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夏
目
漱
石
の
文
明
開
化
論
は
読
む
者
に
強
い
印
象
を
残
す
。そ
の
結
果
、

単
純
化
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、「
皮
相

上
滑
り
」
の
文
明
開
化
を
批
判
し
た
漱
石
は
、「
あ
る
べ
き
」
文
明
開
化

を
想
定
す
る
近
代
主
義
者
だ
っ
た
、
と
す
る
受
け
止
め
方
で
あ
る
。
し
か

し
、
漱
石
の
思
考
は
こ
こ
で
も
ひ
ね
く
れ
て
お
り
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な

い
。
彼
の
言
葉
で
い
え
ば
「
逆
説
」
含
み
で
あ
る
。「
弁
証
法
的
」
と
も

捉
え
ら
れ
う
る
そ
の
消
息
を
、
以
下
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試

み
た
い
。

【
１
】　

１
９
０
１
年
３
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
夏
目
漱
石
は
日
記
に
次
の
よ
う

漱
石
と
文
明
開
化
の
弁
証
法

藤
野
　
寛

に
し
る
し
て
い
る
。

「
日
本
は
三
十
年
前
に
覚
め
た
り
と
い
ふ
。
然
れ
ど
も
半
鐘
の
声
で
急

に
飛
び
起
き
た
る
な
り
。
そ
の
覚
め
た
る
は
本
当
の
覚
め
た
る
に
あ
ら

ず
。
狼
狽
し
つ
つ
あ
る
な
り
。
た
だ
西
洋
か
ら
吸
収
す
る
に
急
に
し
て

消
化
す
る
に
暇
な
き
な
り
。
文
学
も
政
治
も
商
業
も
皆
然
ら
ん
。
日
本

は
真
に
目
が
醒
ね
ば
だ
め
だ
。」（
第
十
九
巻
／
６
６
頁（
１
））

　

こ
こ
に
発
せ
ら
れ
る
警
鐘
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
、

そ
れ
か
ら
十
年
後
の
１
９
１
１
年
８
月
に
和
歌
山
で
行
わ
れ
た
講
演
「
現
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代
日
本
の
開
化
」
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
日
本
の
開
化
は

次
の
よ
う
に
診
断
さ
れ
る
。

「
西
洋
の
開
化
（
即
ち
一
般
の
開
化
）
は
内
発
的
で
あ
っ
て
、
日
本
の

現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
発
的
と
い
う
の
は
内
か
ら

自
然
に
出
て
発
展
す
る
と
い
う
意
味
で
丁
度
花
が
開
く
よ
う
に
お
の
ず

か
ら
蕾
が
破
れ
て
花
弁
が
外
に
向
か
う
の
を
い
い
、
ま
た
外
発
的
と
は

外
か
ら
お
っ
か
ぶ
さ
っ
た
他
の
力
で
や
む
を
え
ず
一
種
の
形
式
を
取
る

の
を
指
し
た
つ
も
り
な
の
で
す
。（
…
）
勿
論
何
処
の
国
だ
っ
て
隣
づ

き
合
が
あ
る
以
上
は
そ
の
影
響
を
受
け
る
の
が
勿
論
の
事
だ
か
ら
わ
が

日
本
と
い
え
ど
も
昔
か
ら
そ
う
超
然
と
し
て
た
だ
自
分
だ
け
の
活
力
で

発
展
し
た
訳
で
は
な
い
。（
…
）
少
な
く
と
も
鎖
港
排
外
の
空
気
で

二
百
年
も
麻
酔
し
た
挙
句
突
然
西
洋
文
化
の
刺
戟
に
跳
ね
上
っ
た
位
強

烈
な
影
響
は
有
史
以
来
ま
だ
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
適
当
で

し
ょ
う
。（
…
）
今
ま
で
内
発
的
に
展
開
し
て
来
た
の
が
、
急
に
自
己

本
位
の
能
力
を
失
っ
て
外
か
ら
無
理
押
し
に
押
さ
れ
て
否
応
な
し
に
そ

の
い
う
通
り
に
し
な
け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
と
い
う
有
様
に
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。」（
第
十
六
巻
／
４
４
８
頁
）

　

こ
こ
で
、「
内
発
的
／
外
発
的
」
と
い
う
対
比
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る

わ
け
だ
が
、
漱
石
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
、

そ
れ
と
共
に
、
い
ま
一
つ
「
皮
相
上
滑
り
」
が
あ
る
。
こ
う
言
わ
れ
る
。

「
自
分
は
ま
だ
煙
草
を
喫
っ
て
も
碌
に
味
さ
え
分
ら
な
い
子
供
の
く
せ

に
、
煙
草
を
喫
っ
て
さ
も
旨
そ
う
な
風
を
し
た
ら
生
意
気
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
敢
て
し
な
け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
日
本
人
は
随
分
悲
酸
な
国
民

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
自
然
天
然
に
発
展
し
て
来
た
風

俗
を
急
に
変
え
る
訳
に
い
か
ぬ
か
ら
、
た
だ
器
械
的
に
西
洋
の
礼
式
な

ど
を
覚
え
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
自
然
と
内
に
発
酵
し
て
醸
さ
れ

た
礼
式
で
な
い
か
ら
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
は
な
は
だ
見
苦
し
い
。
こ

れ
は
開
化
じ
ゃ
な
い
、
開
化
の
一
端
と
も
云
え
な
い
ほ
ど
の
些
細
な
事

で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
些
細
な
事
に
至
る
ま
で
、
我
々
の
や
っ
て
い
る

事
は
内
発
的
で
な
い
、
外
発
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
言
に
し
て
云
え
ば

現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る
と
云
う
事
に
帰
着
す

る
の
で
あ
る
。
無
論
一
か
ら
十
ま
で
何
か
ら
何
ま
で
と
は
言
わ
な
い
。

複
雑
な
問
題
に
対
し
て
そ
う
過
激
の
言
葉
は
慎
ま
な
け
れ
ば
悪
い
が

我
々
の
開
化
の
一
部
分
、
あ
る
い
は
大
部
分
は
い
く
ら
己
惚
れ
て
み
て

も
上
滑
り
と
評
す
る
よ
り
致
し
方
が
な
い
。」（
第
十
六
巻
／
４
５
４‒

４
５
５
頁
）
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「
内
発
的
／
外
発
的
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
診
断
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
は
（
価
値
中
立
的
な
）
事
実
の
確
認
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
批
判
で
は

な
い
、
と
解
す
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
皮
相
上
滑
り
」
と
な
る
と
、
価
値
判
断
、
そ
れ
も
否

定
的
な
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
ち
ら

は
明
ら
か
に
批
判
で
あ
る
。

【
２
】　

こ
こ
に
問
題
が
発
生
す
る
。「
内
発
的
で
な
い
」
と
い
う
診
断
と
、

「
皮
相
上
滑
り
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
の
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内

発
的
で
な
い
か
ら
こ
そ
皮
相
上
滑
り
に
な
る
、
と
い
う
連
関
が
生
ま
れ
う

る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
漱
石
自
身
の
説
明
で
は
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

「
こ
の
圧
迫
に
よ
っ
て
吾
人
は
や
む
を
え
ず
不
自
然
な
発
展
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
の
日
本
の
開
化
は
地
道
に
の
そ
り
の
そ

り
と
歩
く
の
で
な
く
っ
て
、
や
ッ
と
気
合
を
懸
け
て
は
ぴ
ょ
い
ぴ
ょ
い

と
飛
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
開
化
の
あ
ら
ゆ
る
階
段
を
順
々
に
踏
ん
で

通
る
余
裕
を
も
た
な
い
か
ら
、
で
き
る
だ
け
大
き
な
針
で
ぼ
つ
ぼ
つ

縫
っ
て
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
足
の
地
面
に
触
れ
る
所
は
十
尺
を
通
過
す

