
激

「
草
枕
」

|

|

画

の

完

成

を

め

ぐ

イコ

石

論

作
品
「
草
枕
」
は
、
明
治
三
十
九
年
九
月
一
日
発
行
の
「
新
小
説
」
に
掲
載

さ
れ
た
。
激
石
は
「
草
枕
」
に
つ
い
て
、
作
品
発
表
後
の
談
話
筆
記
「
余
が
『
草

枕
』
」
(
「
文
章
世
界
」
明
m
m
-
H
)
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
学
に
し
て
、
有
も
若
干
大
を
現
は
す
人
間
の
エ
キ
ス
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
の
一

部
分
で
あ
る
以
上
は
、
文
学
の
一
部
分
た
る
小
説
も
ま
た
美
し
い
感
じ
を

与
へ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
勿
論
、
定
義
次
第
で
あ
る
が
、
も

し
此
定
義
に
し
て
誤
っ
て
居
ら
ず
、
小
説
は
美
を
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の

と
す
れ
ば
、
現
に
、
美
を
打
ち
壊
し
て
構
は
ぬ
も
の
に
、
傑
作
と
云
は
れ

る
も
の
の
あ
る
の
は
可
笑
し
い
。
私
は
こ
れ
が
不
審
な
ん
だ
。

私
の
『
草
枕
』
は
、
こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意

味
で
書
い
た
の
で
あ
る
。
唯
一
種
の
感
じ
|
|
美
し
い
感
じ
、
が
読
者
の
頭

に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
。

徽
石
は
こ
こ
で
「
草
枕
」
が
、
美
し
い
感
じ
の
み
を
目
的
と
し
、
プ
ロ
ッ
ト

も
無
く
、
事
件
の
発
展
も
無
い
、
即
ち
無
構
成
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
は

山

本

勝

正

た
し
て
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

早
い
時
期
に
、
た
と
え
ば
、
川
路
柳
虹
に

こ
の
「
草
枕
』
一
篇
は
絵
画
的
で
あ
る
。
そ
の
場
面
か
ら
、
そ
の
空
気

か
ら
す
べ
て
平
面
的
な
美
し
い
絵
巻
物
で
あ
る
。
達
者
な
細
か
い
日
本
画

注

1

の
彩
色
を
見
る
様
に
華
や
か
で
あ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
、
湯
池
孝
に

物
語
、
が
進
行
す
る
底
の
流
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
流
れ

の
上
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
物
語
の
筋
と
い
ふ
程
も
の
が
求
め
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
(
中
略
)
換
言
す
れ
ば
、
説
話
は
あ
る
が
、
事
件
の
発
展
は
少

在
2

し
も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
激
石
が
「
余
が
「
草
枕
』
」
で

述
べ
た
意
図
、
構
成
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
最
近
の
研
究
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
草
枕
」
は
、
美
し
さ
に
力
点

を
お
き
、
プ
ロ
ッ
ト
よ
り
も
、
場
面
の
描
写
に
中
心
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
美
し
い
感
じ
だ
け
の
作
品
で
も
な
い
し
、
プ
ロ
ッ
ト
も

主
3

十
分
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
徽
石
の
説
明
と
、
実
際
の
「
草
枕
」
に
は
距

離
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
作
品
発
表
後
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
激
石
は
何
故
こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
作
品
と
必
ず
し
も
一
致
し

な
い
説
明
を
し
た
の
か
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
小
宮
曲
豆
隆
の
指
摘
の
よ
う
に

「
当
時
頭
を
も
た
げ
つ
つ
あ
っ
た
文
壇
の
自
然
主
義
的
動
向
な
ど
に
対
し
て
、

在

4

ア
ン
テ
イ
テ
ー
ゼ
を
置
か
う
と
す
る
意
味
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
草
枕
」
は
、
一
人
の
画
工
が
、
人
情
世
界
で
あ
る
現
実
世
界
を
避
け
て
、

在

5

非
人
情
の
旅
を
し
、
非
人
情
の
世
界
で
あ
る
理
想
郷
(
桃
源
郷
)
で
、
非
人
情

の
画
を
か
く
こ
と
が
、
彼
の
非
人
情
美
学
を
完
成
す
る
こ
と
が
、
そ
の
中
心
で

正
6

あ
る
。
「
画
面
完
成
へ
の
過
程
が
一
貫
す
る
主
題
た
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
」

で
あ
ろ
う
。
画
工
、
か
画
を
完
成
す
る
迄
、
彼
の
い
う
非
人
情
美
学
の
完
成
迄
を
、

画
工
の
考
え
る
画
の
構
図
の
変
化
を
中
心
に
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
草
枕
」
が
美
し
い
感
じ
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
け
れ

ば
、
プ
ロ
ッ
ト
が
無
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

画
工
が
、
椿
の
落
ち
る
池
に
浮
か
ぶ
美
し
い
女
性
の
画
を
完
成
す
る
ま
で
に

考
え
る
画
の
構
図
の
場
面
は
、
完
成
特
を
含
め
れ
ば
、
六
回
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
六
回
の
構
図
の
変
化
を
順
番
に
た
と
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品

の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
は
じ
め
の
画
の
構
図
は
、
二
土
早
で
峠
の
茶

屋
の
御
婆
さ
ん
と
源
さ
ん
の
話
を
も
と
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

御
婆
さ
ん
が
云
ふ
。
「
源
さ
ん
、
わ
た
し
ゃ
、
お
嫁
入
り
の
と
き
の
姿

が
、
ま
だ
眼
前
に
散
ら
つ
い
て
居
る
。
裾
模
様
の
振
袖
に
、
高
島
田
で
、

馬
に
乗
っ
て
:
・
:
・
」
(
中
略
)

「
あ
い
、
其
桜
の
下
で
嬢
様
の
馬
が
と
ま
っ
た
と
き
、
桜
の
花
が
ほ
ろ

/
¥
と
落
ち
て
、
折
角
の
島
田
に
斑
が
出
来
ま
し
た
」

こ
の
御
婆
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
時
、
画
工
は
「
此
景
色
は
画
に
も
な
る
、
詩

に
も
な
る
。
」
(
二
)
と
思
う
。
画
工
は
も
ち
ろ
ん
ま
だ
那
美
を
知
ら
な
い
わ
け

だ
が
、
こ
の
那
美
の
花
嫁
姿
の
構
図
は
、
彼
の
い
う
非
人
情
の
直
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
、
画
は
成
立
す
る
か
に
見
え
た
が
、
結
局
は
不
成
立
に
終
わ
る
。
そ

の
理
由
を
、
激
石
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

不
思
議
な
事
に
は
衣
裳
も
髪
も
馬
も
桜
も
は
っ
き
り
と
目
に
映
じ
た
が
、

花
嫁
の
顔
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
思
ひ
っ
け
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
あ
の

顔
か
、
こ
の
顔
か
、
と
思
案
し
て
居
る
う
ち
に
、
ミ
レ
1

の
か
い
た
、
オ

フ
エ
リ
ヤ
の
面
影
が
忽
然
と
出
て
来
て
、
高
島
田
の
下
へ
す
っ
ぽ
り
と
は

ま
っ
た
。
是
は
駄
目
だ
と
、
折
角
の
図
面
を
早
速
取
り
崩
す
。
衣
裳
も
髪

も
馬
も
桜
も
一
瞬
間
に
心
の
道
具
立
か
ら
奇
麗
に
立
ち
退
い
た
が
、
オ
フ

エ
リ
ヤ
の
合
掌
し
て
水
の
上
を
流
れ
て
行
く
姿
丈
は
、
援
膝
と
胸
の
底
に

残
っ
て
、
綜
侶
等
で
姻
を
払
ふ
様
に
、
さ
っ
ぱ
り
し
な
か
っ
た
。
空
に
尾

を
曳
く
警
星
の
何
と
な
く
妙
な
気
に
な
る
。
(
-
ご

何
故
画
工
、
が
、
こ
こ
で
突
然
ミ
レ
!
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
を
思
い
出
し
た
の
か
、

水
死
美
人
と
い
う
、
わ
ざ
わ
ざ
非
人
情
を
お
び
や
か
す
も
の
を
思
い
だ
し
た
の

か
。
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
直
接
の
説
明
は
、
作
品
内
に
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
佐
藤
泰
正
氏
は
、

例
の
ご
と
く
俳
味
や
低
値
趣
味
を
ま
と
い
、
一
一
種
話
晦
め
か
し
た
文
休

な
が
ら
、
語
る
と
こ
ろ
は
微
妙
に
深
い
。
高
島
田
と
オ
フ
エ
リ
ア
、
春
色

騎
蕩
た
る
情
景
と
水
死
者
オ
フ
エ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
1
1
0

こ
の
ア
イ
ロ

ニ
イ
、
あ
る
い
は
奇
妙
な
違
和
感
こ
そ
、
実
は
、
「
草
枕
」
一
篇
に
底
流

す
る
か
く
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
作
品
は
す
で

庄
7

に
作
者
の
意
図
を
超
え
て
生
き
は
じ
め
て
い
る
。
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と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
「
奇
妙
な
違
和
感
」
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
は
重
要
で

あ
ろ
う
。
確
か
に
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
美
し
い
感
じ
」
を
ね
ら
っ
た

