
で
た
だ
一
人
の
女
で
あ
り
男
で
あ
る
と
き
、
そ
の
と
き
だ
け
は
、
互
い

に
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
八
共
在
的
時
間
Ｖ
の
生
む
八
隔
た
り
Ｖ
も
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

健
三
は
「
人
格
」
を
要
求
す
る
。

「
単
に
夫
と
い
ふ
名
前
が
付
い
て
ゐ
る
か
ら
と
云
ふ
丈
の
意
味
で
、
其
人
を
尊
敬
し
な
く

●
●
●
●
●
●
●
●
●

て
は
な
ら
な
い
と
強
ひ
ら
れ
て
も
自
分
に
は
出
来
な
い
。
も
し
尊
敬
を
受
け
た
け
れ
ば
、

●
●
●

受
け
ら
れ
る
丈
の
実
質
を
有
っ
た
人
間
に
な
っ
て
自
分
の
前
に
出
て
来
る
が
好
い
。
夫
と

い
ふ
肩
書
な
ど
は
無
く
っ
て
も
構
は
な
い
か
ら
」
（
七
十
一
）

「
女
だ
か
ら
馬
鹿
に
す
る
の
で
は
な
い
。
馬
鹿
だ
か
ら
馬
鹿
に
す
る
の
だ
、

●
●
●

●
●
●

け
れ
ば
尊
敬
さ
れ
る
丈
の
人
格
を
栫
へ
る
が
い
訟
」
（
七
十
一
）

●
●
●
●
●

尊
敬
さ
れ
た

少
な
く
と
も
互
い
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
八
隔
た
り
Ｖ
を
「
上
部
丈
」
埋
め
よ
う
と
す
る
よ
う

な
、
自
分
を
偽
り
自
分
を
縮
小
さ
せ
る
、
「
下
手
な
技
巧
」
か
ら
は
逃
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
。

（
八
共
在
的
時
間
Ｖ
を
共
有
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
八
内
的
時
間
Ｖ
を
共
有
す
る
こ
と
、
共
通

の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
を
共
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
）
そ
こ
だ
け
は
「
過
去
」
が

八
内
的
時
間
Ｖ
や
八
内
在
的
自
然
Ｖ
に
及
ぼ
す
力
か
ら
自
由
な
、
人
間
と
人
間
と
の
「
自
然
」

な
「
関
係
」
の
八
場
Ｖ
で
は
な
い
か
。

こ
の
も
と
も
と
八
個
人
Ｖ
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
要
求
が
、
健
三
に
お
い
て
は
、
「
人
格
」
と

い
う
言
葉
の
使
用
の
裏
側
で
、
お
住
の
存
在
が
八
女
Ｖ
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
お
住
は
八
身
代
り
Ｖ
可
能
な
た
だ
の
八
女
Ｖ
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

「
女
だ
か
ら
馬
鹿
に
す
る
の
で
は
な
い
」
と
健
三
は
い
う
。
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
の
妻

へ
の
同
情
は
「
女
の
義
務
」
（
五
十
三
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
八
女
Ｖ
と
い
う
も
の
へ
の

「
慈
愛
」
（
五
十
四
）
か
ら
の
も
の
だ
。
そ
し
て
彼
の
妻
へ
の
非
難
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
女

に
は
技
巧
が
あ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
（
八
十
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
夫
の
為
に
の
み
存
在
す
る
妻
を
最
初
か
ら
仮
定
し
て
慨
か
ら
な
」
（
七
十
一
）
い
健
三
は
、

「
夫
と
独
立
し
た
自
己
の
存
在
を
主
張
し
や
う
と
す
る
細
君
」
（
同
）
、
す
な
わ
ち
八
個
人
Ｖ

と
し
て
の
お
住
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
と
き
、
彼
は
自
己
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有
性
の
存
立
条
件
を
自
身
で
否

定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
的
な

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
自
分
一
人
き
り
の
八
正
し
さ
Ｖ
、
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
倫
理
性
を
、

「
論
理
」
で
も
っ
て
お
住
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
要
求
を
押
し
付
け
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
論
理
」
は
そ
れ
が
い
く
ら
「
技
巧
」
か
ら
は
遠
く
と
も
、
お
住
に
と
っ
て
は

「
空
っ
ぽ
う
」
な
「
理
屈
」
（
九
十
八
）
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
八
た
だ
一
人
の
女
Ｖ
で
な
く
、

八
た
だ
の
女
Ｖ
と
し
て
、
夫
の
「
妻
」
、
子
の
「
母
」
と
い
っ
た
役
割
し
か
演
じ
る
こ
と
が
出

来
な
い
お
住
が
、
健
三
に
近
寄
る
に
は
ど
う
し
て
も
「
技
巧
」
的
で
し
か
あ
り
得
ず
に
、
そ
れ

が
健
三
に
と
っ
て
「
心
の
束
縛
」
（
四
十
一
）
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
共
有
で

き
る
も
の
は
、
互
い
の
身
体
で
し
か
な
か
ろ
う
。

「
過
去
」
に
よ
っ
て
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
「
天
真
」
を
損
な
わ
れ
た
健
三
に
と
っ
て
、
八
内

的
時
間
Ｖ
の
固
有
性
を
認
め
合
い
、
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
八
正
し
さ
Ｖ
を
共
有
し
得
る
、
八
身

代
り
Ｖ
不
可
能
な
八
他
者
Ｖ
を
得
る
こ
と
、
そ
の
相
手
と
「
手
を
携
へ
」
（
七
十
一
）
、
「
現

在
」
を
生
き
得
る
「
関
係
」
を
築
く
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
、
「
過
去
」
や
「
世
間
」
、
あ
る
い
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江
藤
淳
の
鋭
い
嗅
覚
は
、
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
に
回
想
さ
れ
る
「
水
の
変
ら
な
い
」
場
所

に
、
八
「
我
執
」
と
い
う
悪
臭
を
は
な
つ
ガ
ス
ｖ
を
嗅
ぎ
と
り
、
ま
た
そ
の
場
所
が
、
八
日
常

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

こ
の
超
越
的
な
「
仲
裁
者
と
し
て
の
自
然
が
二
人
の
間
に
這
入
っ
て
来
た
」
（
五
十
五
）
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
神
と
い
ふ
言
葉
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
向
こ
う
側
か
ら
一
方
向

的
に
や
っ
て
来
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

彼
ら
の
意
志
に
関
わ
り
な
く
働
く
こ
の
八
超
越
的
自
然
Ｖ
は
、
と
き
に
は
「
仲
裁
者
」
と
し

て
、
彼
ら
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
を
も
っ
ぱ
ら
身
体
的
な
、
あ
る
い
は
性
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て

共
有
さ
せ
て
み
せ
る
の
だ
が
、
八
正
し
さ
Ｖ
、
す
な
わ
ち
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
倫
理
的
な
レ
ベ

ル
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
の
「
傍
観
者
」
（
同
）
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
調
停
し
た
り
す
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
神
と
い
ふ
言
葉
」
は
、
「
社
会
」
と
い
う
場
に
お
い
て
、
彼
の
「
異
様
の
熱
塊
」
に
八
自