る
う
ち
に
わ
ず
か
一
尺
ぐ
ら
い
な
も
の
で
、
他
の
九
尺
は
通
ら
な
い
の

と
一
般
で
あ
る
。
私
の
外
発
的
と
い
う
意
味
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
御
了
解
に

な
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。」（
第
十
六
巻
／
４
４
９
頁
）

　

内
発
的
な
開
化
の
場
合
に
は「
地
道
に
の
そ
り
の
そ
り
と
歩
く
」こ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
「
地
に
足
を
つ
け
た
歩
き
方
」
に
な
る
の
に
対
し
て
、「
外

発
的
」
な
開
化
で
は
、「
ぴ
ょ
い
ぴ
ょ
い
と
飛
ん
で
行
く
」
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
「
皮
相
上
滑
り
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
外
発
性
と
皮
相
上
滑
り
の
関
係
は
、
本
当
に
―
漱
石
が
見
る

よ
う
に
―
必
然
的
な
連
関
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

何
か
他
な
る
も
の
と
出
会
っ
た
時
、
そ
の
相
手
と
が
っ
ぷ
り
四
つ
に

取
っ
組
み
合
い
対
話
・
対
決
す
る
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
相
手
の
う

わ
べ
だ
け
に
表
面
的
に
反
応
す
る
よ
う
な
あ
り
方
を
、
皮
相
上
滑
り
と
評

す
る
の
だ
ろ
う
。
相
手
か
ら
何
か
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
に
際
し
て
、
そ

の
表
面
だ
け
を
な
ぞ
っ
た
り
真
似
た
り
す
る
反
応
、
外
側
か
ら
押
し
寄
せ

て
く
る
も
の
を
深
く
受
け
止
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
表
面
を
な
ぞ
る
、

模
倣
す
る
と
い
う
反
応
で
あ
り
、そ
の
結
果
と
し
て
の
変
化
だ
。例
え
ば
、

た
だ
カ
ッ
コ
い
い
か
ら
真
似
る
と
い
う
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
軽
薄
で
あ
り

論
外
だ
。
表
面
を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
見
て
の
通
り
、

「
上
滑
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
内
／
外
」「
表
面
／
深
層
」「
深
い
／
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浅
い
」
と
い
っ
た
二
分
法
が
対
応
し
て
い
る
。

　

皮
相
上
滑
り
の
文
明
化
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
中
で
も
批
判
さ
れ

て
い
る
。
単
な
る
真
似
だ
、
と
。

「
出
来
な
い
の
で
は
な
い
。
西
洋
人
が
や
ら
な
い
か
ら
、
自
分
で
も
や

ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
現
に
こ
の
不
合
理
極
ま
る
礼
服
を
着
て
威
張
っ
て

帝
国
ホ
テ
ル
な
ど
へ
出
懸
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
因
縁
を
尋
ね
る
と
何

に
も
な
い
。只
西
洋
人
が
着
る
か
ら
、着
る
と
云
う
ま
で
の
事
だ
ろ
う
。

西
洋
人
は
強
い
か
ら
無
理
で
も
馬
鹿
気
て
い
て
も
真
似
な
け
れ
ば
遣
り

切
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。（
…
）
学
問
と
い
え
ど
も
そ
の
通
り
だ
が
こ
れ

は
服
装
に
関
係
が
な
い
事
だ
か
ら
以
下
略
と
す
る
。」（
第
一
巻
／

２
８
７
頁
）

　

し
か
し
、
で
は
、
真
似
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
は
ど
う
違
う
の
か
、
と
い

う
疑
問
が
浮
か
ば
ず
に
は
す
ま
な
い
。真
似
る
こ
と
を
斥
け
る
と
、結
局
、

学
ぶ
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の

歴
史
を
眺
め
れ
ば
、
よ
り
進
ん
だ
（
優
れ
た
）
文
化
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
繰

り
返
し
以
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
痛
感
す
る
の
は
、

19
世
紀
の
前
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
蒸
気
機
関
車
が
走
り
始
め
た
ら
、
あ
っ
と

い
う
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
が
そ
れ
を
真
似
た
（
導
入
し
た
）
と
い
う

事
実
だ
。（
だ
か
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（
１
８
１
３-

１
８
５
５
）
は
コ
ペ

ン
ハ
ー
ゲ
ン
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
行
く
の
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
内
で
は
汽
車
に

乗
れ
た
の
だ
っ
た
。）
日
本
人
だ
け
が
真
似
に
余
念
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。

　

で
は
、「
皮
相
上
滑
り
」
の
反
対
と
は
、
ど
ん
な
あ
り
方
か
。
表
面
を

コ
ピ
ー
す
る
だ
け
で
な
く
、そ
の
中
身
の
深
い
と
こ
ろ
ま
で
学
ん
だ
上
で
、

そ
れ
を
我
が
も
の
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
相
手
の
表
面
だ
け
で

な
く
、
内
部
の
奥
深
く
ま
で
食
い
込
ん
で
学
ぶ
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

漱
石
が
考
察
の
中
心
に
置
く
言
葉
に
は「
内
」の
字
が
つ
く
の
で
も
あ
る
。

　

表
面
（
上
部
）
の
反
応
と
内
部
（
奥
底
）
の
変
化
を
区
別
す
る
も
の
と

は
何
な
の
か
。
一
つ
は
、
自
己
否
定
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

江
戸
文
化
が
西
洋
文
化
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
江
戸
文
化
自
体
の
否
定
性

が
痛
苦
を
も
っ
て
自
覚
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
そ
の
否
定
性
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
一
定
の
仕
方
で

既
に
自
覚
さ
れ
て
も
い
た
に
違
い
な
い
。
例
え
ば
福
沢
諭
吉
は
、
封
建
的

な
門
閥
制
度
を
「
親
の
敵
」
と
し
て
憎
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
江
戸

時
代
に
い
く
つ
か
の
「
改
革
」
の
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き

る
は
ず
だ
。
１
６
０
０
年
か
ら
１
８
５
３
年
ま
で
、
ひ
た
す
ら
暗
黒
の
停

滞
が
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
江
戸
時
代
の
内

側
に
も
進
歩
は
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
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の
か
。（
自
己
満
足
す
る cool 

な
江
戸
文
化
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
足
を

す
く
わ
れ
た
く
な
い
。）

　

衝
撃
を
受
け
止
め
る
側
に
（
も
）
内
側
に
自
己
否
定
、
自
ら
が
変
わ
る

こ
と
へ
の
欲
求
が
抱
か
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
「
内
発
的
」
受
け
止
め

の
名
に
値
す
る
だ
ろ
う
。「
内
発
的
な
開
化
」
と
は
、
自
ら
の
内
側
の
深

い
と
こ
ろ
か
ら
発
し
た
開
化
の
意
味
な
の
で
あ
り
、
実
際
、
漱
石
は
、
日

本
（
人
）
に
、
内
側
の
深
い
と
こ
ろ
に
発
す
る
開
化
を
要
求
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
に
「
皮
相
上
滑
り
」
に
対
す
る
反
対
を
意

味
す
る
も
の
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
皮
相
上
滑
り
」の
反
対
は
、む
し
ろ
、相
手
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
、

相
手
の
―
表
面
で
は
な
く
―
深
い
層
に
お
い
て
向
き
合
う
、
と
い
う
姿
勢

で
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
相
手
か
ら
の
衝
撃
に
し
っ
か
り
噛
み
合
う

反
応
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
内
発
的
と
い
う
こ
と
と
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ
「
内
発
的
」
と
は
、
同
じ
「
内
側
」
に
関

わ
る
言
葉
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
ら
の
内
側
に
こ
そ
発
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
な
の
で
あ
っ
て
、
相
手
を
そ
の
内
部
の
深

い
と
こ
ろ
で
受
け
止
め
よ
、と
い
う
要
請
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。「
内
発
的
」