激
石
の
意
図
を
超
え
る
も
の
が
作
品
の
中
に
、
は
じ
め
て
出
て
き
た
個
所
で
も

あ
ろ
う
。
ま
た
東
郷
克
美
氏
の

こ
の
オ
フ
エ
リ
ヤ
の
出
現
は
い
か
に
も
唐
突
だ
。
し
か
し
、
唐
突
で
あ

在

8

る
分
だ
け
、
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
指
摘
の
如
く
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
場
面
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
確
か

に
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
面
を
、
ま
だ
作
品
に
直
接
登
場
し
て
い
な
い
那
美
の
存
在
の
あ
り
ょ

う
を
象
徴
し
て
い
る
と
相
原
和
邦
氏
は
指
摘
さ
れ
た
。

彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
か
に
も
日
本
的
な
花
嫁
姿
の
高
島
田
の
下
へ
、

「
ミ
レ

l
の
か
い
た
、
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
面
影
」
と
い
う
西
洋
的
な
も
の
が

「
す
ぽ
り
と
は
ま
」
る
と
い
う
組
合
せ
で
あ
っ
た
(
二
)
。

未
だ
会
わ
ざ
る
那
美
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
二
面
性
が
予
定
さ
れ
て

い
る
、
か
、
画
工
が
実
際
の
那
美
に
接
す
る
に
つ
け
、
い
よ
い
よ
こ
の
よ
う

正
9

な
那
美
の
あ
り
ょ
う
が
確
認
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
「
画
工
内
面
世
界
の
分
裂
し
た
モ
チ

i

在
日

フ
」
を
示
す
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
あ
と
画
工
は
、
御
婆
さ
ん
か
ら
、
長
良
の
乙
女
の
話
を
き
く
。
二
人
の

男
に
懸
想
さ
れ
た
長
良
の
乙
女
が
思
い
煩
い
、
淵
川
へ
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と

い
う
話
で
あ
る
。
画
工
に
、
御
婆
さ
ん
は
、
長
良
の
乙
女
と
那
美
と
は
「
身
の

成
り
行
き
」
(
一
こ
が
似
て
い
る
と
い
う
、
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
平
岡

敏
夫
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
那
美
さ
ん
は
、
身
投
げ
を
保
留
さ
れ
て
い
る
存

庄
日

在
」
と
も
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
那
美
と
い
う
人
間
に
つ
い
て
、
そ
の
不
幸

な
運
命
に
つ
い
て
作
者
は
作
品
登
場
以
前
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
構
図
は
、
三
章
で
画
工
が
夢
で
み
る
構
図
で
あ
る
。

長
良
の
乙
女
が
振
袖
を
着
て
、
青
馬
に
乗
っ
て
、
峠
を
越
す
と
、
い
き

な
り
、
さ
〉
だ
男
と
、
さ
〉
ベ
男
が
飛
び
出
し
て
両
方
か
ら
引
っ
張
る
。

女
が
急
に
オ
フ
エ
リ
ヤ
に
な
っ
て
、
柳
の
枝
へ
上
っ
て
、
河
の
中
を
流
れ

な
が
ら
、
う
つ
く
し
い
芦
で
歌
を
う
た
ふ
。
救
っ
て
や
ら
う
と
思
っ
て
、

長
い
竿
を
持
っ
て
、
向
島
を
追
懸
け
て
行
く
。
女
は
苦
し
い
様
子
も
な
く
、

笑
ひ
な
が
ら
、
う
た
ひ
な
が
ら
、
行
末
も
知
ら
ず
流
れ
を
下
る
。
余
は
竿

を
か
つ
い
で
、
お
〉
い
ノ
¥
と
呼
ぶ
。

こ
の
夢
を
み
て
、
画
工
は
「
今
少
し
う
つ
く
し
い
夢
を
見
な
け
れ
ば
幅
が
利

か
な
い
。
こ
ん
な
夢
で
は
大
部
分
画
に
も
詩
に
も
な
ら
ん
と
恩
」
(
一
二
)
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
那
美
と
身
の
成
り
行
き
が
似
て
い
る
長
良
の
乙
女
が
オ

フ
ェ
リ
ヤ
に
な
る
こ
と
に
、
郡
美
の
二
面
性
は
、
ま
た
画
工
の
内
面
の
分
裂
は

明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
流
れ
る
女
と
、
彼
女
を
救
っ
て
や
ろ
う
と

思
っ
て
追
い
か
け
る
男
、
商
工
と
い
う
構
図
が
一
不
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
赤
井
恵
子
氏
の
指
播
の
如
く
「
今
後
の
画
工
と
那
美
の
か

か
わ
り
方
を
表
わ
し
た
も
向
日
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た

い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
画
工
と
那
美
と
の
関
係
は
、
作
品
の
表
面
に
は
あ
ら
わ

れ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
画
工
に
と
っ
て
は
、
一
枚
の
画
(
那
美
の

函
)
を
か
く
こ
と
、
が
彼
の
中
心
課
題
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

意
識
の
下
で
は
、
た
と
え
具
体
的
な
行
動
に
は
あ
ら
わ
れ
な
く
て
も
、
郡
美
を

救
お
う
と
し
て
い
る
と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

夢
の
中
の
構
図
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
画
工
に
と
っ
て
意
識
の
下
の
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
画
工
の
気
持
ち
は
、
間
接
的
な
形
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
く
り
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
那
美
の
振
袖
姿
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を
み
た
あ
と
に
、

余
は
今
度
女
の
姿
、
が
入
口
に
あ
ら
は
れ
た
な
ら
、
呼
び
か
け
て
、
う
つ

〉
の
裡
か
ら
救
っ
て
や
ら
う
か
と
思
っ
た
。
(
六
)

と
あ
り
、
ま
た
、
商
工
、
が
那
美
に
小
説
を
読
ん
で
や
る
場
面
で
、
そ
れ
は
そ
の

小
説
の
中
の
描
写
で
あ
る
が
、

男
は
黒
き
夜
を
見
上
げ
な
が
ら
、
強
ひ
ら
れ
た
る
結
婚
の
淵
よ
り
、
是

非
に
女
を
救
ひ
出
さ
ん
と
思
ひ
定
め
た
。
(
九
)

と
あ
る
。
こ
こ
も
「
強
ひ
ら
れ
た
る
結
婚
」
が
那
美
に
重
な
り
合
っ
て
い
く
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
微
妙
に
画
工
の
気
持
ち
と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

の
よ
う
な
点
に
関
し
て
は
、
確
か
に
、
佐
藤
泰
正
氏
の
「
那
美
さ
ん
の
救
抜
こ

庄
日

そ
が
こ
の
作
を
支
え
る
か
く
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
」
と
い
う
指
摘
の
如
く

在
日

で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
救
い
の
モ
チ
ー
フ
」
は
看
過
で

き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
二
回
の
構
図
に
限
っ
て
い
え
ば
、
画
工
が
画
を
か
け
な

い
の
は
、
画
工
自
身
の
問
題
、
描
く
方
、
「
見
る
方
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

次
の
画
の
構
図
に
う
つ
る
前
に
重
要
な
こ
と
は
、
画
工
が
那
美
に
会
っ
た
と

い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
画
工
は
那
美
に
会
い
、
そ
の
表
情
を
み
て
「
函
に
し
た

ら
美
し
か
ら
う
。
」
(
一
一
一
)
と
思
い
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

軽
侮
の
一
一
美
に
、
何
と
な
く
人
に
鎚
り
た
い
景
色
が
見
え
る
。
人
を
馬
鹿

に
し
た
様
子
の
底
に
慎
み
深
い
分
別
が
ほ
の
め
い
て
ゐ
る
。
才
に
任
せ
、

気
を
負
へ
ば
百
人
の
男
子
を
物
の
数
と
も
思
は
ぬ
勢
の
下
か
ら
温
和
し
い

情
け
が
五
日
知
ら
ず
湧
い
て
出
る
。
ど
う
し
て
も
表
情
に
一
致
が
な
い
。
悟

り
と
迷
、
が
一
軒
の
家
に
喧
嘩
を
し
な
が
ら
同
居
し
て
居
る
休
だ
。
此
女
の

顔
に
統
一
の
感
じ
の
な
い
の
は
、
心
に
統
一
の
な
い
証
拠
で
、
心
に
統
一

が
な
い
の
は
、
此
女
の
世
界
に
統
一
、
か
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
。
不
幸
に
圧

し
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
其
不
幸
に
打
ち
勝
た
う
と
し
て
居
る
顔
だ
。
不
仕

合
な
女
に
違
な
い
。
(
一
三

主
占

と
も
か
く
、
画
工
は
那
美
を
「
文
明
の
先
端
を
ゆ
く
近
代
的
な
女
也
〕
「
今

ヒ
L
6

ふ
う
の
〈
自
我
の
女
肖
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
桶
谷
秀
昭

氏
の

郡
美
は
「
西
洋
」
な
の
だ
。
否
、
「
西
洋
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
な

注
げ

っ
た
日
本
の
文
明
の
美
的
象
徴
で
あ
る
。

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
今
迄
二
度
の
構
図
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
那
美
の
二
面
性