己
Ⅱ
他
者
Ｖ
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
八
自
己
Ⅱ
他
者
Ｖ
た
ち
は
し
か
し
、

「
過
去
」
を
生
き
る
人
で
し
か
な
か
っ
た
。
「
夫
婦
」
と
い
う
場
に
お
い
て
、
「
仲
裁
者
」
や

「
傍
観
者
」
と
し
て
現
れ
る
八
超
越
的
自
然
Ｖ
さ
え
、
自
己
の
八
正
し
さ
Ｖ
を
自
身
の
存
在
の

根
拠
と
す
る
健
三
に
、
そ
の
「
現
在
」
を
生
き
る
こ
と
を
保
証
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
と

き
、
健
三
と
い
う
「
個
人
」
の
「
異
様
の
熱
塊
」
は
、
如
何
に
し
て
真
に
「
現
在
」
を
生
き
る

八
自
己
Ⅱ
他
者
Ｖ
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

は
「
親
族
」
と
い
っ
た
も
の
か
ら
独
立
し
得
る
可
能
性
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
「
異
様
の
熱
塊
」
そ
の
も
の
の
未
熟
な
性
格
に
よ
っ
て
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
そ
う
し
た
個
的
な
営
為
を
無
効
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
八
超
越
的

自
然
Ｖ
は
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
の
鼻
を
襲
っ
た
。
（
八
）

●
●
●
●
●
●

其
処
に
は
往
来
の
片
側
に
幅
の
広
い
大
き
な
堀
が
一
丁
も
続
い
て
ゐ
た
。
水
の
変
ら
な
い

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

其
堀
の
中
は
腐
っ
た
泥
で
不
快
に
濁
っ
て
ゐ
た
。
所
々
に
蒼
い
色
が
湧
い
て
厭
な
臭
さ
へ

五
健
三
と
八
内
的
時
間
Ｖ
、
あ
る
い
は
存
在
と
倫
理

非
情
に
緊
張
し
て
何
時
切
れ
る
か
分
ら
な
い
程
に
行
き
詰
っ
た
か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
が

．
●
●
●
●
そ
ろ
そ
ろ

ま
た
自
然
の
勢
ひ
で
徐
々
元
へ
戻
っ
て
来
た
。
（
六
十
五
）

の
「
悪
臭
」
を
嗅
ぎ
と
っ
た
生
活
者
の
必
然
的
に
お
ち
い
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
地
獄
ｖ
、
す
な

わ
ち
健
三
の
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
⑤
。

し
か
し
、
江
藤
氏
が
続
け
て
八
彼
の
内
部
の
葛
藤
は
、
こ
の
「
沼
」
と
、
そ
れ
を
干
拓
し
よ

う
と
す
る
品
０
８
．
言
旨
な
意
志
と
の
間
で
演
じ
ら
れ
る
ｖ
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
若
干
の

修
正
が
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ

る
場
合
、
こ
の
「
沼
」
を
「
干
拓
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
八
淀
み
Ｖ
を
八
流
れ
Ｖ
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
と

●
●
●
●
●
●
●

お
常
が
「
生
家
の
話
」
（
六
十
二
）
を
す
る
と
き
に
、
そ
の
「
床
の
下
を
水
が
縦
横
に
流
れ

●
●
●

て
ゐ
る
と
い
ふ
特
色
が
、
彼
女
の
何
時
で
も
繰
返
す
重
要
な
点
で
あ
っ
た
」
（
同
）
こ
と
を
思

い
出
そ
う
。
こ
の
点
を
見
逃
す
と
き
、
お
常
が
そ
の
「
技
巧
」
を
捨
て
た
女
と
し
て
健
三
の
前

に
現
れ
る
と
い
う
謎
が
、
真
に
謎
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
ろ
ん
健
三
は
、
お
常
の
「
技
巧
」
が
消
え
た
こ
と
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
お

常
の
言
葉
を
疑
っ
て
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
漱
石
が
こ
の
水
の
八
淀
み
Ｖ
を
（
そ
れ
を
八
埋

め
る
Ｖ
こ
と
に
で
は
な
く
）
八
流
れ
Ｖ
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

八
淀
み
Ｖ
に
橋
を
架
け
、
そ
の
八
上
Ｖ
に
立
つ
こ
と
。
「
硝
子
戸
の
中
』
で
、
漱
石
が
一
度

は
「
跨
が
っ
て
」
立
っ
た
と
思
え
た
場
所
と
は
、
そ
こ
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
一
般
の
人
類
」

と
「
自
分
」
と
に
架
け
ら
れ
た
橋
の
上
に
立
つ
こ
と
。
私
た
ち
の
文
脈
で
い
え
ば
、
そ
れ
は

八
共
在
的
時
間
Ｖ
と
八
内
的
時
間
Ｖ
と
の
橋
の
上
に
立
つ
こ
と
、
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
橋
の
八
上
Ｖ
と
は
、
八
淀
み
Ｖ
を
八
流
れ
Ｖ
に
す
る
試
み
が
徹
底
さ
れ
ぬ
ま

ま
、
そ
の
試
み
の
困
難
さ
を
回
避
し
て
八
仮
構
さ
れ
た
場
所
Ｖ
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と

を
問
う
前
に
、
私
た
ち
は
い
ま
少
し
健
三
の
生
き
る
時
空
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

三
十
八
、
九
章
に
代
表
さ
れ
る
、
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
が
引
き
寄
せ
る
「
過
去
」
の
風
景

に
お
い
て
、
彼
が
八
上
下
Ｖ
の
方
向
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
蓮
寅
重
彦

の
指
摘
が
あ
る
⑥
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

赤
い
門
の
家
は
狭
い
往
来
か
ら
細
い
小
路
を
二
十
間
も
折
れ
曲
っ
て
這
入
っ
た
突
き
当
り

●
●
●
●
●

に
あ
っ
た
。
（
略
）
此
狭
い
往
来
を
突
き
当
っ
て
左
へ
曲
る
と
長
い
下
り
坂
が
あ
っ
た
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

（
略
）
彼
は
草
履
穿
の
侭
で
、
何
度
か
其
高
い
階
段
を
上
っ
た
り
下
っ
た
り
し
た
。
（
同
）

●
●
●

●
●
●

健
三
は
時
々
薄
暗
い
土
間
へ
下
り
て
、
其
処
か
ら
す
ぐ
向
側
の
石
段
を
下
り
る
た
め
に
、
馬

●
●
●
●
●
●
●
●
・

の
通
る
往
来
を
横
切
っ
た
。
彼
は
斯
う
し
て
よ
く
仏
様
に
華
じ
上
っ
た
。
（
略
）
其
先
は

●
●
●
●
●
●
●

何
う
す
る
事
も
出
来
ず
に
ま
た
下
り
て
来
た
。
（
三
十
八
）

－7－
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健
三
が
生
き
る
平
面
は
、
「
右
に
も
左
に
も
折
れ
曲
っ
て
ゐ
」
（
三
十
九
）
る
町
で
あ
り
、