と
は
、
外
に
対
す
る
反
応
で
は
な
く
、
内
に
発
す
る
動
き
で
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
言
葉
で
あ
る
。
外
か
ら
の
衝
撃
を
相
手
の
そ
の

深
い
と
こ
ろ
に
ま
で
降
り
立
ち
、
そ
こ
か
ら
し
っ
か
り
受
け
止
め
る
、
と

い
う
あ
り
方
の
表
現
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
内
発
性
」
と
「
皮
相
上
滑

り
」
と
い
う
の
は
、
異
な
る
問
題
次
元
の
性
質
で
あ
る
。
一
方
は
成
長
に

関
わ
る
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
関
係
の
概
念
な
の
だ
か
ら
。

　

だ
と
す
る
と
、「
皮
相
上
滑
り
」
を
批
判
す
る
た
め
に
「
内
発
性
」
を

対
置
す
る
こ
と
で
、
漱
石
は
二
つ
の
異
な
る
あ
り
方
を
混
合
、
あ
る
い
は

混
同
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
「
内
」
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

自
ら
の
「
内
」
に
発
す
る
変
化
と
、
相
手
の
「
内
」
奥
に
ま
で
食
い
入
っ

て
の
が
っ
ぷ
り
四
つ
の
取
り
組
み
と
の
違
い
だ
。
漱
石
は
二
つ
の
異
な
る

問
題
を
一
緒
く
た
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
―
「（
自
ら
の
）
内
部
に
発

す
る
変
化
」
と
い
う
問
題
と
、「
外
部
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
表
面
的
で

な
い
―
相
手
の
内
奥
に
ま
で
降
り
立
っ
て
の
―
反
応
」
と
い
う
問
題
を
。

漱
石
は
、
異
文
化
に
対
す
る
正
し
い
「
反
応
」
を
こ
そ
問
お
う
と
し
な
が

ら
、
問
題
を
、
内
発
的
な
「
変
化
」
の
問
題
に
置
き
変
え
て
し
ま
っ
て
い

る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

外
か
ら
刺
激
・
衝
撃
に
襲
わ
れ
つ
つ
も
そ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
、

が
っ
ぷ
り
四
つ
に
取
り
組
む
と
い
う
反
応
は
、十
分
に
あ
り
う
る
も
の
だ
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
外
発
性
は
必
ず
し
も
皮
相
上
滑
り
を
帰
結
す
る

と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
外
発
的
で
あ
っ
て
も
皮
相
上
滑
り
で

な
い
反
応
は
あ
り
う
る
―
そ
の
は
ず
な
の
だ
。
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こ
う
考
え
る
時
、「
内
発
的
開
化
」
あ
る
い
は
「
内
発
的
変
化
」
と
い

う
考
え
自
体
が
含
む
問
題
点
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
問
題

は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
に
、
そ
も
そ
も
、
漱
石
は
本
当
に
単
純
な
「
内
発
的
開
化
」
主
義

者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
漱
石
自

身
が
外
側
か
ら
の
衝
撃
と
い
う
も
の
を
深
く
、
あ
ま
り
に
深
く
受
け
止
め

て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。（
こ
こ
で
も
、「
深
い
」
と
い
う
形
容
詞
が

出
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
可
避
だ
。）
漱
石
は
、
自
分
が
英
文
学

を
イ
ギ
リ
ス
人
ほ
ど
に
は
深
く
細
や
か
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
痛
感

し
、
落
胆
も
し
た
の
だ
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、

漱
石
が
英
文
学
に
よ
っ
て
十
分
に
魅
了
さ
れ
、
深
く
影
響
さ
れ
て
も
い
た

事
実
は
そ
の
こ
と
で
帳
消
し
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
漱
石
の
精
神
世
界

は
根
本
の
と
こ
ろ
で
江
戸
文
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
よ

う
な
話
で
は
あ
り
え
な
い
。
彼
は
、
執
拗
に
西
洋
の
文
学
や
哲
学
か
ら
養

分
を
汲
も
う
と
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
を
誇
示
し
な
か
っ

た
だ
け
だ
。輸
入
業
者
と
し
て
の
自
ら
の
能
力
を
ひ
け
ら
か
す
必
要
な
ど
、

彼
は
一
向
に
感
じ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。（
東
大
で
の
教
員
ポ
ス
ト
に

つ
く
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
は
既
に
頂
点
を
極
め
て
い
た
と
も
言
え
る
の

だ
か
ら
。）
自
分
に
と
っ
て
「
古
く
て
懐
か
し
い
」
世
界
を
深
く
揺
す
ぶ

り
動
か
す
衝
撃
を
こ
そ
、
漱
石
は
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
実
際
に

受
け
取
っ
て
も
い
た
だ
ろ
う
。「
新
し
さ
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
価
値

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
古
さ
」
が
た
だ
懐
か
し
い
だ
け
で
な
く
、
狭

苦
し
く
、
不
自
由
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
な
く
し
て
何
だ
っ
た
と
い
う
の

か
。

　

第
二
に
、「
内
発
的
開
化
」
と
は
、
現
実
的
に
、
ど
ん
な
こ
と
で
あ
り

え
た
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
外
側
か
ら
の
衝
撃
に
対
す
る
反

応
で
な
い
よ
う
な
開
化
？　

黒
船
に
よ
る
一
撃
な
し
の
、
内
発
的
な
開

化
？　

し
か
し
、
こ
れ
は
無
理
な
注
文
だ
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
九
世
紀
後
半
の
地
球
の
歴
史
的
現
実
を
無
視
し
た
、
反
実
仮
想
の
話
に

な
っ
て
し
ま
う
。
な
に
し
ろ
、
現
実
に
ペ
リ
ー
は
や
っ
て
来
た
の
だ
し
、

「
放
っ
て
お
い
て
く
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
独
自
の
内
発
的
開
化
を
や
り
ま
す

か
ら
」
な
ど
と
応
じ
て
も
、
放
っ
て
お
い
て
は
く
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

外
圧
に
対
し
て
精
一
杯
反
応
す
る
こ
と
以
外
、
他
に
し
よ
う
が
な
か
っ
た

の
だ
。
漱
石
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
が
歴
然
た
る
厳
し
い
現
実
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、（
国
際
）
関
係
の
中
を
動
く
政
治
の
世
界
に
「
内
発
性
」
と

い
う
理
念
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。「
内
発
的
変
化
」
と
い
う
の
は
、
現
実
離
れ
し
た
発
想
、
そ
の
意
味

で
悪
し
き
理
想
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

【
３
】　

た
だ
し
、
問
題
は
そ
の
点
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
よ
り
根
本
的
な
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問
題
が
あ
る
。

　

皮
相
上
滑
り
の
開
化
が
批
判
さ
れ
る
場
合
、
そ
う
で
は
な
い
、
言
う
な

れ
ば
「
真
正
の
開
化
」
で
あ
れ
ば
ど
ん
ど
ん
推
し
進
め
る
べ
し
、
と
い
う

指
針
が
出
さ
れ
得
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。開
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
立
場
だ
。（
例
え
ば
福
沢
諭
吉
は
、
こ
の
立

場
に
立
っ
て
い
た
。）

　

け
れ
ど
も
、
漱
石
は
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
視
点
を
持
っ
て
い
た
。
漱

石
は
、
開
化
・
啓
蒙
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
ま
た
見
て
と
る
視
点
を
既
に
獲
得

し
て
い
た
。
内
発
的
な
開
化
で
あ
れ
ば
歓
迎
、
と
無
邪
気
に
考
え
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
開
化
に
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
両
面
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
両
面
は
切
り
離
し
難
く
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼

は
正
確
に
洞
察
し
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
漱
石
は
近
代
主
義
者
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
立
つ
。
皮
相