の
根
拠
に
な
る
個
所
と
も
い
え
よ
う
。
那
美
の
実
際
の
登
場
に
よ
っ
て
二
回
の

構
図
の
中
で
示
さ
れ
た
彼
女
の
存
在
の
実
態
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
那
美
と
作
者
激
石
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
酒
井
英
行

注
目

氏
は
、
激
石
は
那
美
に
「
白
己
の
痛
ま
し
い
精
神
に
対
す
る
歎
き
の
現
わ
れ
」

を
み
て
い
る
と
さ
れ
、
那
美
を
激
石
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
安
部
陽
子
氏
も
、

激
石
は
日
常
界
と
の
不
調
和
に
悩
む
那
美
さ
ん
に
自
己
の
姿
を
重
ね
、

共
通
の
苦
悩
を
背
負
う
も
の
と
し
て
惹
か
れ
て
い
る
。
激
石
の
作
品
の
中

正
問

で
、
作
者
と
の
共
生
感
を
持
ち
得
る
唯
一
の
女
性
が
こ
こ
に
登
場
し
た
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
那
美
の
存

在
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
お
よ
そ
非
人
情
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ

那
美
と
い
う
人
物
を
、
後
に
画
工
は
画
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の

後
、
那
美
と
画
工
と
の
関
係
を
中
心
に
作
品
が
展
開
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
る

の
で
あ
る
。

次
の
三
回
目
の
構
図
は
、
七
章
で
、
画
工
が
風
呂
場
で
考
え
る
場
面
で
あ
る
。

流
れ
る
も
の
程
生
き
る
に
苦
は
入
ら
ぬ
。
流
れ
る
も
の
〉
な
か
に
、
魂

迄
流
し
て
居
れ
ば
、
基
督
の
御
弟
子
と
な
っ
た
よ
り
難
有
い
。
成
程
此
調

子
で
考
へ
る
と
、
土
左
衛
門
は
風
流
で
あ
る
。
ス
ヰ
ン
パ

l
ン
の
何
と
か

12 -



云
ふ
詩
に
、
女
が
水
の
底
で
往
生
し
て
嬉
し
、
が
っ
て
居
る
感
じ
を
書
い
で

あ
っ
た
と
思
ふ
。
余
が
平
生
か
ら
苦
に
し
て
居
た
、
ミ
レ

l
の
オ
フ
エ
リ

ヤ
も
、
か
う
観
察
す
る
と
大
分
美
し
く
な
る
。
何
で
あ
ん
な
不
愉
快
な
所

を
択
ん
だ
も
の
か
と
今
迄
不
審
に
思
っ
て
居
た
が
、
あ
れ
は
矢
張
り
画
に

な
る
の
だ
。
水
に
浮
か
ん
だ
健
、
或
は
水
に
沈
ん
だ
健
、
或
は
沈
ん
だ
り

浮
ん
だ
り
し
た
優
、
只
其
億
の
姿
で
苦
な
し
に
流
れ
る
有
様
は
美
的
に
相

違
な
い
。
夫
で
両
岸
に
色
々
な
草
花
を
あ
し
ら
っ
て
、
水
の
色
と
流
れ
て

行
く
人
の
顔
の
色
と
、
衣
服
の
色
に
、
落
ち
つ
い
た
調
和
を
と
っ
た
な
ら
、

吃
度
画
に
な
る
に
相
違
な
い
。

今
迄
二
回
は
、
非
人
情
を
お
び
や
か
す
も
の
と
し
て
、
画
工
の
非
人
情
の
画

の
成
立
を
妨
げ
て
い
た
ミ
レ

i
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
画
が
、
こ
こ
で
は
、
非
人
情

の
画
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
考
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人

情
の
非
人
情
化
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
人
情
の
非
人
情
化
は
、

庄
田

画
工
の
「
物
は
見
様
で
ど
う
で
も
な
る
。
」
(
一
)
と
い
う
当
初
の
考
え
に
よ

っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
伏
線
と
し
て
、
五
章
の
、

床
屋
で
、
画
工
が
床
屋
の
親
方
を
「
か
う
考
へ
る
と
、
此
親
方
も
中
々
画
に
も
、

詩
に
も
な
る
男
だ
か
ら
、
」
と
考
え
な
お
す
場
面
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
画
工
に
と
っ
て
、
画
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
百
四

工
の
方
、
「
見
る
方
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
れ
が

人
情
世
界
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
見
る
方
の
考
え
方
次
第
で
非
人
情
化
は
可
能

で
あ
り
、
画
は
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
、

一
回
目
、
二
回
目
の
画
の
構
図
に
み
ら
れ
た
画
工
の
内
面
の
分
裂
は
克
服
さ
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
越
智
治
雄
氏
の

き
わ
め
て
明
瞭
に
、
非
人
情
美
学
、
か
、
人
情
の
拒
否
で
は
な
く
、
実
は

人
情
世
界
の
非
人
情
化
を
意
図
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ゐ
叩

の
如
く
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
問
題
は
、
画
工
が
次
の
様
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

然
し
流
れ
て
行
く
人
の
表
情
が
、
丸
で
平
和
で
は
殆
ん
ど
神
話
か
比
喰

に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
産
筆
的
な
苦
悶
は
固
よ
り
、
全
幅
の
精
神
を
う
ち
壊

は
す
が
、
全
然
色
気
の
な
い
平
気
な
顔
で
は
人
情
が
写
ら
な
い
。
(
七
)

こ
こ
で
画
工
は
、
表
情
に
人
情
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も
と

も
と
画
工
は
人
情
を
拒
否
し
、
非
人
情
の
境
地
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
画
に
人
情
が
必
要
で
あ
る
と
明
確
に
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
画
工
が
非
人
情
と
い
い
つ
つ
も
、
人
情
を
求
め
て
い
る
点
も
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
「
見
る
人
」
画
工
の
態
度

の
問
題
か
ら
、
「
見
ら
れ
る
人
」
対
象
の
問
題
に
、
画
工
の
関
心
が
う
つ
っ
て

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
対
象
「
見
ら
れ
る
人
」
は
、
も
ち
ろ
ん

人
情
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
画
工
は
、

ミ
レ

l
は
ミ
レ

i
、
余
は
余
で
あ
る
か
ら
、
余
は
余
の
興
味
を
以
て
、

一
つ
風
流
な
土
左
衛
門
を
か
い
て
見
た
い
。
(
七
)

と
考
え
る
。
ミ
レ
!
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
画
の
非
人
情
化
に
成
功
し
た
画
工
が
、

ま
だ
、
こ
こ
で
は
那
美
を
描
く
と
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
が
、
ミ
レ

l
の

オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
構
図
を
か
り
で
、
自
分
の
画
を
か
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
四
回
目
の
構
図
で
あ
る
。
そ
れ
は
九
章
で
、
宿
の
部
屋
で
の

郡
美
と
画
工
の
二
人
の
会
話
で
一
不
さ
れ
る
。
那
美
は
画
工
に
い
う
。

「
え
〉
鏡
の
池
の
方
を
廻
っ
て
来
ま
し
た
」

「
そ
の
鏡
の
池
へ
、
わ
た
し
も
行
き
た
い
ん
だ
が
・
:
:
」

「
行
っ
て
御
覧
な
さ
い
」

「
画
を
か
く
に
好
い
所
で
す
か
」
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「
身
を
投
げ
る
に
好
い
所
で
す
」

「
身
は
ま
だ
中
々
投
げ
な
い
積
り
で
す
」

「
私
は
近
々
投
げ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

余
り
に
女
と
し
て
は
思
ひ
切
っ
た
冗
談
だ
か
ら
、
余
は
不
図
顔
を
上
げ
た
。

女
は
存
外
憶
か
で
あ
る
。

「
私
が
身
を
投
げ
て
浮
い
て
居
る
所
を
l
l
苦
し
ん
で
浮
い
て
る
所
ぢ
ゃ

な
い
ん
で
す
ー
ー
や
す
/
¥
と
往
生
し
て
浮
い
て
居
る
所
を
|
|
奇
麗
な

画
に
か
い
て
下
さ
い
」

何
故
か
那
美
は
、
ミ
レ

l
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
構
図
を
か
り
て
「
風
流
な
土
左

衛
門
を
か
い
て
見
た
い
」
と
い
う
画
工
の
心
を
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
画

工
、
が
那
美
を
描
く
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
決
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
の
那
美
の
言
葉
は
、
身
を
「
投
げ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
点
で

は
、
死
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
「
苦
し
ん
で
」
い
る
の
で
は
な
く
「
や

す
/
¥
と
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
女
の
、
不
幸
な
運
命
の
苦
し

み
、
自
我
の
苦
悩
か
ら
救
わ
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
那
美
の
示
し
た
画
の
構
図
は
、
ミ
レ

l
の
オ
フ
ェ
リ

ヤ
の
構
図
と
遣
っ
て
い
る
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
ミ
レ
!
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
は
川
を

流
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
那
美
は
画
工
に
、
池
(
鏡
の
池
)
に
浮
か

註
包

ぶ
所
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
人
物
と
場
所
は
、
画
工
で
な
く
、
那
美
に
よ
っ
て
決
定

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
那
美
は
画
工
の
心
を
見
ぬ
い
た
の
か
、
明
確

な
説
明
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
迄
の
那
美
と
画
工
と
の
関
係
を
考
え