あ
る
い
は
誰
も
い
な
い
「
伽
藍
堂
」
の
よ
う
な
広
い
家
（
同
）
で
あ
る
。
健
三
が
、
こ
こ
で
迷

路
の
よ
う
な
、
ま
た
空
虚
な
八
平
面
Ｖ
に
対
し
て
八
上
下
Ｖ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
「
過
去
」
と
「
あ
ま
り
に
変
り
な
さ
過
ぎ
」
る
、
健
三
の
「
現
在
」

が
あ
る
の
で
あ
る
。

図
式
的
に
み
れ
ば
、
『
道
草
』
を
生
き
る
健
三
の
時
空
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
か
。
「
過
去
」
と
い
う
生
き
物
は
、
平
坦
で
あ
っ
た
は
ず
の
健
三
の
「
日
常
」
に
起

伏
を
生
じ
さ
せ
た
が
、
そ
の
「
日
常
」
の
平
面
を
八
水
平
Ｖ
に
作
用
す
る
力
は
、
近
親
者
や
金

銭
と
し
て
迷
路
の
よ
う
に
健
三
の
周
囲
を
取
り
巻
き
、
「
遠
い
所
」
で
手
に
入
れ
た
は
ず
の
彼

の
「
誇
り
と
満
足
」
（
一
）
を
剥
ぎ
取
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
空
虚
に
な
っ
た
彼
の
「
異
様
の

熱
塊
」
を
、
八
垂
直
Ｖ
に
貫
く
力
が
、
そ
の
下
降
線
の
深
奥
か
ら
存
在
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
り
、

倫
理
を
上
昇
線
の
彼
方
に
あ
る
八
絶
対
Ｖ
の
高
み
へ
と
誘
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
。

た
と
え
ば
、
存
在
論
的
な
不
安
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
、
健
三
の
幼
少
期
の
「
緋

●
●
●
●

鯉
」
体
験
は
、
蓮
實
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
彼
を
水
の
底
に
引
っ
張
り
込
ま
な
け
れ

ば
已
ま
な
い
其
強
い
力
」
に
「
彼
は
恐
ろ
し
く
な
っ
て
、
す
ぐ
竿
を
放
り
出
し
」
（
三
十
八
）

て
い
る
こ
と
。
同
じ
く
分
娩
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
胎
児
」
を
取
り
上
げ
る
場
面
で
も
、
「
健
三

●
●
●
●
●
●
●

の
眼
を
落
し
て
ゐ
る
辺
は
、
夜
具
の
縞
柄
さ
へ
判
明
し
な
い
ぼ
ん
や
り
し
た
陰
」
に
な
っ
て
お

り
、
そ
こ
で
「
彼
は
已
を
得
ず
暗
中
に
模
索
」
し
、
「
ぶ
り
ノ
、
し
た
寒
天
の
や
う
な
も
の
」

に
「
恐
ろ
し
く
な
っ
て
急
に
手
を
引
込
め
」
（
八
十
）
て
い
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
健

三
の
視
線
が
八
下
Ｖ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
彼
が
そ
の
身
体
を
八
下
Ｖ
に
）
引
っ
張
り
込

ま
」
れ
る
の
を
拒
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

八
下
Ｖ
か
ら
の
存
在
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
そ
こ
で
し
か
生
き
る
こ
と
を
許
さ

れ
な
い
「
日
常
」
の
平
面
に
お
い
て
、
空
虚
に
な
っ
た
「
異
様
の
熱
塊
」
を
抱
え
た
健
三
の
生

活
は
、
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
。
「
肝
穎
の
電
流
を
何
か
の
機
会
に
応
じ
て
外
へ
洩
ら
さ

な
け
れ
ば
苦
し
く
っ
て
居
堪
ま
れ
な
」
い
彼
は
、
子
供
の
鉢
植
を
「
無
意
味
に
」
「
蹴
飛
ば
し

て
見
た
り
」
、
「
罪
も
な
い
」
下
女
を
叱
っ
た
り
す
る
。

「
己
の
画
任
ぢ
や
な
い
。
畢
寛
こ
ん
な
気
違
じ
み
た
真
似
を
己
に
さ
せ
る
も
の
は
誰
だ
。

其
奴
が
悪
い
ん
だ
」
／
（
略
）
／
無
信
心
な
彼
は
何
う
し
て
も
、
「
神
に
は
能
く
解
っ
て

ゐ
る
」
と
云
ふ
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
も
し
左
右
い
ひ
得
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
仕
合
せ
だ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ら
う
と
い
ふ
気
さ
へ
起
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
道
徳
は
何
時
で
も
自
己
に
始
ま
っ
た
。
さ
う

存
在
の
不
安
を
倫
理
的
苦
痛
に
置
き
換
え
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
試
み
⑦
は
、
「
神
と
い
ふ

言
葉
」
の
使
用
を
拒
み
、
自
己
に
終
始
す
る
し
か
な
い
「
道
徳
」
に
よ
る
か
ぎ
り
、
怒
号
や
暴

力
と
し
て
、
自
分
を
偽
る
他
あ
る
ま
い
。
「
彼
は
自
分
を
罵
っ
た
。
然
し
自
分
を
罵
ら
せ
る
や

う
に
す
る
相
手
を
ば
更
に
烈
し
く
照
っ
た
」
（
七
十
八
）
。
し
か
し
、
こ
の
彼
の
八
内
在
的
自

然
Ｖ
は
、
ど
こ
ま
で
も
相
対
的
な
倫
理
基
準
で
し
か
な
い
の
だ
。

八
水
平
Ｖ
の
力
の
前
で
、
「
人
間
を
平
等
に
視
た
」
健
三
が
手
に
入
れ
る
の
は
、
「
周
囲
の

も
の
」
た
ち
と
手
を
携
え
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
諦
観
で
は
な
く
、
八
身
代
り
Ｖ
と

八
死
に
遅
れ
Ｖ
の
、
い
わ
ば
「
過
去
」
を
の
み
生
き
る
八
生
Ｖ
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に

み
た
。
理
由
も
な
く
生
ま
れ
落
ち
、
意
味
も
な
く
死
ん
で
い
く
自
ら
の
八
生
Ｖ
が
、
誰
と
も
共

有
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
現
実
。
八
下
Ｖ
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
そ
う
な
存
在
の
不
安
。
そ

う
し
た
日
々
の
八
生
Ｖ
を
釣
り
支
え
、
他
者
の
八
生
Ｖ
と
の
つ
な
が
り
を
も
保
証
し
て
く
れ
る
、

倫
理
の
八
絶
対
Ｖ
と
い
う
高
み
に
健
三
が
誘
わ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

ど
ぶ
食
君
ら

島
田
が
自
身
で
「
門
口
の
泥
瀧
も
袋
つ
た
」
（
八
）
り
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
健
三
が

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

思
い
出
す
お
縫
の
姿
が
、
そ
の
「
門
前
の
泥
溝
に
掛
け
た
小
橋
の
上
に
立
っ
て
」
（
二
十
二
）

い
る
こ
と
さ
え
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

健
三
に
と
っ
て
、
「
遠
い
所
」
は
二
重
に
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き

「
現
在
」
を
生
み
出
し
、
「
未
来
」
に
ま
で
影
を
投
げ
か
け
る
「
過
去
」
と
し
て
八
下
Ｖ
に
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
「
過
去
」
を
超
越
し
、
「
現
在
」
を
肯
定
す
べ
く
要
請
さ
れ
る