上
滑
り
の
開
化
を
批
判
す
る
場
合
、
そ
こ
で
は
、
皮
相
上
滑
り
で
な
い
開

化
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
真
の
（
文
明
）
開
化
」
と
呼
ば
れ

う
る
よ
う
な
何
ご
と
か
だ
。
漱
石
は
、
そ
う
い
う
開
化
を
日
本
に
求
め
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
漱
石
は
近
代
主
義
者
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
事
情
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、
漱
石
は
「（
文
明
）
開
化
の
弁
証
法
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

観
点
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
講

演
の
前
半
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
日
本
と
か
現
代
と
か
い
う
特
別

な
形
容
詞
に
束
縛
さ
れ
な
い
一
般
の
開
化
か
ら
出
立
し
て
そ
の
性
質
を
調

べ
る
」（
第
十
六
巻
／
４
３
５
頁
）
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講

演
は
、「
日
本
の
開
化
」（
第
十
六
巻
／
４
４
７
頁
）
を
論
じ
る
後
半
の
議

論
が
強
い
印
象
を
残
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
比
し
て
前
半
の
「
一

般
」
論
は
と
も
す
れ
ば
素
通
り
さ
れ
か
ね
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
重
要
性
に
お
い
て
引
け
を
取
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
こ
で
漱
石
は
「
開
化
の
逆
説
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
た
だ
い
ま
申
し
上
げ
た
二
つ
の
入
り
乱
れ
た
る
経
路
、
す
な
わ
ち
で

き
る
だ
け
労
力
を
節
約
し
た
い
と
云
う
願
望
か
ら
出
て
て
来
る
種
々
の

発
明
と
か
器
械
力
と
か
云
う
方
面
と
、
で
き
る
だ
け
気
儘
に
勢
力
を
費

し
た
い
と
云
う
娯
楽
の
方
面
、
こ
れ
が
経
と
な
り
緯
と
な
り
千
変
万
化

錯
綜
し
て
現
今
の
よ
う
に
混
乱
し
た
開
化
と
云
う
不
可
思
議
な
現
象
が

で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
そ
う
云
う
も
の
を
開
化
と
す
る
と
、
こ
こ
に
一
種
妙
な
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
と
で
も
云
い
ま
し
ょ
う
か
、ち
ょ
っ
と
聞
く
と
お
か
し
い
が
、

実
は
誰
し
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
象
が
起
り
ま
す
。」（
第
十
六

巻
／
４
４
４
頁
）
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「
昔
の
人
間
と
今
の
人
間
が
ど
の
く
ら
い
幸
福
の
程
度
に
お
い
て
違
っ

て
い
る
か
と
云
え
ば
―
―
あ
る
い
は
不
幸
の
程
度
に
お
い
て
違
っ
て
い

る
か
と
云
え
ば
―
―
活
力
消
耗
活
力
節
約
の
両
工
夫
に
お
い
て
大
差
は

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
生
存
競
争
か
ら
生
ず
る
不
安
や
努
力
に
至
っ

て
は
け
っ
し
て
昔
よ
り
楽
に
な
っ
て
い
な
い
。
否
昔
よ
り
か
え
っ
て
苦

し
く
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。」（
第
十
六
巻
／
４
４
５
頁
）

「
こ
の
く
ら
い
労
力
を
節
減
す
る
器
械
が
整
っ
た
今
日
で
も
、
ま
た
活

力
を
自
由
に
使
い
得
る
娯
楽
の
途
が
備
っ
た
今
日
で
も
生
存
の
苦
痛
は

存
外
切
な
も
の
で
あ
る
い
は
非
常
と
い
う
形
容
詞
を
冠
ら
し
て
も
し
か

る
べ
き
程
度
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
労
力
を
節
減
で
き
る
時
代
に

生
れ
て
も
そ
の
忝
け
な
さ
が
頭
に
応
え
な
か
っ
た
り
、
こ
れ
ほ
ど
娯
楽

の
種
類
や
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
も
全
く
そ
の
あ
り
が
た
み
が
分
ら
な

か
っ
た
り
す
る
以
上
は
苦
痛
の
上
に
非
常
と
い
う
字
を
附
加
し
て
も
好

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
開
化
の
産
ん
だ
一
大
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
だ

と
私
は
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。」（
第
十
六
巻
／
４
４
７
頁
）

　

こ
こ
で
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
。「
一
大
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
と
は
、
プ
ラ
ス
面
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
文
明
）
開

化
に
避
け
難
く
マ
イ
ナ
ス
面
が
伴
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
正
負
の
両

面
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
事
態
を
表
現
す
る
も
の
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
西
洋
哲
学
に
お
い
て
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
弁
証
法
的
事
情
を
洞
察
し
た
者
は
、
そ
の
事
態
を
無
邪
気
に
肯
定

す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
漱
石
で
あ
れ
ば
、
文
明

開
化
に
は
そ
も
そ
も
正
負
両
面
の
性
質
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

非
本
来
的
な
「
文
明
開
化
」
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
本

来
の
姿
を
取
る
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
単
純
に
称
賛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
漱
石
を
―
福
沢
諭
吉
の
よ
う
な
―
生
一
本
な
「
近
代
主
義
者
」

と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
文
明
化
の
弁
証
法
」
と

い
う
事
情
に
漱
石
が
正
確
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
の
証
し
を
見
出
す
こ
と

は
少
し
も
難
し
く
な
い
。

【
４
】　

文
明
開
化
の
逆
説
を
く
っ
き
り
と
示
す
具
体
例
は
、
漱
石
に
と
っ

て
何
よ
り
も
汽
車
だ
っ
た
。
西
洋
近
代
の
牽
引
車
と
な
っ
た
英
国
を
象
徴

す
る
科
学
技
術
と
し
て
の
汽
車
だ
。『
草
枕
』（
１
９
０
６
年
）
で
は
、
こ

う
書
か
れ
て
い
る
。

「
汽
車
ほ
ど
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
何
百

と
い
う
人
間
を
同
じ
箱
へ
詰
め
て
轟
と
通
る
。
情
け
容
赦
は
な
い
。
詰
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め
込
ま
れ
た
人
間
は
皆
同
程
度
の
速
力
で
、
同
一
の
停
車
場
へ
と
ま
っ

て
そ
う
し
て
、
同
様
に
蒸
気
の
恩
沢
に
浴
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
汽
車

へ
乗
る
と
い
う
。
余
は
積
み
込
ま
れ
る
と
言
う
。
人
は
汽
車
で
行
く
と

い
う
。
余
は
運
搬
さ
れ
る
と
言
う
。
汽
車
ほ
ど
個
性
を
軽
蔑
し
た
も
の

は
な
い
。
文
明
は
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て
、
個
性
を
発
達

せ
し
め
た
る
後
、
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
個
性
を
踏
み

付
け
よ
う
と
す
る
。
一
人
前
何
坪
何
合
か
の
地
面
を
与
え
て
、
こ
の
地

面
の
う
ち
で
は
寝
る
と
も
起
き
る
と
も
勝
手
に
せ
よ
と
い
う
の
が
現
今

の
文
明
で
あ
る
。
何
坪
何
合
の
う
ち
で
自
由
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
も

の
が
、
こ
の
鉄
柵
外
に
も
自
由
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
く
な
る
の
は
自

然
の
勢
い
で
あ
る
。
憐
れ
む
べ
き
文
明
の
国
民
は
日
夜
に
こ
の
鉄
柵
に

嚙
み
付
い
て
咆
哮
し
て
い
る
。
文
明
は
個
人
に
自
由
を
与
え
て
虎
の
ご

と
く
猛
た
ら
し
め
た
る
後
、
こ
れ
を
陥
穽
の
内
に
投
げ
込
ん
で
、
天
下

の
平
和
を
維
持
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。
動

物
園
の
徒
ら
が
見
物
人
を
睨
め
て
、
寝
転
ん
で
い
る
と
同
様
の
平
和
で

あ
る
。
檻
の
鉄
棒
が
一
本
で
も
抜
け
た
ら
―
世
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な