て
み
た
時
、
激
石
が
伏
線
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
措
い
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
那
美
は
、
画
工
の
振
袖
姿
を
み
た
い
と
い
う
二
章
で
の
希
望
に
こ
た

え
て
、
自
分
の
振
袖
姿
を
六
章
で
み
せ
る
の
で
あ
る
、
が
、
こ
れ
も
、
意
識
的
で

あ
る
か
無
意
識
的
で
あ
る
か
を
別
に
す
れ
ば
、
画
工
の
画
を
完
成
さ
せ
た
い
と

い
う
希
望
に
こ
た
え
た
い
と
い
う
こ
と
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
四
章
で
、
画
工
は
那
美
に
、
「
画
に
な
ら
な
い
」
と
い

い
つ
つ
も
、
は
じ
め
に
画
工
が
浮
か
べ
た
都
美
の
花
嫁
姿
の
構
図
「
女
が
馬
へ

乗
っ
て
、
山
桜
を
見
て
居
る
心
持
ち
」
の
画
を
み
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
画

を
み
て
那
美
は
「
ま
あ
、
窮
屈
な
世
界
だ
こ
と
、
横
幅
ば
か
り
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
か
。
そ
ん
な
所
が
御
好
な
の
、
丸
で
蟹
ね
」
と
批
判
す
る
。
こ
こ
で
の
直
接

的
な
意
味
は
別
に
し
て
考
え
れ
ば
、
那
美
が
画
工
の
画
の
構
図
を
批
判
し
て
い

る
、
し
か
も
彼
女
に
は
無
論
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
描
か
れ
て
い
る
画

の
構
図
を
批
判
し
て
い
る
と
も
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
那
美
は
、
こ
こ
で
も
、

画
工
の
画
の
完
成
と
微
妙
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
お
な
じ

四
章
で
画
工
は
、
那
美
が
自
分
の
俳
句
を
な
お
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
が
、
こ

れ
も
俳
句
と
画
の
ジ
ャ
ン
ル
を
別
に
す
れ
ば
、
画
工
に
作
品
を
通
し
て
関
わ
っ

て
行
こ
う
と
す
る
那
美
の
姿
勢
が
よ
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
前
の
構
図
、
三
一
回
目
の
構
図
の
時
と
比
較
す
れ
ば
、
前
の
構
図
の
時

点
で
、
画
の
完
成
は
、
画
工
に
と
っ
て
「
見
ら
れ
る
人
」
自
身
の
問
題
で
あ
る

こ
と
に
思
い
あ
た
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
見
ら
れ
る
人
」
で
あ
る
那
美
に
よ

っ
て
、
函
の
構
図
は
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
画

の
完
成
を
め
ざ
し
て
、
作
者
の
「
見
ら
れ
る
人
」
へ
の
関
心
は
強
く
な
っ
て
い

る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
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そ
れ
で
は
次
の
矯
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
画
工
は
鏡
、
が
池
(
鏡
の
池

と
も
)
に
い
き
、
那
美
の
示
し
た
構
図
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼

は
、
そ
こ
で
椿
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
、
何
故
画
工
は
椿
に
魅
か
れ
た
の
か
、



そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
椿
の
描
写
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

余
は
深
山
椿
を
見
る
度
に
い
つ
で
も
妖
女
の
姿
を
連
想
す
る
。
黒
い
眼

で
人
を
釣
り
寄
せ
て
、
し
ら
ぬ
聞
に
、
嬬
然
た
る
毒
を
血
管
に
吹
く
。
(
中

略
)
ぱ
っ
と
咲
き
、
ぽ
た
り
と
落
ち
、
ぽ
た
り
と
落
ち
、
ぱ
っ
と
咲
い
て
、

幾
百
年
の
星
霜
を
、
人
目
に
か
〉
ら
ぬ
山
陰
に
落
ち
付
き
払
っ
て
暮
ら
し

て
ゐ
る
。
只
一
眼
見
た
が
最
後
/
見
た
人
は
彼
女
の
魔
力
か
ら
金
輪
際
、

免
る
〉
事
は
出
来
な
い
。
あ
の
色
は
只
の
赤
で
は
な
い
。
濯
ら
れ
た
る
囚

人
の
血
が
、
自
づ
か
ら
人
の
銀
を
惹
い
て
、
白
か
ら
人
の
心
を
不
快
に
す

る
如
く
一
種
異
様
な
赤
で
あ
る
。
(
中
略
)

又
一
つ
大
き
い
の
が
血
を
塗
っ
た
、
人
魂
の
様
に
落
ち
る
。
又
落
ち
る
。

ぽ
た
り
/
¥
と
落
ち
る
。
際
限
な
く
落
ち
る
。
(
十
)

E
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こ
こ
の
椿
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
玉
井
敬
之
氏
の
「
不
安
と
恐
怖
日
ゃ
、

主
川

越
智
治
雄
氏
の
「
永
遠
の
相
」
一
と
い
う
指
摘
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

椿
の
描
写
が
、
そ
の
前
に
あ
る
水
草
の
描
写
と
重
な
り
合
う
と
い
う
こ
と
も
重

要
で
あ
ろ

H
司
水
草
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

底
に
は
細
長
い
水
草
が
、
往
生
し
て
沈
ん
で
居
る
。
余
は
往
生
と
一
広
ふ

よ
り
外
に
形
容
す
べ
き
一
言
葉
を
知
ら
ぬ
。
岡
の
薄
な
ら
廃
く
事
を
知
っ
て

居
る
。
藻
の
草
な
ら
ば
誘
ふ
波
の
情
け
を
待
つ
。
百
年
待
つ
で
も
動
き
さ

う
も
な
い
、
水
の
底
に
沈
め
ら
れ
た
此
水
草
は
、
動
く
べ
き
凡
て
の
姿
勢

を
調
へ
て
、
朝
な
夕
な
に
、
弄
ら
る
〉
期
を
、
待
ち
暮
ら
し
、
待
ち
明
か

し
、
幾
代
の
思
を
撃
の
先
に
寵
め
な
が
ら
、
今
に
至
る
迄
遂
に
動
き
得
ず

に
、
又
死
に
切
れ
ず
に
、
生
き
て
居
る
ら
し
い
。
(
十
)

こ
の
水
草
と
椿
の
描
写
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
自
然
の
植
物

が
、
今
迄
に
作
品
に
登
場
し
た
す
べ
て
の
植
物
と
違
っ
て
、
人
間
の
如
く
み
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
那
古
井
の
自
然
は
、

画
工
に
と
っ
て
非
人
情
で
あ
り
、
ま
た
人
間
で
あ
っ
て
も
自
然
化
し
て
み
る
こ

と
、
が
、
非
人
情
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
、
が
、
こ
こ
で
は
、
植
物
の
、

自
然
の
人
間
化
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
問
題
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
椿
が
、
画
の
構
図
に
必
要
で
あ
っ
た
か

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
非
人
情
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
で
は
駄
目
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
椿
の
も
つ
暗
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
不
幸
な
運
命
を
背
負
い
、
近
代
的
自

我
に
苦
悩
す
る
那
美
と
い
う
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
有
光
隆
司
氏
の
「
那
美
の
「
苦
痛
』
は
こ
う
し
た
一
種
悲
壮
な
卜

l
ン
の

注
目

な
か
に
ぴ
た
り
と
収
ま
る
。
」
と
い
う
指
摘
の
如
く
で
あ
ろ
う
。

次
に
画
工
は
、
那
美
の
顔
、
表
情
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
色
々
と

考
え
た
末
「
憐
れ
」
を
思
い
つ
く
の
で
あ
る
。

多
く
あ
る
情
緒
の
う
ち
で
、
憐
れ
と
云
ふ
字
の
あ
る
の
を
忘
れ
て
居
た
。

憐
れ
は
神
の
知
ら
ぬ
情
で
、
し
か
も
神
に
尤
も
近
き
人
間
の
情
で
あ
る
。

御
那
美
さ
ん
の
表
情
の
う
ち
に
は
此
憐
れ
の
念
が
少
し
も
あ
ら
は
れ
て
居

ら
ぬ
。
そ
こ
が
物
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
あ
る
拙
嵯
の
衝
動
で
、
此
情
、
が
あ

の
女
の
眉
字
に
ひ
ら
め
い
た
瞬
時
に
、
わ
が
画
は
成
就
す
る
で
あ
ら
う
。

(
十
)

こ
こ
で
画
工
が
「
憐
れ
」
を
思
い
つ
く
に
つ
い
て
は
、
荒
正
人
氏
の
「
「
憐

在
幻

れ
』
の
扱
い
が
少
し
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
画
工
は

那
美
の
い
っ
た
構
図
で
は
「
や
す
ノ
¥
と
往
生
し
て
」
い
る
と
い
う
非
人
情
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
わ
ざ
わ
ざ
、
那
美
の
示
し
た
構
図
を
修
正
し
、
人
情

正
犯

で
あ
る
「
憐
れ
」
に
し
た
の
か
。
画
工
は
、
一
一
一
度
目
の
構
図
を
思
い
浮
か
べ
た

時
、
既
に
表
情
に
つ
い
て
、
非
人
情
的
な
「
丸
で
平
和
」
(
七
)
、
「
色
気
の
な

い
平
気
な
顔
」
(
同
)
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
せ
ば
、
画
工
が
、
那