「
天
」
と
し
て
八
上
Ｖ
に
あ
る
。
彼
は
回
想
の
「
過
去
」
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
「
現
在
」

も
そ
の
存
在
を
八
上
下
Ｖ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

別
言
し
よ
う
。
健
三
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
異
様
の
熱
塊
」
を
生
み
、
ま
た
そ
の
持
続
を
通

し
て
個
的
に
引
き
受
け
ら
れ
て
き
た
八
内
的
時
間
Ｖ
と
、
「
周
囲
の
も
の
」
た
ち
と
共
有
さ
れ

（
お
住
の
場
合
、
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
）
、
ま
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
八
共
在
的
時
間
Ｖ
と
の
二
重

性
が
、
特
に
そ
の
ズ
レ
が
、
生
き
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ズ
レ
の
生
む
亀
裂
が
、
健
三

少
し
も
不
快
の
記
憶
に
濁
さ
れ
て
ゐ
な
い
其
人
の
面
影
は
、
島
田
や
お
常
の
そ
れ
よ
り
も
、

今
の
彼
に
取
っ
て
遥
に
尊
か
っ
た
。
人
類
に
対
す
る
慈
愛
の
心
を
、
硬
く
な
り
か
け
た

そ
を

ば
っ
さ
り

彼
か
ら
唆
り
得
る
点
に
於
て
。
ま
た
漠
然
と
し
て
散
漫
な
人
類
を
、
比
較
的
判
明
し
た
一

人
の
代
表
者
に
縮
め
て
呉
れ
る
点
に
於
て
。
（
六
十
二
）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

し
て
自
己
に
終
る
ぎ
り
で
あ
っ
た
。
（
五
十
七
）

－8－



100 夏目漱石「道草」小論

の
「
一
体
二
様
」
の
「
過
去
」
を
八
上
下
Ｖ
に
貫
い
て
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

健
三
の
抱
え
る
八
内
的
時
間
Ｖ
は
、
八
共
在
的
時
間
Ｖ
を
否
認
、
で
き
れ
ば
抹
消
し
た
い
の

だ
が
、
そ
れ
は
原
理
的
に
不
可
能
事
で
あ
る
。
「
過
去
」
と
い
う
生
き
物
が
健
三
に
強
い
る
自

己
検
討
と
は
、
八
内
的
時
間
Ｖ
が
、
八
下
Ｖ
に
あ
る
「
遠
い
所
」
か
ら
存
在
論
的
問
題
を
突
き

付
け
ら
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
自
己
批
判
に
よ
る
自
己
認
識
を
そ
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
内
部

で
敢
行
す
る
こ
と
な
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
八
内
的
時

間
Ｖ
内
で
は
お
さ
ま
り
切
れ
ず
に
、
倫
理
的
問
題
の
八
共
在
的
時
間
Ｖ
に
お
け
る
解
決
を
、

八
上
Ｖ
に
あ
る
「
遠
い
所
」
に
対
し
て
、
逆
に
突
き
付
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
漱
石
が
健
三
に
間
う
て
い
る
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
健
三
よ
、
お
ま

え
が
自
身
の
内
部
の
「
遠
い
所
」
で
手
に
入
れ
た
、
「
学
問
」
や
「
教
育
」
に
つ
い
て
の
「
誇

り
と
満
足
」
だ
け
で
な
く
、
お
ま
え
に
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
原
動
力
と
で
も
い
う
べ
き
「
異

様
の
熱
塊
」
ま
で
も
、
こ
こ
で
、
（
八
下
Ｖ
か
ら
の
、
こ
れ
ま
た
自
身
の
内
部
で
感
じ
ら
れ
て

い
る
）
存
在
論
的
不
安
を
契
機
と
し
て
批
判
再
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
「
異
様
の
熱
塊
」

と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
八
他
者
Ｖ
と
の
接
点
を
持
た
な
い
か
ぎ
り
、
「
温
か
い
人
間
の
血
を
枯

ら
」
（
三
）
す
と
い
う
意
味
で
は
、
「
我
執
」
と
一
般
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
罪
」
で

は
な
い
の
か
。
そ
れ
を
お
ま
え
自
身
の
内
部
で
問
う
て
み
よ
。
そ
う
漱
石
は
い
う
の
だ
。

し
か
し
、
そ
の
自
己
認
識
が
徹
底
さ
れ
る
た
め
に
は
、
（
八
上
Ｖ
に
あ
る
は
ず
の
）
「
天
」

に
よ
る
倫
理
の
絶
対
基
準
が
必
須
と
な
る
は
ず
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
な
く
し
て
ど
う
し
て

八
他
者
Ｖ
な
ど
認
め
ら
れ
よ
う
か
。
個
的
に
抱
え
た
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有
性
や
八
内
在
的
自

然
Ｖ
の
倫
理
性
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
が
、
漱
石
の
問
い
に
対
す
る

健
三
の
、
悲
痛
な
叫
び
を
伴
っ
た
答
え
な
の
だ
。

「
神
で
な
い
以
上
公
平
は
保
て
な
い
」
（
九
十
六
）
、
「
神
で
な
い
以
上
辛
抱
だ
っ
て
し
切
れ

な
い
」
（
同
）
と
い
う
健
三
の
独
白
は
、
む
ろ
ん
、
こ
の
自
己
否
定
、
自
己
相
対
化
を
通
し
て

自
己
認
識
へ
と
い
た
る
過
程
で
の
、
そ
の
実
践
を
裏
付
け
る
言
葉
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
健
三
は
、
「
天
」
が
「
傍
観
者
」
に
す
ぎ
ぬ
の
な
ら
、
む
し
ろ
い
っ
そ
の
こ
と
自
分

を
「
神
」
に
し
て
く
れ
と
、
ほ
と
ん
ど
そ
こ
ま
で
自
分
を
追
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
は
し
か
し
、
健
三
を
『
行
人
』
の
一
郎
の
よ
う
に
は
扱
わ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
健
三

は
、
漱
石
に
と
っ
て
、
も
は
や
「
扱
う
」
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

ほ
ど
健
三
は
自
律
的
に
小
説
空
間
を
生
き
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
ほ
ど
漱
石
に
近
い
の
で
あ
る
。

『
道
草
」
に
お
け
る
漱
石
と
健
三
と
の
八
対
話
Ｖ
は
、
一
見
成
立
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え

る
。
漱
石
は
、
健
三
の
反
問
に
答
え
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
具
体
的
に
は
、
漱
石
は
、
健
三
の

八
上
Ｖ
へ
の
、
「
天
」
へ
の
希
求
を
無
視
し
て
、
彼
を
「
金
」
の
世
界
に
引
き
戻
し
て
み
せ
る

健
三
は
「
消
え
失
せ
」
「
変
っ
て
行
く
」
、
い
わ
ば
八
母
な
る
自
然
Ｖ
に
対
し
て
、
少
し
も

嘆
い
て
み
せ
た
り
し
て
い
な
い
。
（
六
十
九
）
健
三
に
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
「
自
然
」
な

ど
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
健
三
に
残
さ
れ
た
「
自
然
」
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