る
。
第
二
の
仏
蘭
西
革
命
は
こ
の
時
に
起
る
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
革

命
は
今
す
で
に
日
夜
に
起
り
つ
つ
あ
る
。
北
欧
の
偉
人
イ
プ
セ
ン
は
こ

の
革
命
の
起
る
べ
き
状
態
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
そ
の
例
証
を
吾
人
に
与

え
た
。
余
は
汽
車
の
猛
烈
に
、
見
界
な
く
、
す
べ
て
の
人
を
貨
物
同
様

に
心
得
て
走
る
さ
ま
を
見
る
た
び
に
、
客
車
の
う
ち
に
閉
じ
籠
め
ら
れ

た
る
個
人
と
、
個
人
の
個
性
に
寸
毫
の
注
意
を
だ
に
払
わ
ざ
る
こ
の
鉄

車
と
を
比
較
し
て
、
―
あ
ぶ
な
い
、
あ
ぶ
な
い
。
気
を
付
け
ね
ば
あ
ぶ

な
い
と
思
う
。
現
代
の
文
明
は
こ
の
あ
ぶ
な
い
で
鼻
を
衝
か
れ
る
く
ら

い
充
満
し
て
い
る
。
お
さ
き
真
闇
に
盲
動
す
る
汽
車
は
あ
ぶ
な
い
標
本

の
一
つ
で
あ
る
。」（
第
三
巻
／
１
６
７-

１
６
８
頁
）

　

こ
こ
で
は
、同
じ
一
つ
の
文
明
の
持
つ
二
つ
の
顔
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。

一
方
は
、
も
ち
ろ
ん
、
汽
車
だ
。
文
明
を
代
表
（
象
徴
）
す
る
。
も
う
一

方
は
、
個
性
、
あ
る
い
は
、
個
人
の
自
由
だ
。
そ
の
上
で
「
汽
車
は
個
性

を
軽
蔑
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
文
明
の
持
つ
二
つ
の
顔
が
衝
突
す
る
の

だ
。
あ
る
い
は
、
文
明
と
し
て
の
汽
車
は
個
性
を
開
発
し
、
か
つ
同
時
に

軽
蔑
す
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
文
明
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
矛
盾
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。
確
か
に
「
逆
説
」
の
名
に
値
す
る
。

　

そ
の
汽
車
が
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
に
印
象
深
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る

の
が
、『
虞
美
人
草
』
で
あ
る
。
二
人
の
登
場
人
物
が
、
互
い
に
合
い
知

る
こ
と
な
く
夜
汽
車
で
京
都
か
ら
東
京
へ
と
運
ば
れ
て
ゆ
く
。

「
二
個
の
別
世
界
は
八
時
発
の
夜
汽
車
で
端
な
く
も
喰
い
違
っ
た
。（
…
）
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二
百
里
の
長
き
車
は
、
牛
を
乗
せ
よ
う
か
、
馬
を
乗
せ
よ
う
か
、
如
何

な
る
人
の
運
命
を
如
何
に
東
の
方
に
搬
び
去
ろ
う
か
、
更
に
無
頓
着
で

あ
る
。
世
を
畏
れ
ぬ
鉄
輪
を
ご
と
り
と
転
す
。
あ
と
は
ま
し
ぐ
ら
に
闇

を
衝
く
。（
…
）
夜
こ
そ
見
え
ね
、
さ
か
ん
に
黒
け
む
り
を
吐
き
つ
つ

あ
る
。
眠
る
夜
を
、
生
け
る
も
の
は
、
提
灯
の
火
に
、
皆
七
条
に
向
っ

て
動
い
て
来
る
。
梶
棒
が
下
り
る
と
き
黒
い
影
が
急
に
明
か
る
く
な
っ

て
、待
合
に
入
る
。黒
い
影
は
暗
い
な
か
か
ら
続
々
と
現
わ
れ
て
出
る
。

場
内
は
生
き
た
黒
い
影
で
埋
ま
っ
て
し
ま
う
。
残
る
京
都
は
定
め
て
静

か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
京
の
活
動
を
七
条
の
一
点
に
あ
つ
め
て
、
あ

つ
め
た
る
活
動
の
千
と
二
千
の
世
界
を
、
十
派
一
束
に
夜
明
ま
で
、
あ

か
る
い
東
京
へ
推
し
出
そ
う
為
め
に
、
汽
車
は
し
き
り
に
煙
を
吐
き
つ

つ
あ
る
。（
…
）
汽
車
は
遠
慮
も
な
く
暗
い
な
か
を
突
っ
切
て
行
く
。

豪
と
い
う
音
の
み
す
る
。
人
間
は
無
能
力
で
あ
る
。

「
京
都
の
電
車
と
は
大
違
い
だ
ろ
う
」

「
京
都
の
電
車
か
？　

あ
い
つ
は
降
参
だ
。（
…
）
あ
れ
で
運
転
し
て
い

る
か
ら
不
思
議
だ
」

「
乗
る
人
が
あ
る
か
ら
さ
」

「
乗
る
人
が
あ
る
か
ら
っ
て
―
余
り
だ
。
あ
れ
で
布
設
し
た
の
は
世
界

一
だ
そ
う
だ
ぜ
」

「
そ
う
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
一
に
し
ち
ゃ
あ
、
幼
稚
す
ぎ
る
」

「
と
こ
ろ
が
布
設
し
た
の
が
世
界
一
な
ら
、
進
歩
し
な
い
こ
と
も
世
界

一
だ
そ
う
だ
」

「
ハ
ハ
ハ
ハ
京
都
に
は
調
和
し
て
い
る
」

「
そ
う
だ
。
あ
れ
は
電
車
の
名
所
古
蹟
だ
ね
。
電
車
の
金
閣
寺
だ
。
元

来
十
年
一
日
の
如
し
と
云
う
の
は
褒
め
る
と
き
の
言
葉
な
ん
だ
が
な
」

　

車
は
夢
を
載
せ
た
ま
ま
ひ
た
す
ら
に
、
只
東
へ
と
走
る
。
夢
を
携
え

た
る
人
は
、
落
と
す
ま
じ
と
、
ひ
し
と
燃
ゆ
る
も
の
を
抱
き
し
め
て
行

く
。
車
は
無
二
無
三
に
走
る
。」（
第
四
巻
／
１
１
５-

１
２
１
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
京
都
駅
と
「
残
り
の
京
都
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
漱
石

に
と
っ
て
、
京
都
は
「
閑
静
」
の
象
徴
だ
っ
た
。
文
明
開
化
以
前
の
、
と

言
っ
て
も
よ
い
。「
あ
か
る
い
東
京
」
に
対
し
て
、
閑
か
で
暗
い
所
、
そ

れ
が
京
都
だ
っ
た
。
小
品
「
京
に
着
け
る
夕
」
も
「
汽
車
は
」
と
始
ま
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
汽
車
は
逆
に
東
か
ら
西
に
向
か
う
。

「
汽
車
は
流
星
の
疾
き
に
、
二
百
里
の
春
を
貫
い
て
、
行
く
わ
れ
を
七

条
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
に
振
り
落
と
す
。
余
が
踵
の
堅
き
叩
き

に
薄
寒
く
響
い
た
と
き
、黒
き
も
の
は
、黒
き
咽
喉
か
ら
火
の
粉
を
ぱ
っ

と
吐
い
て
、
暗
い
国
へ
轟
と
去
っ
た
。

　

唯
で
さ
え
京
は
淋
し
い
所
で
あ
る
。（
…
）
こ
の
淋
し
い
京
を
、
春
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寒
の
宵
に
、
疾
く
走
る
汽
車
か
ら
会
釈
な
く
振
り
落
さ
れ
た
余
は
、
淋