美
の
「
や
す
/
¥
と
往
生
し
て
」
と
い
う
の
で
は
函
の
構
図
に
ふ
さ
わ
し
く
な
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い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
画
工
は
非
人
情
に
近
い
表
情
よ
り
、
人
情

が
で
て
い
る
表
情
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
憐
れ
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
え
ば
、
画
工
は
、
那
美
が

茶
庖
の
婆
さ
ん
に
教
え
た
歌
「
あ
き
マ
つ
け
ば
を
ば
な
が
上
に
置
く
露
の
、
け
ぬ

べ
く
も
わ
は
、
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
」
(
一
二
を
「
憐
れ
な
歌
」
(
四
)
と
批
評
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
「
あ
き
づ
け
ば
」
が
、
那
美
登
場
以
前
に
、

那
美
の
内
な
る
心
情
を
、
最
初
に
あ
ら
わ
す
歌
で
あ
り
、
彼
女
の
不
幸
な
運
命

を
生
き
る
心
情
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
歌
で
あ
り
、
そ
れ
が
死
を
志
向
し
て

い
る
点
で
、
多
少
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
歌
の
「
憐
れ
」
が
、
こ
こ
で
画
工

の
意
識
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

必
ず
し
も
荒
正
人
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
唐
突
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

次
に
こ
こ
で
画
工
が
使
っ
て
い
る
「
憐
れ
」
の
意
味
を
も
う
す
こ
し
具
体
的

に
考
え
て
み
た
い
。
「
あ
き
づ
け
ば
」
と
い
う
憐
れ
な
歌
に
示
さ
れ
る
那
美
の

内
な
る
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
茶
屈
の
御
婆
さ
ん
の
那

美
を
評
し
て
い
っ
た
「
内
気
の
優
し
い
か
た
」
(
二
)
、
画
工
が
那
美
に
み
た
「
慎

み
深
い
分
別
」
(
一
二
)
「
温
和
し
い
情
け
」
(
同
)
が
「
憐
れ
」
の
意
味
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
感
情
は
「
内
気
の
優
し

い
か
た
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
前
に
「
も
と
は
」
と
あ
り
、
「
慎
み
深
い

分
別
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
前
に
「
人
を
馬
鹿
に
し
た
底
に
」
と
あ
り
、

「
温
和
し
い
情
け
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
前
に
「
百
人
の
男
子
を
物
の
数

と
も
思
は
ぬ
勢
の
下
か
ら
」
と
あ
る
如
く
、
も
と
も
と
は
那
美
の
持
っ
て
い
た

感
情
で
あ
っ
て
も
、
現
在
の
那
美
の
表
情
に
は
で
て
い
な
い
感
情
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
感
情
が
那
美
の
心
に
統
一
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
か
く
「
憐
れ
」
と
い
う
言
葉
が
既
出
で
あ
っ
た
如
く
、

「
憐
れ
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
既
に
激
石
は
措
い
て
い
た
と
考
え
た
い
の
で

あ
る
。そ

し
て
ま
た
、
画
工
が
「
憐
れ
」
の
表
情
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
十
分
意
識
的

で
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
れ
が
単
な
る
表
情
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
彼
女

の
救
い
に
つ
ら
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
前
に
引
用
し
た
「
女
の

顔
に
統
一
の
感
じ
の
な
い
の
は
、
心
に
統
一
の
な
い
証
拠
で
、
心
に
統
一
が
な

い
の
は
、
此
女
の
世
界
に
統
一
が
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
。
」
を
根
拠
に
す
れ
ば
、

表
情
の
問
題
は
、
心
の
問
題
に
、
ま
た
そ
の
女
の
世
界
の
問
題
に
つ
ら
な
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
い
え
ば
、
心
に
統
一
が
な
け
れ
ば
、
彼
女
の
表
情
に

統
一
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
画
工
の

函
の
構
図
は
、
前
の
構
図
で
の
那
美
の
救
わ
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
こ
た
え

た
那
美
の
救
い
を
意
味
す
る
こ
と
、
か
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
上
み

て
き
た
よ
う
に
、
画
の
構
図
は
、
「
椿
」
と
「
憐
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
あ
と
は
那
美
の
表
情
に
「
憐
れ
」
が
で

る
の
を
待
つ
だ
け
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
画
工
の
画
の
構
図
は
、
非
人
情

よ
り
、
人
情
の
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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四

い
よ
い
よ
画
の
完
成
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
考
え
て
お
く
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
郡
美
に
「
憐
れ
」
の
表
情
が
で
る
た
め
に
は
、
那
美
の
心
の
変

化
、
が
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
述
の
如
く
、
心
と

表
情
が
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
那
美
が
不
幸
に
打
ち
勝
ち
、
心
、
世
界

の
統
一
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
彼
女
に
「
憐
れ
」
が
浮
か
ぶ
こ
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
那
美
は
変
わ
っ
た
の
か
。
画
工
が
「
憐
れ
」
を
思
い
つ
い
て

か
ら
の
那
美
が
ど
う
措
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。



ま
ず
「
身
投
げ
を
保
留
さ
れ
て
い
る
存
在
」
で
あ
る
那
美
に
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二
章
の
長
良
の
乙
女
の
話
に
、

九
章
の
、
那
美
の
身
投
げ
を
意
味
す
る
「
私
は
近
々
投
げ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

と
い
う
言
葉
に
、
十
章
に
あ
る
源
兵
衛
の
「
な
ん
で
も
昔
し
、
志
保
田
の
嬢
様

が
、
身
を
投
げ
た
」
と
い
う
話
な
と
に
示
さ
れ
て
い
る
、
那
美
に
ま
と
わ
り
つ

く
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
十
章
の
最
後
で
示
さ
れ
た
那
美
の
、
昔
、
志
保
田

の
嬢
様
が
そ
こ
か
ら
飛
び
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
岩
の
上
で
の
行
動
は
死
の
回
避

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
岡
敏
夫
氏

斗
」
眠
、

画
家
は
再
び
筆
を
と
り
落
と
す
衝
撃
に
見
舞
わ
れ
る
。

t

自
身
投
げ
を
し

た
巌
頭
に
「
蒼
白
き
」
那
美
さ
ん
が
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
女
は
と

び
降
り
る
が
、
身
を
ひ
ね
っ
て
地
上
へ
降
り
る
。
身
投
げ
は
回
避
さ
れ
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伝
吋

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
那
美
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の

那
美
の
行
動
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
十
二
土
早
に
那
美
と
別
れ
た
夫
が
会
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
、

彼
女
は
、
画
工
に
「
あ
れ
は
、
わ
た
く
し
の
亭
主
で
す
」
と
自
分
の
過
去
に
関

わ
る
こ
と
を
始
め
て
打
ち
明
け
る
。
画
工
は
「
女
も
、
よ
も
や
、
此
所
迄
曝
け

出
さ
う
と
は
考
へ
て
居
な
か
っ
た
」
と
驚
く
。
確
か
に
、
回
章
で
郡
美
が
画
工

に
「
私
が
ま
だ
嫁
に
:
:
:
」
と
自
分
の
過
去
を
い
い
か
け
て
、
や
め
て
い
る
と

こ
ろ
と
比
べ
れ
ば
、
那
美
の
変
化
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
さ
ら
に
ま
た
、
十
一
章
で
、
画
工
が
那
美
に
会
っ
て
か
ら
の
時
間
が
立
っ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、
少
し
無
理
か
も
し
れ
な
い
か
、
大
徹
和
尚
が
、

那
美
の
こ
と
を
「
近
頃
は
大
分
出
来
て
き
て
、
そ
ら
、
御
覧
。
あ
の
様
な
訳
の

わ
か
っ
た
女
に
な
っ
た
ぢ
や
て
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
那
美
の
変
化
を
意
味

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
那
美
が
、
微
妙
で
は
あ
る
が
変

化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
那
美
の
心
の
統
一
、
世
界
の
統
一
と

ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
そ
の
方
向
に
彼
女
が
近
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
よ
う
。

次
に
函
の
構
図
の
完
成
か
ら
、
画
の
実
際
の
完
成
迄
に
画
工
が
ど
の
よ
う
な

休
験
を
す
る
か
考
え
て
み
た
い
。
十
一
章
で
、
画
工
が
大
徹
和
尚
を
訪
れ
る
。

そ
こ
で
画
工
は
和
尚
の
か
い
た
達
磨
の
画
を
み
る
。
和
尚
は
、
商
工
の
「
無
邪

気
な
画
で
す
ね
」
に
答
え
て
「
わ
し
等
の
か
く
画
は
そ
れ
で
沢
山
ぢ
や
。
気
象

さ
へ
あ
ら
は
れ
て
居
れ
ば
:
:
:
」
と
い
う
。
画
工
は
和
尚
の
函
を
あ
る
程
度
認

め
な
が
ら
も
、
「
画
と
し
て
は
頗
る
ま
づ
い
」
、
「
画
と
云
ふ
名
の
殆
ん
ど
下
す

べ
か
ら
さ
る
」
(
十
二
)
と
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
徹
和
尚
が
「
見
る
人
」

(
描
く
方
)
の
立
場
で
し
か
、
画
を
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
画
工
も
、