「
自
然
」
で
あ
る
。

そ
う
し
た
健
三
が
「
自
分
に
対
し
て
一
種
の
不
快
を
感
じ
た
」
こ
と
、
「
苦
い
塩
を
嘗
め
た
」

こ
と
を
語
り
手
は
指
摘
す
る
が
、
批
判
は
し
て
い
な
い
。

だ
け
な
の
で
あ
る
。

「
天
」
を
垣
間
見
よ
う
と
す
る
「
と
共
に
彼
の
胸
に
は
一
種
の
利
害
心
が
働
い
た
。
何
時
起

せ
び

る
か
も
知
れ
な
い
お
縫
さ
ん
の
死
は
、
狡
滑
な
島
田
に
ま
た
彼
を
強
請
る
口
実
を
与
へ
る
に
連

な
か
っ
た
」
（
六
十
二
）
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
結
末
の
間
際
、
比
田
が
金
貸
に
な
る
場
面

（
百
）
も
同
様
で
あ
る
。
健
三
は
金
の
貸
借
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
『
虞
美
人
草
』
を
思
わ
せ

る
「
銀
側
時
計
」
の
話
を
唐
突
に
持
ち
出
す
。
貫
え
る
約
束
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
存
在
す
ら
無

視
さ
れ
て
裏
切
ら
れ
た
、
そ
の
と
き
の
「
感
情
を
打
ち
殺
す
訳
に
は
行
か
な
い
」
、
「
己
が
殺
し

て
も
天
が
復
活
さ
せ
る
か
ら
」
と
「
天
」
に
そ
の
感
情
の
倫
理
的
保
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
健
三
を
横
目
に
、
お
住
は
「
御
金
な
ん
か
借
り
さ
え
し
な
き
あ
、

そ
れ
で
好
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
、
話
を
す
ぐ
さ
ま
金
の
や
り
取
り
の
地
平
に
引
き
下
ろ

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
お
そ
ら
く
、
そ
れ
だ
け
が
漱
石
に
で
き
る
、
健
三
の
反
問
へ
の
応
え
方
で
は
な
か
っ

た
か
。
こ
こ
に
は
健
三
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
漱
石
自
身
の
「
天
」
へ
の
依
り
掛
か

り
を
戒
め
る
姿
勢
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

健
三
は
時
々
兄
が
死
ん
だ
あ
と
の
家
族
を
、
た
ぎ
活
計
の
方
面
か
ら
の
み
眺
め
る
事
が
あ

●
●
●
●
●
●

つ
た
。
彼
は
そ
れ
を
残
酷
な
が
ら
自
然
の
眺
め
方
と
し
て
許
し
て
ゐ
た
。
（
六
十
六
）

鉱
り

彼
は
普
通
の
服
装
を
し
て
ぶ
ら
り
と
表
へ
出
た
。
成
る
べ
く
新
年
の
空
気
の
通
は
な
い
方

ぼ
ん
や
り

へ
足
を
向
け
た
。
冬
木
立
と
荒
れ
た
畠
、
藁
葺
屋
根
と
細
い
流
れ
、
そ
ん
な
も
の
が
盆
槍

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

し
た
彼
の
眼
に
入
っ
た
。
然
し
彼
は
此
の
可
憐
な
自
然
に
対
し
て
も
も
う
感
興
を
失
っ
て

●
●

ゐ
た
。
（
百
一
）

六
「
神
」
と
「
自
然
」
、
あ
る
い
は
「
道
草
」
と
漱
石

－9－
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健
三
が
依
っ
て
立
つ
の
は
八
絶
対
Ｖ
で
は
な
く
、
「
彼
の
自
然
」
で
あ
り
、
「
健
三
の
自
然
」

で
あ
る
。
「
不
自
然
」
を
許
す
し
か
な
い
「
自
然
」
で
あ
る
。
彼
は
自
身
に
八
告
白
Ｖ
を
禁
じ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
に
と
っ
て
は
八
告
白
Ｖ
で
さ
え
、
「
関
係
」
が
強
い
る
「
技
巧
」

な
の
だ
。
「
関
係
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
八
関
係
の
本
質
Ｖ
を
隠
蔽
す

る
よ
う
に
働
い
て
し
ま
う
よ
う
な
「
技
巧
」
を
、
彼
は
一
切
認
め
な
い
。

健
三
の
認
識
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
あ
る
人
間
の
「
関
係
」
の
う
ち
で
は
、
あ
り
の
ま
ま
の

自
己
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
絶
望
と
す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
大
切
な
の

は
感
情
や
情
念
で
は
な
く
、
「
関
係
」
の
置
か
れ
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定
す
る
「
過
去
」
に

対
時
す
る
認
識
で
あ
り
、
覚
悟
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
健
三
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有
性
も
、

八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
倫
理
性
も
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
八
宙
づ
り
Ｖ
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
ま
さ
に
、
健
三
の
「
異
様
の
熱
塊
」
が
、
真
に
「
現
在
」
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
、
最
小

限
度
の
表
情
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
③
。

と
こ
ろ
で
、
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
『
道
草
』
を
解
く
「
キ
イ
・
ワ
ー
ド
」
と
す
る
桶
谷

秀
昭
は
、
こ
れ
を
捉
え
て
、
八
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
倫
理
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
生
活
社

会
の
倫
理
と
ち
が
う
次
元
の
、
人
間
存
在
の
「
自
然
」
と
同
質
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
漱
石

は
、
健
三
の
仏
頂
面
を
「
不
自
然
」
と
い
う
保
留
は
依
然
つ
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
自
然
」
の

ぬ
き
さ
し
な
ら
ず
屈
曲
し
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
ｖ
の
だ
と
い
う
。
島
田

と
の
よ
り
を
も
ど
す
に
あ
た
っ
て
の
健
三
の
八
正
し
さ
Ｖ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
八
義
理
と
か

不
義
理
と
か
の
倫
理
を
超
え
て
え
ら
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
然
」
の
「
根
拠
」
を
救
抜

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
正
し
い
」
と
い
う
絶
対
的
な
表
現
は
、
こ
の
「
根
拠
」
を
含
む

の
で
あ
る
ｖ
と
し
、
ハ
こ
の
「
自
然
」
が
イ
デ
ー
化
さ
れ
れ
ば
「
天
」
と
な
り
「
絶
対
」
と
な

斯
う
し
た
懸
け
隔
て
の
な
い
父
の
態
度
は
、
雛
と
も
す
る
と
健
三
を
自
分
の
立
場
か
ら
前

へ
押
し
出
さ
う
と
し
た
。
其
傾
向
を
意
識
す
る
や
否
や
彼
は
又
後
戻
り
を
し
な
け
れ
ば
な

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ら
な
か
っ
た
。
彼
の
自
然
は
不
自
然
ら
し
く
見
え
る
彼
の
態
度
を
倫
理
的
に
認
可
し
た
の

●
●

父
は
悲
境
に
ゐ
た
。
ま
の
あ
た
り
に
見
る
父
は
丁
寧
で
あ
っ
た
。
此
二
つ
の
も
の
が
健
三

●
●
●

の
自
然
に
圧
迫
を
加
へ
た
。
（
略
）
単
な
る
無
愛
想
の
程
度
で
我
慢
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ

●
●
●
●
●
●
●

た
彼
に
は
、
相
手
の
苦
し
い
現
状
と
懸
激
な
態
度
と
が
、
却
っ
て
わ
が
天
真
の
流
露
を
妨

げ
る
邪
魔
物
に
な
っ
た
。
（
七
十
六
）

で
あ
る
。
（
同
）

る
ｖ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
桶
谷
氏
が
『
道
草
』
と
い
う
小
説
を
八
人
間
が
近
代
社
会
で
他
者
と
向
き
合
っ
て
存

在
す
る
仕
方
、
そ
の
理
法
の
必
然
性
を
、
う
ち
破
る
絶
対
の
「
根
拠
」
、
根
源
的
に
い
か
に
生

き
る
べ
き
か
の
「
根
拠
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
実
験
ｖ
と
し
て
読
も
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
の
も

の
だ
が
、
む
ろ
ん
こ
の
姿
勢
に
で
は
な
く
、
氏
の
こ
の
「
自
然
」
の
解
釈
に
佐
藤
泰
正
が
異
義

を
立
て
て
い
る
。

佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
ハ
こ
れ
は
「
『
自
然
』
の
「
根
拠
』
」
の
「
救
抜
」
と
い
う
よ
り
も
、

「
自
然
」
の
「
相
対
化
」
と
み
る
べ
き
ｖ
で
あ
り
、
八
「
倫
理
的
に
認
可
」
し
た
こ
と
が
、
こ

の
内
在
的
な
「
自
然
」
の
絶
対
化
で
は
な
い
ｖ
、
八
そ
れ
は
抑
止
さ
れ
、
規
制
さ
れ
た
と
い
う

に
す
ぎ
ま
い
ｖ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
は
結
論
的
に
、
『
道
草
』
を
解
く
「
キ
イ
・

ワ
ー
ド
」
は
む
し
ろ
「
神
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

両
氏
の
見
解
の
相
違
は
、
こ
こ
で
の
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
の
理
解
の
相
違
に
基
づ
い
て
い

る
。
「
健
三
の
自
然
」
、
「
彼
の
自
然
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
超
越
的
な
「
自
然
」
へ
の
通

路
を
前
提
し
て
い
る
桶
谷
氏
に
と
っ
て
は
、
当
然
八
こ
の
「
自
然
」
の
根
拠
と
行
為
の
間
に
は

深
い
暗
冥
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
ｖ
は
ず
だ
し
、
そ
の
内
側
で
ハ
漱
石
の
思
念
は
ま
さ
に
弁
証

法
的
ｖ
に
生
き
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
う
し
た
「
自
然
」
を
「
内
在
的
な
『
自
然
』
」
と
し
て
意
味
を
限
定
す
る
佐
藤
氏

に
お
い
て
は
、
そ
の
言
葉
の
用
法
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
八
人
格
の
、
倫
理
の
、
基
底
・
核
の
如

き
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
な
お
根
源
の
も
の
た
り
え
ぬ
ｖ
も
の
で
あ
り
、
八
他
者
に
つ
な
が
る
、

よ
り
共
在
的
、
普
遍
的
な
基
底
の
確
認
で
あ
る
よ
り
も
、
先
ず
個
の
確
認
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
ｖ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
「
天
」
も
ま
た
超
越
的
な
「
自
然
」
で
さ
え
も
、
内
在
的
「
自
然
」
を
「
救
抜
」

す
る
「
根
拠
」
た
り
え
ぬ
こ
と
を
逐
一
例
証
を
も
っ
て
論
証
し
て
い
く
佐
藤
氏
の
論
述
は
鮮
や

か
と
い
う
ほ
か
な
く
、
八
自
己
に
対
時
す
る
絶
対
者
と
し
て
、
あ
る
深
い
違
和
感
の
裡
に
見
据

え
ら
れ
ｖ
た
「
神
」
、
そ
の
八
「
嫌
で
あ
っ
た
」
「
神
と
い
ふ
言
葉
」
が
否
応
な
し
に
「
出
た
」

と
い
う
こ
と
は
ｖ
八
「
其
神
」
の
前
に
引
き
据
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
ｖ
で
あ
り
、
八
個
の
人

格
に
対
時
し
、
こ
れ
を
対
象
化
し
う
る
も
の
ｖ
は
、
『
道
草
』
に
お
い
て
は
「
神
」
以
外
に
な

い
、
と
さ
れ
る
そ
の
結
論
は
、
か
な
り
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

●
●
●
●
●
●
●

た
だ
、
こ
れ
は
ハ
こ
の
作
を
つ
ら
ぬ
く
相
対
化
に
お
け
る
自
己
発
見
と
い
う
主
題
を
成
り
立

●
●
●
●
●

た
し
め
る
基
軸
ｖ
と
し
て
、
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
神
」
が
、
個
の

人
格
を
対
象
化
す
る
「
対
時
」
者
で
は
あ
っ
て
も
、
桶
谷
氏
の
い
う
意
味
で
「
救
抜
」
者
た
り

う
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
内
在
的
「
自
然
」
の
内
に
超
越
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的
「
自
然
」
へ
の
通
路
を
前
提
し
て
い
る
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
「
『
繕
対
』
か
『
栂
拠
』
」
懇

●
●
●
●
●
●
●
●
●

目
指
す
過
程
に
お
い
て
、
「
自
然
」
が
「
自
然
」
を
「
救
抜
」
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
（
佐
藤
氏
は
、
健
三
が
「
事
実
に
お
い
て
人
間
を
突
然
平
等
に
視
た
」
後
も
、
「
文

体
」
に
お
い
て
は
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
「
相
対
化
」
の
視
点
か
ら
軽
視
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
桶
谷
氏
は
「
絶
対
化
」
の
視
点
か
ら
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

し
か
し
、
両
氏
が
よ
り
重
視
す
べ
き
な
の
は
、
「
自
然
」
で
あ
れ
「
神
」
で
あ
れ
「
天
」
で

あ
れ
、
『
道
草
』
に
お
け
る
絶
対
者
が
、
向
こ
う
側
か
ら
の
み
や
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
自
身
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
神
」
は
ま
さ
し
く

●
●

「
出
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
八
超
越
的
自
然
Ｖ
も
ま
た
、
た
ま
た
ま
「
仲
裁

●
●
●
●
●
●

者
と
し
て
」
健
三
夫
婦
「
二
人
の
間
に
這
入
っ
て
来
た
」
の
で
あ
る
。
（
佐
藤
氏
の
文
脈
で
は
、

こ
の
「
自
然
」
は
自
己
の
客
体
化
、
対
象
化
を
な
し
う
る
も
の
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
）
超
越
者
が
一
方
向
的
に
人
間
の
世
界
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
簡
明
な
事
実
、
た
だ

し
、
こ
の
簡
明
な
事
実
が
、
八
人
間
が
近
代
社
会
で
他
者
と
向
き
合
っ
て
ｖ
生
き
よ
う
と
す
る

と
き
、
ど
れ
ほ
ど
戦
懐
的
な
認
識
を
強
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
明
な
こ
と
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