し
い
な
が
ら
、
寒
い
な
が
ら
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
…
）

　

東
京
を
立
つ
時
は
日
本
に
こ
ん
な
寒
い
所
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
。（
…
）東
京
は
左
程
烈
し
い
所
で
あ
る
。こ
の
刺
激
の
強
い
都
を
去
っ

て
、
突
然
と
太
古
の
京
へ
飛
び
下
り
た
余
は
、
恰
も
三
伏
の
日
に
照
り

付
け
ら
れ
た
焼
石
が
、
縁
り
の
底
に
空
を
映
つ
さ
ぬ
暗
い
池
へ
、
落
ち

込
ん
だ
様
な
も
の
だ
。（
…
）
静
か
な
る
京
の
夜
に
震
動
を
起
し
は
せ

ぬ
か
と
心
配
し
た
。」（
第
十
二
巻
／
７
１
頁
）

　

正
岡
子
規
の
死
を
偲
ぶ
心
境
が
京
都
の
町
を
暗
く
淋
し
く
静
か
に
感
じ

さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
し
て
漱
石
自
身
、
静
か
な
京
都
に
全

く
心
惹
か
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
１
９
０
６
年
に
新
設

の
京
都
大
学
文
学
部
に
職
を
得
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
き
、
漱
石
は
、

狩
野
享
吉
に
不
思
議
な
理
由
を
挙
げ
て
断
っ
て
い
る
。「
夫
は
外
で
も
無

之
東
京
の
千
駄
木
を
去
る
の
が
嫌
な
こ
と
に
候
。
是
は
千
駄
木
が
す
き
だ

か
ら
去
ら
ぬ
と
申
す
訳
に
は
無
之
反
対
に
千
駄
木
が
嫌
だ
か
ら
去
ら
ぬ
事

に
候（
２
）」
と
書
き
、「
此
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
、
こ
こ
で
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

の
語
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
京
都
へ
の
転
出
を
断
っ
た
の
は
、
慣
れ
親
し

ん
だ
江
戸
へ
の
愛
着
か
ら
で
は
な
い
。
文
明
開
化
の
日
本
に
背
を
向
け
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
伴
走
し
続
け
る
―
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
不
愉
快
を

伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
―
と
い
う
心
意
気
の
表
明
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

漱
石
は
、
京
都
に
引
っ
込
む
の
で
は
な
く
、
東
京
に
留
ま
る
こ
と
を
選

ん
だ
。
彼
は
決
し
て
、
文
明
を
嫌
悪
し
、
英
国
を
嫌
い
、
江
戸
時
代
の
東

京
（
江
戸
）
に
退
こ
う
と
し
た
の
で
も
な
い
。
そ
れ
を
す
る
に
は
、
漱
石

は
あ
ま
り
に
も
近
代
文
明
に
よ
っ
て
深
く
魅
了
さ
れ
、浸
食
さ
れ
て
い
た
。

強
迫
観
念
に
囚
わ
れ
る
よ
う
に
食
費
を
さ
え
節
約
し
て
本
を
買
い
漁
ろ
う

と
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
漱
石
の
姿
は
―
自
転
車
に
乗
る
練
習
を
す
る
漱
石
で

は
な
く
―
そ
の
こ
と
を
証
言
し
て
余
り
あ
る
。

【
５
】　
「
開
化
の
弁
証
法
」
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
漱
石
に
突
き
つ
け
る

具
体
的
事
例
と
し
て
は
、
汽
車
が
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
並
ん

で
、
い
や
そ
れ
以
上
に
重
要
な
問
題
に
、
家
族
、
あ
る
い
は
結
婚
制
度
が

あ
っ
た
。「
文
明
開
化
の
問
題
」
と
し
て
の
結
婚
制
度
で
あ
る
。

　

漱
石
が
複
雑
な
家
庭
環
境
の
中
で
成
長
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る

事
実
だ
。
生
ま
れ
て
間
も
な
く
養
子
に
出
さ
れ
、
実
家
に
正
式
に
戻
っ
た

の
は
二
一
歳
の
時
だ
っ
た
。
長
ら
く
彼
は
、
夏
目
で
は
な
く
、
塩
原
金
之

助
と
し
て
生
き
て
い
た
。
そ
の
後
日
談
は
『
道
草
』
と
い
う
小
説
に
詳
し

く
書
か
れ
て
い
る
。

　

漱
石
は
、
家
庭
と
い
う
も
の
に
甘
い
幻
想
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
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た
人
で
あ
る
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
自
身
、
結
婚
し
、
家

庭
を
も
っ
た
。
こ
の
事
実
が
、
私
に
は
不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
。
漱
石
は
、

家
庭
の
中
で
幸
せ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
、
彼
の
い
く
つ
か
の
小
説
の
テ
ー

マ
が
、
不
義
・
不
倫
・
姦
通
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
幸
せ
な
家
庭
生

活
を
壊
す
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
小
説
を
貫
く
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

り
続
け
た
こ
と
は
、
漱
石
文
学
の
大
き
な
謎
（
の
一
つ
）
を
な
す
。（
江

藤
淳
は
、
そ
の
背
後
に
嫂
登
世
と
の
不
義
が
あ
る
と
す
る
仮
説
を
立
て
る

の
だ
が
、
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
仮
説
が
、
現
時
点
で
の

漱
石
研
究
に
お
い
て
（
ど
う
）
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
私
は
把
握
し
て
い

な
い
の
だ
が
。）

　

封
建
社
会
が
崩
壊
し
た
後
の
明
治
時
代
に
生
き
た
漱
石
に
と
っ
て
、
結

婚
や
家
族
と
い
う
制
度
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
と
い
う
の

は
、
と
て
も
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
制
度
が
、「
自

由
な
個
人
」
と
い
う
理
念
と
ど
う
両
立
す
る
の
か
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
人

を
幸
福
に
す
る
制
度
で
あ
り
う
る
の
か
。
こ
の
深
刻
な
問
題
と
、
漱
石
は

そ
の
小
説
の
中
で
取
り
組
み
続
け
た
の
だ
。

　

漱
石
に
お
け
る
「
開
化
の
弁
証
法
」
の
現
場
と
な
る
も
の
こ
そ
、
結
婚

制
度
、
家
族
制
度
だ
っ
た
、
と
言
え
る
の
は
、
彼
が
既
に
「
自
由
な
個
人
」

と
い
う
理
念
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
理
念
を
無
か
っ
た
か

の
よ
う
に
洗
い
流
す
こ
と
は
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
漱
石
は
次
の
よ
う

な
「
断
片
」
を
書
き
残
し
て
い
る
。

「
封
建
の
世
は
た
だ
一
のassum

ption

を
要
す
。
分
に
安
ん
ず
、
こ
れ

な
り
。
こ
のassum

ption

あ
る
以
上
は
他
の
何
ら
の
刺
激
な
く
障
害

な
く
気
楽
に
し
て
生
を
過
ご
し
得
る
な
り
。
今
日
の
世
は
分
に
安
ん
ず

る
な
か
れ
と
の
格
言
の
下
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
り
。
分
に
安
ん
ぜ
ざ
る

者
が
か
ら
う
じ
て
礼
儀
御
世
辞
の
油
の
力
に
て
自
他
の
摩
擦
を
免
か
れ

つ
つ
あ
る
な
り
。
昔
は
孔
子
を
聖
と
い
ひ
釈
迦
を
仏
と
い
ひ
耶
蘇
を
神

の
子
と
唱
へ
て
自
己
は
遥
か
に
こ
れ
に
及
ば
ざ
る
者
と
思
へ
り
。
こ
れ

hum
iliation

な
り
。
こ
のh.