は
じ
め
は
「
物
は
見
様
で
ど
う
で
も
な
る
」
と
思
い
、
和
尚
と
同
じ
よ
う
に
「
見

る
人
」
の
立
場
で
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
画

は
「
見
る
人
」
だ
け
で
な
く
、
「
見
ら
れ
る
人
」
(
描
か
れ
る
方
)
の
在
り
方
も

重
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
、
実
際
の
一
幽
の
批
判
を
通
し
て
和
尚
の
画
に

対
す
る
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
徹
和
尚
の
函
に
よ
っ
て
、
画

に
対
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
、
函
工
の
画
に
対
す
る
考
え
方
は
、
こ
こ
で
よ
り

明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
時
点
の
画
工
に
と
っ
て
、
よ
り
問
題

な
の
は
、
「
見
る
人
」
の
気
象
で
な
く
「
見
ら
れ
る
人
」
の
気
象
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
画
工
は
、
那
美
と
、
別
れ
た
夫
の
会
っ
て
い
る
場
面
を
み
て
、
「
凡

て
が
好
画
題
で
あ
る
。
」
(
十
二
)
と
思
い
、
「
心
的
状
態
が
絵
を
構
成
す
る
上

に
、
斯
程
の
影
響
を
与
へ
ゃ
う
と
は
、
画
家
な
が
ら
、
今
迄
気
が
つ
か
な
か
っ

た
。
」
(
同
)
と
思
う
。
こ
こ
で
函
工
は
、
那
美
と
別
れ
た
夫
と
の
や
り
と
り
を

み
て
、
画
に
と
っ
て
「
見
ら
れ
る
人
」
の
心
的
状
態
の
重
要
性
、
人
情
の
重
要

性
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
那
美
は
再
び
「
わ
た
く
し
の
画
を
か
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い
て
下
さ
い
な
」
(
同
)
と
画
工
に
言
い
、
「
私
の
気
象
の
出
る
様
に
、
丁
寧
に

注
刊

か
い
て
下
さ
い
己
(
十
三
)
と
頼
む
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
彼
女
が
前
に
い
っ

た
「
や
す
/
¥
と
往
生
し
て
」
と
違
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
那
美
の

変
化
を
、
彼
女
が
微
妙
で
は
あ
る
が
死
か
ら
生
の
方
向
へ
向
い
て
い
る
こ
と
を

一
不
す
と
と
も
に
、
画
工
が
那
美
に
、
人
情
を
、
「
憐
れ
」
を
求
め
た
こ
と
に
こ

た
え
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
那
美
が
、
自
分
の
与
え
た
構

図
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
画
工
に
応
じ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
画
工
は
宿
か
ら
山
を
見
上
げ
て
、

余
、
が
今
見
上
げ
た
山
の
端
に
は
、
滅
多
に
こ
の
辺
で
見
る
事
の
出
来
な

い
程
な
好
い
色
が
充
ち
て
ゐ
る
。
折
角
来
て
、
あ
れ
を
逃
す
の
は
惜
し
い

も
の
だ
。
一
寸
写
し
て
き
ゃ
う
。
(
十
二
)

と
思
い
、
画
を
か
き
に
出
る
が
、

縁
か
ら
見
た
と
き
は
画
に
な
る
と
思
っ
た
景
色
も
、
い
ざ
と
な
る
と
存

外
纏
ま
ら
な
い
。
色
も
次
第
に
変
わ
っ
て
く
る
。
草
原
を
の
そ
っ
く
う
ち

に
、
何
時
し
か
措
く
気
が
な
く
な
っ
た
。
(
向
)

の
で
あ
り
、
画
を
か
く
こ
と
を
断
念
す
る
。
こ
れ
は
結
局
、
画
工
が
非
人
情
で

あ
る
自
然
、
最
も
非
人
情
の
菌
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
は
画
に
か
け
な
い
と
い
う

こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
前
に
み
た
如
く
、
自
然
の
人
情
化
、

人
開
化
し
た
よ
う
な
椿
は
画
に
ふ
さ
わ
し
く
て
も
、
む
し
ろ
非
人
情
に
ふ
さ
わ

し
い
と
見
え
る
自
然
は
、
画
工
の
興
味
関
心
か
ら
は
~
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
画
工
の
体
験
を
み
れ
ば
、
画
工
は
、
よ
り
「
見
ら
れ
る
人
」
の
問
題

へ
、
「
見
ら
れ
る
人
」
の
人
情
の
問
題
へ
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
か

く
、
激
石
は
前
述
の
休
験
を
画
工
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
立
場
を
よ

り
明
確
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
激
石
は
、
こ
の
よ
う
に
、
那
美
の
微
妙
な

変
化
と
、
画
工
の
立
場
を
明
確
に
し
た
後
に
、
画
の
完
成
の
場
面
を
描
こ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

五

そ
れ
で
は
最
後
に
画
の
完
成
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
作

品
の
最
後
で
あ
り
、
画
工
が
停
車
場
で
久
一
を
見
送
る
場
面
で
あ
る
。

茶
色
の
は
げ
た
中
折
帽
の
下
か
ら
、
髭
だ
ら
け
な
野
武
土
が
名
残
り
惜

気
に
首
を
出
し
た
。
そ
の
と
き
、
那
美
さ
ん
と
野
武
士
は
思
は
ず
顔
を
見

合
せ
た
。
鉄
車
は
ご
と
り
/
¥
と
運
転
す
る
。
野
武
士
の
顔
は
す
ぐ
消
え

た
。
那
美
さ
ん
は
を
然
と
し
て
、
行
く
汽
車
を
見
送
る
。
其
荘
然
の
う
ち

に
は
不
思
議
に
も
今
迄
か
つ
て
見
た
事
の
な
い
「
憐
れ
」
が
一
面
に
浮
い

て
ゐ
る
。
「
そ
れ
だ
F

そ
れ
だ
/
そ
れ
が
出
れ
ば
函
に
な
り
ま
す

よ
」
と
余
は
那
美
さ
ん
の
肩
を
叩
き
な
が
ら
小
声
に
云
っ
た
。
余
が
胸
中

の
画
面
は
此
附
嵯
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
(
十
一
二
)

こ
こ
で
那
美
の
顔
に
「
憐
れ
」
が
浮
か
び
、
赤
い
椿
が
落
ち
る
池
に
「
憐
れ
」

を
浮
か
べ
て
浮
い
て
い
る
女
の
画
、
「
胸
中
の
画
青
山
叫
が
成
就
し
、
画
工
の
非

人
情
の
美
学
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
場
面
に
つ
い
て
、
非
人
情

の
美
学
の
完
成
と
み
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
「
憐
れ
」
の
意
味
づ
け
を
中

心
に
色
々
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
激
石
は
森
田
草
平
宛
書
簡
(
明
ぬ
・

9
・
初
)

で
「
「
憐
れ
』
と
い
ふ
の
が
人
情
の
一
部
で
も
、
観
察
の
態
度
は
矢
張
り
純
非

人
情
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
激
石
が
非
人
情
と
い
う
言
葉
を
、
や
や
暖

昧
に
使
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
従
え
ば
「
見

ら
れ
る
人
」
に
「
憐
れ
」
と
い
う
人
情
が
あ
ら
わ
れ
で
も
、
「
見
る
人
」
の
態

度
に
よ
っ
て
非
人
情
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
激
石
は

「
見
ら
れ
る
人
」
の
人
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
「
見
る
人
」
の
態
度
に
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よ
っ
て
非
人
情
が
可
能
で
あ
る
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
は
人
情
の
内
容
が
、
こ
こ
で
は
「
憐
れ
」
で
な
け
れ
ば
非
人
情
化
で
き
な
い

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
激
石
の
説
明
に
従
え

ば
、
多
少
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
非
人
情
の
画
は
完
成
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
、
画
、
が
成
立
し
た
場
所
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
函
は
理

想
郷
で
あ
る
那
古
井
で
は
な
く
、
現
実
世
界
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
画
工
の

旅
は
、
も
と
も
と
非
人
情
の
世
界
で
あ
る
理
想
郷
(
那
古
井
)
で
函
を
完
成
さ

せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
完
成
し
た
の
は
現
実
世
界
で
あ
っ
た
。
激
石

が
、
現
実
世
界
で
函
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
商
工
の
非
人
情
の
旅
は
、
結
果
的
に
は
、
那
古
井
が
非
人
情
の
世
界

で
な
い
、
理
想
郷
で
な
い
こ
と
を
知
る
旅
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で

は
そ
の
点
に
関
す
る
具
体
例
を
あ
げ
て
み
る
。
画
工
は
、
那
美
に
、
那
古
井
と

都
と
比
較
し
て
ど
ち
ら
が
良
い
の
か
と
き
く
が
、
那
美
は
「
伺
じ
事
で
す
わ
」

(
四
)
と
、
画
工
に
那
古
井
が
理
想
郷
で
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
ま
た
、
商

工
は
、
久
一
が
戦
争
で
召
集
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
次
の
よ
う
に
思
い
、
那
古

井
が
理
想
郷
で
な
い
こ
と
を
知
る
。

老
人
は
当
人
に
代
っ
て
、
満
洲
の
野
に
臼
な
ら
ず
出
征
す
べ
き
此
青
年

の
運
命
を
余
に
語
げ
た
。
此
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
に
、
時
く
は
鳥
、