桶
谷
氏
の
い
う
「
異
様
の
熱
塊
」
の
八
自
然
の
論
理
ｖ
へ
の
「
弁
証
法
」
は
、
そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
の
苦
悩
を
伴
お
う
と
、
そ
こ
に
は
い
つ
で
も
微
か
な
希
望
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

個
体
の
内
在
的
「
自
然
」
は
、
「
絶
対
」
的
な
超
越
的
「
自
然
」
ま
で
成
長
し
て
い
く
可
能
性

と
道
す
じ
を
そ
れ
自
身
の
中
に
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

漱
石
と
健
三
と
の
距
離
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
八
超
越
的
自
然
Ｖ
に
対
す
る
認
識
の
差

異
で
あ
る
。
健
三
は
、
自
分
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
側
か
ら
「
天
」
へ
の
通
路
が
あ
る
こ
と
を

疑
い
も
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
漱
石
は
、
通
路
は
た
だ
八
超
越
的
自
然
Ｖ
か
ら
八
内
在
的

自
然
Ｖ
の
方
向
に
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
い
る
の
だ
。
（
そ
の
差
異
の
分
だ
け

漱
石
は
健
三
を
相
対
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
そ
ら
く
漱
石
が
小
説
を
書

か
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
が
あ
る
の
で
あ
る
。

超
越
者
は
、
確
か
に
一
方
向
的
に
人
間
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
そ
れ
は
い
つ
も
そ

れ
が
八
誰
Ｖ
で
あ
る
か
を
名
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
御
前
は
必
寛
何
を
し
に
世
の
中
に
生
れ
て
来
た
の
だ
」

彼
の
頭
の
何
処
か
で
斯
う
い
ふ
質
問
を
彼
に
掛
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
に
答

へ
た
く
な
か
っ
た
。
成
る
べ
く
返
事
を
避
け
や
う
と
し
た
。
す
る
と
其
声
が
猶
彼
を
追
窮

し
始
め
た
。
何
遍
で
も
同
じ
事
を
繰
り
返
し
て
已
め
な
か
っ
た
。
彼
は
最
後
に
叫
ん
だ
。

開
か
れ
て
い
な
い
八
超
越
的
自
然
Ｖ
へ
の
通
路
を
弁
証
法
的
に
辿
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が

●
●
●
●

●
●

い
ま
こ
こ
で
「
自
然
」
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
。
八
内
的
時
間
Ｖ
や
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
八
隔

た
り
Ｖ
の
架
け
橋
と
し
て
「
天
」
を
要
請
す
る
の
で
は
な
く
、
己
自
身
が
、
そ
の
八
内
的
時

●
●

間
Ｖ
の
内
で
、
そ
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
を
超
越
し
た
「
自
然
」
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
。
八
淀

み
Ｖ
の
八
上
Ｖ
に
仮
構
さ
れ
た
橋
に
「
跨
が
っ
て
」
立
つ
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
八
平
面
Ｖ
を

●
●

「
縦
横
に
流
れ
」
る
八
流
れ
Ｖ
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
。
言
葉
を
組
織
し
、
八
共
在
的
時
間
Ｖ

の
も
と
に
現
実
せ
し
め
つ
つ
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
。
漱
石
に
と
っ
て
、
「
小
説
」
を
八
書
く
Ｖ

と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

む
ろ
ん
そ
の
と
き
、
彼
は
「
天
」
に
な
り
代
わ
る
の
で
は
な
い
。
「
天
」
や
「
神
と
い
ふ
言

葉
」
は
、
人
間
の
側
か
ら
八
超
越
的
自
然
Ｖ
へ
の
志
向
を
示
す
形
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

健
三
の
歩
調
は
速
い
。
「
日
常
的
現
実
」
に
戻
っ
て
行
く
外
に
な
い
く
ら
い
速
い
。
「
血
」

わ
づ
ら
ひ

（
百
一
）
の
通
い
合
わ
ぬ
、
「
金
」
だ
け
が
や
り
取
り
さ
れ
る
「
塵
労
」
（
五
十
七
）
の
日
々

を
焦
れ
る
健
三
に
、
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
が
彼
の
眼
に
這
入
っ
て
来

る
に
は
ま
だ
大
分
間
が
あ
っ
た
」
（
五
十
七
）
と
語
り
手
は
い
う
。
「
真
に
偉
大
な
も
の
」
と

は
何
か
、
と
は
問
う
ま
い
。
私
た
ち
に
い
え
る
の
は
、
『
野
分
』
や
『
虞
美
人
草
』
を
書
い
て

い
た
頃
の
漱
石
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
小
説
」
の
言
葉
と
し
て
書
き
付
け
て
い
た
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
だ
。

お
そ
ら
く
、
「
現
在
」
の
漱
石
に
は
そ
れ
が
「
眼
に
這
入
っ
て
」
い
る
。
し
か
し
、
「
真
に

偉
大
な
も
の
」
を
「
眼
に
」
し
た
も
の
だ
け
が
「
眼
に
」
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
人
間
八
存
在
の
深

い
淵
ｖ
を
も
覗
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
と

●
●
●
●
●

き
漱
石
に
は
、
「
自
然
」
や
「
神
と
い
ふ
言
葉
」
・
よ
り
も
「
道
草
」
と
い
う
↓
言
葉
が
出
た
」
の
で

あ
る
。

七
お
わ
り
に

「
分
か
ら
な
い
」

其
声
は
忽
ち
せ
記
ら
笑
っ
た
。

「
分
か
ら
な
い
の
ぢ
や
あ
る
ま
い
。
分
か
っ
て
ゐ
て
も
、
其
処
へ
行
け
な
い
の
だ
ろ
う
。

途
中
で
引
懸
っ
て
ゐ
る
の
だ
ろ
う
」

ぜ
ゐ

「
己
の
所
為
ぢ
や
な
い
。
己
の
所
為
ぢ
や
な
い
」

健
三
は
逃
る
や
う
に
ず
ん
ノ
く
歩
い
た
。
（
九
十
七
）
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「
無
」
と
し
て
の
「
過
去
」
と
「
探
照
燈
」
と
し
て
の
「
過
去
」
。
お
そ
ら
く
、
漱
石
は
こ

こ
で
は
、
そ
れ
を
八
共
在
的
時
間
Ｖ
や
八
内
的
時
間
Ｖ
と
し
て
語
っ
て
は
い
ま
い
。
し
か
し
、

『
道
草
』
を
通
し
て
こ
の
言
葉
に
接
す
る
と
き
、
私
に
は
そ
れ
が
、
八
内
的
時
間
Ｖ
を
徹
底
し

て
検
証
せ
よ
、
そ
れ
は
「
刻
下
の
我
を
照
ら
し
つ
秘
あ
る
探
照
燈
」
と
し
て
の
「
過
去
」
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
「
現
在
の
我
が
天
地
を
蔽
ひ
霊
し
て
畷
存
」
す
る
こ
と
を
可

能
な
ら
し
め
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。

八
共
在
的
時
間
Ｖ
の
上
に
「
神
」
も
「
天
」
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
八
他
者
Ｖ
な

ど
と
い
う
言
葉
は
「
下
手
な
技
巧
」
に
す
ぎ
ぬ
、
八
内
的
時
間
Ｖ
と
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
自
己