あ
る
が
故
に
世
は
安
く
渡
ら
れ
た
り
。
今

日
は
わ
れ
も
孔
子
な
り
、
わ
れ
も
釈
迦
な
り
と
天
下
を
挙
げ
て
皆
思
ふ

世
な
り
。」（
第
十
九
巻
／
２
１
２
頁
）

「
パ
ー
ソ
ナ
リ
チ
ー
の
世
の
中
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
自
分
を
張
り
つ

め
て
、
は
ち
切
れ
る
ば
か
り
に
し
て
生
き
て
い
る
世
の
中
と
な
る
。
昔

は
夫
婦
を
異
体
同
心
と
号
し
た
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
チ
ー
の
発
達
し
た
今
日

そ
ん
な
、
プ
リ
ミ
チ
ー
ヴ
な
事
実
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
妻
は
妻
、
夫

は
夫
、
截
然
と
し
て
水
と
油
の
如
く
区
別
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
パ
ー

ソ
ナ
リ
チ
ー
を
あ
く
ま
で
も
拡
張
し
な
け
れ
ば
文
明
の
趨
勢
に
お
く
れ
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る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
る
哲
学
者
が
出
（
て
）
来
て
夫
婦
を
束
縛

し
て
同
居
せ
し
む
る
の
は
人
性
に
背
く
と
い
い
出
し
た
。
元
来
人
間
は

パ
ー
ソ
ナ
リ
チ
ー
の
動
物
で
あ
っ
て
こ
の
拡
張
が
文
明
の
趨
勢
で
あ
る

以
上
は
い
や
し
く
も
こ
の
傾
向
を
害
す
る
も
の
は
皆
野
蛮
の
遺
風
で
あ

る
。
夫
婦
同
棲
と
い
う
事
は
野
蛮
時
代
に
起
っ
た
遺
物
で
あ
っ
て
、
到

底
今
日
に
実
行
す
べ
か
ら
ざ
る
僻
習
で
あ
る
。
嫁
、
姑
が
太
古
蒙
昧
の

時
代
に
同
居
し
た
る
如
く
夫
婦
が
同
居
す
る
の
も
人
類
の
害
で
あ
る
。

一
歩
を
進
め
て
論
ず
れ
ば
結
婚
そ
の
も
の
が
野
蛮
で
あ
る
。
か
く
の
如

く
パ
ー
ソ
ナ
リ
チ
ー
を
重
ん
ず
る
世
に
二
個
以
上
の
人
間
が
普
通
以
上

の
親
密
の
程
度
を
以
て
連
結
さ
れ
べ
き
理
由
が
な
い
。
こ
の
真
理
は
い

わ
ゆ
る
前
世
の
遺
物
な
る
結
婚
が
十
中
八
、九
ま
で
失
敗
に
終
わ
る
の

で
明
瞭
で
あ
る
」（
第
十
九
巻
／
２
１
０
頁
）

　

漱
石
は
夫
婦
関
係
を
文
明
（
化
）
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
視
点
を
明
確

に
我
が
も
の
と
し
て
い
た
。「
結
婚
そ
の
も
の
が
野
蛮
で
あ
る
」
と
す
る

視
点
だ
。
伝
統
的
な
男
女
観
に
基
づ
く
家
庭
制
度
が
「
文
明
の
趨
勢
」
と

両
立
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
自
ら
が
営
ん
で
い
る
家
庭
生
活
、

夫
婦
関
係
が
文
明
の
理
念
に
反
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
も
い
た
だ
ろ
う
。

そ
う
い
う
家
庭
生
活
が
不
愉
快
な
も
の
に
な
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
漱
石

の
不
機
嫌
の
理
由
（
の
一
つ
）
が
こ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ

な
い
。
彼
の
実
際
上
の
妻
が
良
妻
だ
っ
た
か
、
悪
妻
だ
っ
た
か
、
と
い
う

よ
う
な
事
実
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
結
婚
制
度
の
意
味
如
何
と
い
う

原
理
問
題
だ
っ
た
。

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
最
終
章
で
、
迷
亭
君
が
「
目
下
文
明
の
傾
向

を
達
観
し
つ
つ
」
結
婚
制
度
に
つ
い
て
大
演
説
を
ぶ
つ
く
だ
り
が
あ
る
。

「
つ
ら
つ
ら
目
下
文
明
の
傾
向
を
達
観
し
て
、
遠
き
将
来
の
趨
勢
を
朴

す
る
と
結
婚
が
不
可
能
の
事
に
な
る
。（
…
）
今
の
世
は
個
性
中
心
の

世
で
あ
る
。
一
家
を
主
人
が
代
表
し
、
一
郡
を
代
官
が
代
表
し
、
一
国

を
領
主
が
代
表
し
た
時
分
に
は
、
代
表
者
以
外
の
人
間
に
は
人
格
は
ま

る
で
な
か
っ
た
。
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
が
ら
り
と

変
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
生
存
者
が
こ
と
ご
と
く
個
性
を
主
張
し
出
し
て
、

だ
れ
を
見
て
も
君
は
君
、
僕
は
僕
だ
よ
と
云
わ
ぬ
ば
か
り
の
風
を
す
る

よ
う
に
な
る
。
ふ
た
り
の
人
が
途
中
で
逢
え
ば
う
ぬ
が
人
間
な
ら
、
お

れ
も
人
間
だ
ぞ
と
心
の
中
で
喧
嘩
を
買
い
な
が
ら
行
き
違
う
。
そ
れ
だ

け
個
人
が
強
く
な
っ
た
。
個
人
が
平
等
に
強
く
な
っ
た
か
ら
、
個
人
が

平
等
に
弱
く
な
っ
た
訳
に
な
る
。（
…
）
文
明
の
民
は
た
と
い
親
子
の

間
で
も
お
互
に
我
儘
を
張
れ
る
だ
け
張
ら
な
け
れ
ば
損
に
な
る
か
ら
勢

い
両
者
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
に
は
別
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欧
洲
は
文
明
が
進
ん
で
い
る
か
ら
日
本
よ
り
早
く
こ
の
制
度
が
行
わ
れ
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て
い
る
。（
…
）
親
子
兄
弟
の
離
れ
た
る
今
日
、
も
う
離
れ
る
も
の
は

な
い
訳
だ
か
ら
、最
後
の
方
案
と
し
て
夫
婦
が
分
れ
る
事
に
な
る
。（
…
）

夫
は
あ
く
ま
で
も
夫
で
妻
は
ど
う
し
た
っ
て
妻
だ
か
ら
ね
。
そ
の
妻
が

女
学
校
で
行
燈
袴
を
穿
い
て
牢
固
た
る
個
性
を
鍛
え
上
げ
て
、
束
髪
姿

で
乗
り
込
ん
で
く
る
ん
だ
か
ら
、
と
て
も
夫
の
思
う
通
り
に
な
る
訳
が

な
い
。
ま
た
夫
の
思
い
通
り
に
な
る
よ
う
な
妻
な
ら
妻
じ
ゃ
な
い
人
形

だ
か
ら
ね
。賢
夫
人
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
個
性
は
凄
い
ほ
ど
発
達
す
る
。

発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
夫
と
合
わ
な
く
な
る
。
合
わ
な
け
れ
ば
自
然
の

勢
夫
と
衝
突
す
る
。
だ
か
ら
賢
妻
と
名
が
つ
く
以
上
は
朝
か
ら
晩
ま
で

夫
と
衝
突
し
て
い
る
（
…
）
こ
こ
に
お
い
て
夫
婦
雑
居
は
お
互
の
損
だ

と
云
う
事
が
次
第
に
人
間
に
分
っ
て
く
る
。」（
…
）「
人
間
は
個
性
の

動
物
で
あ
る
。
個
性
を
滅
す
れ
ば
人
間
を
滅
す
る
と
同
結
果
に
陥
る
。

い
や
し
く
も
人
間
の
意
義
を
完
か
ら
し
め
ん
た
め
に
は
、
い
か
な
る
価

を
払
う
と
も
構
わ
な
い
か
ら
こ
の
個
性
を
保
持
す
る
と
同
時
に
発
達
せ

し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
か
の
陋
習
に
縛
せ
ら
れ
て
、
い
や
い
や
な
が