落
つ
る
は
花
、
湧
く
は
温
泉
の
み
と
忠
ひ
詰
め
て
居
た
の
は
間
遠
で
あ
る
。

現
実
世
界
は
山
を
越
え
、
海
を
越
え
て
、
平
家
の
後
喬
の
み
住
み
古
る
し

た
る
孤
村
に
迄
逼
る
。
(
八
)

そ
し
て
ま
た
、
画
工
は
郡
古
井
で
色
ん
な
人
物
と
会
う
。
そ
の
中
に
は
理
想

郷
に
ふ
さ
わ
し
い
非
人
情
の
境
地
に
い
る
人
物
に
も
会
う
が
、
最
も
画
工
に
深

く
か
か
わ
る
那
美
は
、
決
し
て
理
想
郷
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
は
な
く
、
ま
さ

に
現
実
世
界
を
生
き
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
る
近
代
的
な
自
我
に
苦
悩
す
る

女
性
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
画
工
は
、
非
人
情
で
あ
る
自
然
ま
で
が
、
水
草
、
椿

の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
情
化
・
人
開
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
体
験
す
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
通
し
て
、
画
工
は
、
那
古
井
、
が
理
想
郷
で
な
い
、
現
実
世

界
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る
の
で
あ

る。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
画
工
は
、
作
品
の
最
後
に
い
た
っ
て
、
現
実
世
界
に
非

人
情
の
境
地
に
生
き
る
人
物
を
見
い
出
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

那
古
井
に
い
る
大
徹
和
尚
は
無
論
非
人
情
の
境
地
に
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
現

実
世
界
に
も
非
人
情
の
境
地
に
い
る
人
物
は
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
相
原

注
ロ

和
邦
氏
に
よ
っ
て
「
は
じ
め
画
工
が
憧
慣
し
て
い
た
非
人
情
の
極
致
〕
と
評
さ

れ
た
、
商
工
が
、
久
一
を
送
る
川
舟
に
乗
っ
て
い
る
時
に
あ
っ
た
「
日
露
戦
争

戦
争
が
済
む
迄
」
「
安
心
し
て
浮
標
を
見
詰
め
て
居
る
o
」
(
十
三
)
、
魚
釣
り
に

熱
中
し
て
い
る
太
公
望
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
画
工
が
、
そ
の
あ
と
茶
広
で

あ
っ
た
床
九
に
か
け
て
い
る
二
人
の
男
も
非
人
情
の
境
地
に
い
る
人
物
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
そ
の
床
凡
に
か
け
て
い
る
二
人
の
男
は
次
の
様
な
会
話
を
し
て

い
る
。
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「
牛
の
様
に
胃
袋
が
二
つ
あ
る
と
、
い
〉
な
あ
」

「
二
つ
あ
れ
ば
申
し
分
は
な
え
さ
、
一
つ
が
悪
く
な
り
や
、
切
っ
て
仕

舞
へ
ば
済
む
か
ら
」

此
田
舎
者
は
胃
病
と
見
え
る
。
彼
等
は
満
洲
の
野
に
吹
く
風
の
臭
ひ
も

知
ら
ぬ
。
現
代
文
明
の
弊
を
も
見
認
め
ぬ
。
革
命
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、

文
字
さ
へ
聞
い
た
事
も
あ
る
ま
い
。
或
は
自
己
の
胃
袋
、
か
一
つ
あ
る
か
二

つ
あ
る
か
夫
す
ら
弁
じ
得
ん
だ
ら
う
。
(
十
一
二
)

右
の
会
話
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
二
人
も
太
公
望
と
同
じ
く
非
人
情
の

境
地
に
い
る
人
物
で
あ
ろ

h
可
特
に
こ
の
床
九
に
か
け
て
い
る
二
人
の
男
に
つ



い
て
は
、
画
工
は
「
写
生
帖
を
出
し
て
、
二
人
の
姿
を
描
き
取
っ
た
。
」
(
十
一
一
一
)

の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ

庄
却

が
こ
の
作
品
で
の
唯
一
の
実
在
す
る
画
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

激
石
は
、
一
方
で
は
、
理
想
郷
と
み
え
た
世
界
も
現
実
世
界
と
変
わ
ら
な
い

こ
と
を
述
べ
、
ま
た
一
方
で
は
現
実
世
界
の
中
に
も
非
人
情
に
生
き
る
人
物
を

措
き
、
現
実
世
界
の
中
で
も
非
人
情
の
境
地
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
激
石
の
、
作
品
の
出
発
時
点
で
、
現
実
世
界
か
ら
逃

避
し
て
、
理
想
郷
を
、
非
人
情
の
世
界
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、

よ
り
現
実
世
界
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
激
石
が
非
人
情
の
画
を
現
実
世
界
で
成
立
せ
し

め
た
こ
と
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
函
の
完
成
が
那
美
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て

い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
郡
美
に
「
憐
れ
」
が
浮
か
ん
だ
こ
と
は
、
既
に

み
た
如
く
、
表
情
と
心
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
ま
た
、
「
憐
れ
」

の
内
容
を
前
述
の
如
く
考
え
れ
ば
、
那
美
が
心
の
統
一
を
も
っ
た
こ
と
に
な
り
、

不
仕
合
わ
せ
な
運
命
か
ら
、
近
代
的
自
我
の
苦
悩
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
し
て
画
の
完
成
と
同
時
に
、
画
工
の
意
識
下
に
あ
っ
た
「
救
い
の
モ

チ
ー
フ
」
は
か
な
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
思
え
ば
郡
美
は
、
画
工
に
「
世
の

中
は
気
の
持
ち
様
一
つ
で
ど
う
で
も
な
り
ま
す
。
」
(
四
)
と
い
っ
て
い
た
の
だ

が
、
そ
の
言
葉
は
彼
女
自
身
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
那
美
を
と
り
ま
く
苦
し
い
現
実
が
変
わ
ら
な
く
て
も
、
彼
女
の
心
の
持
ち

方
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
救
い
を
見
い
出
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
「
憐
れ
」
の
あ
ら
わ
れ
方
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
「
憐
れ
」
が
浮
か
ん
だ
の
は
、
那
美
が
「
在
然
と
し
て
」
い
た
時
で
あ
り
、

「
附
瑳
の
際
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
即
ち
自
意
識
を
失
っ
た
時
で
あ
り
、
一
瞬
で

世
話

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
以
前
に
、
画
工
が
「
憐
れ
」
を
思
い
つ
い
た
十

章
で
は
、
「
拙
嵯
の
衝
動
で
」
と
い
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
悲
然
」
「
哨
嵯
の

際
」
が
、
激
石
に
と
っ
て
か
り
そ
め
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
胸
中
の
画
面
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
関

わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
と
し
て
も
「
憐
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
弱
い
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
、
那
美
の
救
い
を
真
の
救
い
と
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て

い
る
作
者
激
石
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
前
述
の
如

く
、
那
美
、
か
撤
石
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
真
の
救
い
を
作
者
激

石
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
草
枕
」
は
、
作
者
激
石
の
、
意
識
的

に
は
、
現
実
か
ら
逃
避
的
に
非
人
情
を
志
向
し
な
が
ら
、
内
実
は
、
作
者
の
人

情
へ
、
現
実
世
界
へ
と
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
姿
勢
が
次
第
に
明
確

に
な
っ
て
い
く
、
あ
る
意
味
で
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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注
1

『
草
枕
』
の
非
人
情
哲
学
文
芸
協
会
編

共

益

社

大

正
M
H

年
4
月
一
六
六
頁

注
2

「
草
枕
」
の
鑑
賞
(
二
「
古
典
研
究
」

2
巻
刊
号

閣
昭
和
ロ
年

ω月
七

五

1
七
六
頁

注
3

畑
有
三
氏
は
「
『
プ
ロ
ッ
ト
』
も
『
事
件
の
発
展
』
も
な
い
『
俳
句

的
小
説
』
と
は
、
現
実
の
『
草
枕
』
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
、
激
石
の
頭

の
中
に
あ
っ
た
、
激
石
の
意
識
世
界
で
の
『
草
枕
』
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
」
(
『
草
枕
』
の
旅
講
座
夏
目
激
石
第
二
巻
「
激
石
の
作

品
(
上
)
』
有
斐
閣
昭
和
日
年
8
月
一
四
九
頁
)
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