検
証
を
ひ
た
す
ら
徹
底
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
以
外
に
、
外
的
な
視
点
か
ら
八
他
者
Ｖ
を
発
見

す
る
術
な
ど
あ
り
は
し
な
い
、
見
つ
か
る
の
は
せ
い
ぜ
い
「
過
去
の
人
」
た
ち
で
し
か
な
か
ろ

う
、
要
す
る
に
「
す
べ
て
余
計
な
事
だ
。
人
間
の
小
刀
細
工
だ
」
（
百
こ
、
と
。

お
そ
ら
く
、
健
三
や
漱
石
に
と
っ
て
、
真
に
「
現
在
」
を
生
き
る
八
自
己
Ⅱ
他
者
Ｖ
発
見
の

試
み
の
実
践
は
、
や
は
り
創
作
家
と
い
う
八
場
所
Ｖ
だ
け
に
、
そ
の
可
能
性
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
「
鑓
ま
づ
い
て
天
に
祈
」
（
五
十
）
り
、
「
神
の
前
に
己
れ
を
憧
悔
す
る
」
（
五
十

四
）
だ
ろ
う
。
だ
が
作
者
は
、
個
的
な
「
自
然
」
を
八
宙
づ
り
Ｖ
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、

繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
側
か
ら
は
そ
こ
ま
で
し
か
通
路
は
な
く
、
八
超
越

的
自
然
Ｖ
に
は
決
し
て
届
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
八
内
的
時
間
Ｖ
の
固
有
性

も
、
八
内
在
的
自
然
Ｖ
の
倫
理
性
も
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
は
自
己
以
外
に
な
い
の
だ
。

も
う
一
度
『
黙
頭
録
』
の
言
葉
を
思
い
出
そ
う
。

驚
く
べ
き
事
は
、
こ
れ
（
「
た
宙
の
無
と
し
て
」
の
「
過
去
」
ｌ
引
用
者
）
と
同
時
に
、

現
在
の
我
が
天
地
を
蔽
ひ
壷
し
て
綴
存
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
確
実
な
事
実
で
あ
る
。
一
挙
手

一
投
足
の
末
に
至
る
迄
此
「
我
」
が
認
識
し
つ
謎
絶
え
ず
過
去
へ
繰
越
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

動
か
し
が
た
い
真
境
で
あ
る
。
だ
か
ら
其
処
に
眼
を
付
け
て
自
分
の
後
を
振
り
返
る
と
、

過
去
は
夢
所
で
は
な
い
。
炳
乎
と
し
て
明
ら
か
に
刻
下
の
我
を
照
し
つ
鼠
あ
る
探
照
燈

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
／
生
活
に
対
す
る
此
二
つ
の
見
方
が
、
同
時
に
し
か
も

矛
盾
な
く
両
存
し
て
、
普
通
に
い
ふ
所
の
論
理
を
超
越
し
て
ゐ
る
異
様
な
現
象
に
就
い
て
、

自
分
は
今
何
も
説
明
す
る
積
は
な
い
。
又
解
剖
す
る
手
腕
も
有
た
な
い
。
た
宙
年
頭
に
際

し
て
、
自
分
は
此
一
体
二
様
の
見
解
を
抱
い
て
、
わ
が
全
生
活
を
、
大
正
五
年
の
潮
流
に

任
せ
る
覚
悟
を
し
た
迄
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
は
岩
波
新
書
型
全
集
本
に
よ
る
。
な
お
引
用
文
中
の
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
旧
仮

名
遣
い
は
原
文
の
通
り
と
し
た
。
ま
た
ル
ビ
に
つ
い
て
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
限
っ
た
。

傍
点
に
つ
い
て
は
特
に
断
わ
り
の
な
い
場
合
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

①
越
智
治
雄
「
道
草
の
世
界
」
（
『
漱
石
私
論
』
一
九
七
一
・
六
、
角
川
書
店
）
。

②
江
藤
淳
「
『
道
草
』
と
『
明
暗
筐
（
『
江
藤
淳
文
学
集
成
ｌ
』
一
九
八
四
・
一
一
、
河
出

瞥
房
新
社
）
。
引
用
文
の
傍
点
は
原
文
。

③
佐
藤
泰
正
「
『
道
草
』
Ｉ
神
の
顕
現
Ｉ
」
（
『
夏
目
漱
石
論
』
一
九
八
六
・
二
、
筑
摩
書

房
）
。

④
桶
谷
秀
昭
「
自
然
と
虚
構
（
一
）
」
（
『
増
補
版
夏
目
漱
石
論
』
一
九
八
三
・
六
、
河
出
書

房
新
社
）
。

⑤
江
藤
淳
『
夏
目
漱
石
』
第
二
部
第
七
章
「
『
道
草
』
ｌ
日
常
生
活
と
思
想
」
（
『
江
藤
淳
文

学
集
成
１
』
）
。

⑥
蓮
寅
重
彦
『
夏
目
漱
石
論
』
（
一
九
七
八
・
十
、
青
土
社
）
第
九
章
「
縦
の
構
図
」
。
筆

者
は
そ
こ
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
が
、
本
稿
と
は
そ
の
方
法
並
び
に
文
脈
が
異
な
っ

て
い
る
。

⑦
柄
谷
行
人
弓
意
識
と
自
然
』
Ｉ
漱
石
試
論
（
１
）
」
（
『
畏
怖
す
る
人
間
』
新
装
版
一
九

七
九
・
四
、
冬
樹
社
）
に
、
漱
石
の
長
編
小
説
の
「
主
人
公
た
ち
は
本
来
倫
理
的
な
問
題

を
存
在
論
的
に
解
こ
う
と
し
、
本
来
存
在
論
的
問
題
を
倫
理
的
に
解
こ
う
と
し
て
」
い
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

③
大
正
四
年
の
『
断
片
』
に
あ
る
、
「
徹
底
の
意
、
：
８
旨
芯
守
の
８
０
日
ア
リ
ヤ
、
妥
協

ナ
リ
。
徹
底
ト
ハ
。
ｇ
日
切
ｇ
の
具
ノ
上
一
一
ナ
ル
妥
協
ナ
リ
」
と
い
う
メ
モ
は
、
『
道
草
』

に
お
け
る
漱
石
の
思
想
の
核
心
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
桶
谷
氏
も
い
う

よ
う
に
、
漱
石
の
思
念
と
健
三
の
行
為
に
は
ハ
深
い
暗
冥
が
よ
こ
た
わ
っ
て
ｖ
お
り
、
こ

こ
で
の
健
三
の
態
度
を
そ
の
ま
ま
漱
石
の
思
想
の
現
前
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

多
方
向
へ
の
「
潮
流
」
と
し
て
（
む
ろ
ん
、
時
勢
に
従
う
と
い
う
意
で
は
な
い
）
そ
れ
を
生
き

つ
つ
、
た
だ
小
説
を
生
き
る
人
物
た
ち
の
八
内
在
的
自
然
Ｖ
に
任
せ
て
お
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
で

「
現
実
」
を
有
り
の
侭
に
現
す
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
天
」
に
則
う
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
も
う
『
明
暗
』
に
即
し
て
吟
味
さ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

註
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