激
石
全
集

名
作
選
集
『
想
華
』雄

山

注
4

岩
波
書
庖

昭
和

M
年
1
月
九
刷

第
四
巻

解
説



一
三
二
一
頁

注
5

一
章
に
「
桃
源
に
湖
る
」
と
あ
る
。

注
6

鈴
木
敏
也
「
草
枕
評
釈
』
目
黒
書
庖

四
三
七
頁

注
7

徽
石
序
説
〈
あ
る
精
神
の
素
描
V

「
季
刊
創
造
」
創
刊
号

霊
文
社
昭
和
日
年
同
月
二

O
四
i
二
O
五
頁

注
8

「
草
枕
」
水
・
眠
り
・
死
別
冊
国
文
学
刷
「
夏
目
激
石
必
携
H
」

学
燈
社
昭
和
町
年
5
月
一
一
七
頁

注
9

「
草
枕
』
覚
書
日
本
文
学
研
究
会
編
「
日
本
文
学
の
研
究
』

文
理
室
田
院
昭
和
幼
年
7
月

四

O
二
頁

注
叩
小
泉
浩
一
郎
「
草
枕
」
論
|
画
題
成
立
の
過
程
を
中
心
に
|

「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」

η
号
東
京
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会

昭
和
必
年
日
月
一
六
一
頁

注
目
志
保
田
那
美
「
国
文
学
」
日
巻
3
ロ
ヲ
学
燈
社
昭
和
必
年
2
月

二
六
頁

注
ロ
「
草
枕
」
小
考
「
近
代
文
学
試
論
」

ω号
広
島
大
学
近
代
文

学
研
究
会
昭
和
町
年
日
月
一

O
頁

注門
U

注

(
7
)
に
同
じ
。
二

O
五
頁

注
U

片
岡
豊
〈
再
生
〉
の
主
題
|
「
草
枕
」
論
そ
の
二
|

「
濫
辞
」

2
号
立
教
大
学
近
代
文
学
研
究
会
昭
和
臼
年
日
月

ま
た
、
相
原
和
邦
氏
の
、
画
工
と
那
美
の
聞
に
「
恋
の
モ
チ
ー
フ
」
(
前

出

四

O
五
頁
)
を
み
る
意
見
も
あ
る
。

注
目
注
(
ロ
)
に
同
じ
。
九
頁

注
目
蒲
生
芳
郎
『
激
石
を
読
む
自
我
の
孤
立
と
愛
へ
の
渇
き
』

社
昭
和
田
年
ロ
月
六
三
頁

昭
和
6
年
4
月
四
版

j学
々

注
げ
講
談
社
文
庫
「
草
枕
」

一
七
七
頁

注
凶
『
草
枕
』
論
「
非
人
情
」
と
「
美
的
小
説
」
に
つ
い
て
「
文

芸
と
批
評
」
4
巻
6
ロ
ヴ
文
芸
と
批
評
の
会
昭
和
日
年
7
月
六
一
一
一
頁

注
印
「
草
枕
」
私
論
「
国
文
目
白
」
凶
号
日
本
女
子
大
学
国
語
国

文
学
会
昭
和
臼
年
2
月

一

O
一二頁

注刊
ω

畑
有
三
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
画
工
の
考
え
を
「
無
責
任
と
も
い
う
べ

き
発
想
の
姿
勢
」
(
「
草
枕
」
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ

5
「
夏
目

激

石

士

二

」

尚

学

図

書

昭

和

ω年
5
月
一
七
頁
)
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

注

れ

草

枕

「

国

文

学

」

叩

巻

ω号
学

燈

社

昭

和

ω年
8
月

八

七
頁

注
幻
赤
井
恵
子
氏
は
「
流
れ
ゆ
く
女
か
ら
浮
か
ぶ
女
と
い
う
あ
の
構
図
の

改
変
は
、
現
実
存
在
と
し
て
の
彼
女
の
側
か
ら
は
、
『
動
』
か
ら
『
静
』

へ
と
い
う
、
救
済
の
意
味
を
含
む
も
の
と
さ
え
解
釈
で
き
る
よ
(
前
出

一
四
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
幻
「
草
枕
」
の
一
面
「
国
文
学
」
初
号
関
西
大
学
国
文
学
会

昭
和
初
年
6
月

二

O
真

注
M

注
(
幻
)
に
同
じ
。
八
六
頁

注
お
小
泉
浩
一
郎
氏
に
「
椿
の
群
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
水
草
の
イ
メ
|

ジ
の
発
展
と
し
て
登
場
す
る
。
」
(
前
出
一
六
五
頁
)
と
い
う
指
摘
が

あ
る
。

注
叩
山
「
草
枕
』
に
お
け
る
「
憐
れ
」
の
方
法
『
ラ
オ
コ
!
ン
』
と
の
関

連
で
「
上
智
近
代
文
学
研
究
」

1
集
上
智
大
学
日
本
近
代
文

学
会
昭
和
町
年
8
月

五

四

頁 解
説

講
談
社

昭
和
日
年
3
月
九
刷
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「
草
枕
」
解
説

注
幻
激
石
文
学
全
集
第
二
巻

月
二
版
六
一
二
四
頁

注
お
大
野
淳
一
氏
は
、
那
美
、
が
「
や
す
/
¥
と
往
生
し
て
浮
い
て
居
る
所
」

の
画
像
の
表
情
と
し
て
、
画
工
が
「
憐
れ
」
を
思
い
つ
く
の
は
自
然
で

あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
「
や
す
/
¥
と
往
生
し
て
』
水
に

浮
い
て
い
る
那
美
さ
ん
は
、
誰
に
対
し
て
も
『
人
を
馬
鹿
に
す
る
微
笑
』

(
同
)
を
浮
か
べ
て
は
い
ま
い
。
画
の
完
成
は
画
工
に
と
っ
て
も
郡
美

さ
ん
に
と
っ
て
も
、
「
人
事
葛
藤
』
の
世
界
か
ら
の
税
却
で
あ
る
。
」
(
「
草

枕
」
覚
え
書
「
国
語
と
国
文
学
」
日
巻
5
号
東
京
大
学
国
語
国

文
学
会
昭
和
M
年
5
月
六
二
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
意
味
で
は
、
画
工
の
「
憐
れ
」
は
、
那
美
の
い
っ
た
「
や
す
/
¥
」

と
を
修
正
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
の
で
あ
る
。

注

m
注

(
U
)
に
同
じ
。
二
九
頁

注

ω
吉
田
畑
仕
生
氏
に
、
「
こ
の
時
の
那
美
さ
ん
は
、
身
投
げ
を
し
て
浮
い

て
い
る
所
を
、
と
い
う
条
件
を
付
け
て
は
い
な
い
。
「
私
の
気
象
の
出

る
様
に
」
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
」
(
「
草
枕
』
序
説
内
田
道
雄
・

久
保
田
芳
太
郎
編
『
作
品
論
夏
目
激
石
』
双
文
社
出
版
昭
和
日
年

9
月
六
三
頁
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

注
目
実
際
の
画
で
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
越
智
氏
は
「
実

際
に
画
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
見
は
あ
ま
り
に
理
に
落
ち
よ
う
。
画

は
成
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
。
」
(
前
出
八
八
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
越
智
氏
と
違
っ
て
、
胸
中
の
画
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
意
味
を
認
め
る
意
見
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
吉
田
氏
の
「
結
末

の
場
面
で
わ
れ
わ
れ
が
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
「
憐
れ
」
を
湛
え
て
水
に

集
英
社

昭
和
必
年
9

浮
ん
で
い
る
美
女
の
姿
で
は
な
く
、
た
然
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
立

ち
つ
く
す
那
美
さ
ん
の
姿
な
の
で
あ
る
。
鏡
が
池
に
お
け
る
画
工
の
十

分
な
予
告
を
承
知
し
て
い
て
も
、
実
際
に
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

以
上
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
れ
と
は
無
関
係
に
生
じ
る
可
能
性
を
有
し

て
い
る
。
」
(
前
出
六
二
頁
)
と
い
う
意
見
や
、
浅
野
洋
氏
の
「
彼
が

〈
胸
中
の
画
〉
を
成
就
し
な
が
ら
、
現
実
の
絵
筆
を
握
る
未
来
を
い
っ

こ
う
に
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
現
実
に
お
け
る
絵
の
完
成
が
、
と
り
も

な
お
さ
ず
那
美
さ
ん
の
肉
休
の
喪
失
(
死
)
を
必
然
の
代
償
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
」
(
「
草
枕
」
の
鏡
舌
「
近
代
風
土
」
刊
号
近
畿
大

学
出
版
部
昭
和
幻
年
日
月
二
九
頁
)
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

注目
M

注

(
9
)
に
同
じ
。
四
一
一
頁

注目
ω

他
に
、
同
じ
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
画
工
が
那
古
井
で
出
会
っ
た
、

「
貝
を
む
い
て
居
る
爺
さ
ん
」
(
五
)
が
い
る
。

注
鈍
そ
れ
ま
で
に
も
、
こ
の
作
品
の
中
心
に
な
る
那
美
の
絵
の
構
図
は
別

に
し
て
、
画
工
は
何
度
も
画
を
か
く
こ
と
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
の
床

凡
に
か
け
て
い
る
二
人
の
男
の
画
以
外
は
、
す
べ
て
失
敗
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
二
章
で
の
婆

さ
ん
の
画
、
同
じ
く
二
章
で
の
鶏
の
画
、
十
章
で
の
鏡
が
池
の
水
面
(
影
)

の
画
、
十
二
章
で
の
縁
か
ら
み
た
山
の
景
色
の
画
、
同
じ
く
十
二
章
で

の
、
那
美
と
、
別
れ
た
夫
が
会
っ
て
い
る
画
で
あ
る
。

注
目
ω

小
泉
浩
一
郎
氏
の
よ
う
に
(
前
出
一
七
三
頁
参
照
)
、
「
幻
影
の
盾
」

「
一
夜
」
の
先
行
作
品
の
例
を
根
拠
に
し
て
、
徽
石
に
と
っ
て
、
「
一

瞬
」
は
「
永
遠
」
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
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(
本
学
助
教
授
)