ら
結
婚
を
執
行
す
る
の
は
人
間
自
然
の
傾
向
に
反
し
た
蛮
風
で
あ
っ

て
、
個
性
の
発
達
せ
ざ
る
蒙
昧
の
時
代
は
い
ざ
知
ら
ず
、
文
明
の
今
日

な
お
こ
の
弊
と
う
に
陥
っ
て
恬
と
し
て
顧
み
な
い
の
は
は
な
は
だ
し
き

謬
見
で
あ
る
。
開
化
の
高
潮
度
に
達
せ
る
今
代
に
お
い
て
二
個
の
個
性

が
普
通
以
上
に
親
密
の
程
度
を
も
っ
て
連
結
さ
れ
得
べ
き
理
由
の
あ
る

べ
き
は
ず
が
な
い
。
こ
の
観
易
い
き
理
由
は
あ
る
に
も
関
ら
ず
無
教
育

の
青
年
男
女
が
一
時
の
劣
情
に
駆
ら
れ
て
、
み
だ
り
に
合
金
の
式
を
挙

ぐ
る
は
背
徳
没
輪
の
は
な
は
だ
し
き
所
為
で
あ
る
。
吾
人
は
人
道
の
た

め
、
文
明
の
た
め
、
彼
等
青
年
男
女
の
個
性
保
護
の
た
め
、
全
力
を
挙

げ
こ
の
蛮
風
に
抵
抗
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
…
」（
第
一
巻
／
５
４
５-

５
４
９
頁
）

　

こ
の
演
説
の
内
容
は
、
上
記
の
「
断
片
」
の
内
容
と
寸
分
異
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
も
「
哲
学
者
」
が
引
用
さ
れ
る
。
漱
石
が
こ
の
「
哲
学
者
」
に
無

邪
気
に
賛
同
し
て
い
た
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

認
識
と
し
て
踏
ま
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
同
意
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
す
ら
感
じ
て
も
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
自
ら
の
結
婚
生
活
を
、「
十

中
八
、九
」
な
ら
ざ
る
例
外
的
成
功
と
見
な
す
厚
か
ま
し
さ
は
、
自
虐
家
、

漱
石
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

文
明
と
結
婚
生
活
の
軋
轢
が
苛
烈
に
経
験
さ
れ
る
の
が
、
女
性
の
側
に

お
い
て
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
藤
尾
（『
虞
美
人
草
』）
を

見
よ
。

「
家
庭
的
の
婦
女
は
家
庭
的
な
答
え
を
す
る
。
男
の
用
を
足
す
為
め
に
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生
ま
れ
た
と
覚
悟
を
し
て
い
る
女
程
憐
れ
な
も
の
は
な
い
。
藤
尾
は
内

心
に
ふ
ん
と
思
っ
た
。
こ
の
眼
は
、
こ
の
袖
は
、
こ
の
詩
と
こ
の
歌
は
、

鍋
、
炭
取
の
類
で
は
な
い
。
美
し
い
世
に
動
く
、
美
し
い
影
で
あ
る
。

実
用
の
二
字
を
冠
ら
せ
ら
れ
た
時
、
女
は
―
美
く
し
い
女
は
―
本
来
の

面
目
を
失
っ
て
、
無
上
の
侮
辱
を
受
け
る
。」（
第
四
巻
／
１
０
１
頁
）

　

あ
る
い
は
、
お
延
（『
明
暗
』）
を
見
よ
。
津
田
が
単
純
に
優
柔
不
断
な
、

つ
ま
ら
な
い
男
で
あ
る
の
に
対
し
、
お
延
は
開
化
の
理
念
と
現
実
の
間
で

引
き
裂
か
れ
る
近
代
人
だ
。

「「
じ
ゃ
継
子
さ
ん
は
岡
目
八
目
で
生
涯
の
運
命
を
極
め
て
し
ま
う
気
な

の
」（
…
）

「
継
子
さ
ん
、
あ
た
し
今
あ
な
た
に
お
話
し
し
た
で
し
ょ
う
、
あ
た
し

は
幸
福
だ
っ
て
（
…
）
何
故
あ
た
し
が
幸
福
だ
か
あ
な
た
知
っ
て
て
」

「
あ
た
し
が
幸
福
な
の
は
、
外
に
何
に
も
意
味
は
な
い
の
よ
。
た
だ
自

分
の
眼
で
自
分
の
夫
を
択
ぶ
事
が
出
来
た
か
ら
よ
。
岡
目
八
目
で
お
嫁

に
行
か
な
か
っ
た
か
ら
よ
。」（
…
）

「
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
」

「
あ
る
の
よ
、
あ
る
の
よ
。
た
だ
愛
す
る
の
よ
、
そ
う
し
て
愛
さ
せ
る

の
よ
。
そ
う
さ
え
す
れ
ば
幸
福
に
な
る
見
込
は
幾
何
で
も
あ
る
の
よ

（
…
）
誰
で
も
構
わ
な
い
の
よ
。
た
だ
自
分
で
こ
う
と
思
い
込
ん
だ
人

を
愛
す
る
の
よ
。
そ
う
し
て
ぜ
ひ
そ
の
人
に
自
分
を
愛
さ
せ
る
の
よ
」

（
第
十
一
巻
／
２
４
０-

２
４
１
頁
）

　

藤
尾
と
お
延
に
は
連
続
す
る
も
の
が
あ
る
。
藤
尾
は
自
殺
し
た
か
ら
結

婚
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
も
し
生
き
続
け
て
い
た
ら
、
お
延
の
よ
う
に

考
え
て
結
婚
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
お
延
の
よ
う
に
結
婚
生
活

に
破
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
分
で
自
分
の
人
生
を
択
ぶ
」

と
い
う
彼
女
ら
の
理
念
を
、
現
実
の
結
婚
生
活
は
許
さ
な
い
か
ら
だ
。
少

な
く
と
も
、
漱
石
の
時
代
の
日
本
で
は
そ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
文
学
と
イ
ギ
リ
ス
生
活
を
通
し
て
文
明
化
の
理
念
に
深
く
通
じ
て
い
た

漱
石
に
は
、
そ
の
こ
と
は
―
少
な
く
と
も
頭
の
中
で
は
―
十
分
す
ぎ
る
ほ

ど
に
わ
か
っ
て
い
た

【
６
】　

本
稿
の
考
察
を
導
く
「
文
明
開
化
の
弁
証
法
」
と
い
う
考
え
は
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
か
ら
想
を
得
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
ナ
チ
ズ
ム
の
野
蛮
を
、
啓

蒙
＝
文
明
か
ら
の
（
偶
然
と
も
形
容
し
う
る
）
脱
線
、
そ
の
反
対
物
と
し

て
で
は
な
く
、
必
然
的
帰
結
と
捉
え
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
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弁
証
法
に
外
部
は
な
い
。

「
啓
蒙
の
本
質
は
二
者
択
一
だ
。
そ
れ
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
は
支
配

が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
二
者
択
一
。
人
間
は
こ
れ
ま
で
い

つ
も
、
自
然
の
下
に
従
属
す
る
か
、
そ
れ
と
も
自
己
の
下
に
自
然
を
従

属
さ
せ
る
か
の
間
で
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。（
３
）」

現
実
は
、
八
方
塞
が
り
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
書
は
、
そ
の
観
点
で
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
要
素
」
と
題
さ
れ
る
第
５
章
が
「
啓
蒙
の
限
界
」

と
い
う
副
題
を
持
つ
こ
と
が
、
そ
の
点
を
証
言
し
て
い
る
。
限
界
と
い
う

言
葉
は
、
そ
の
外
部
を
想
定
さ
せ
る
の
だ
。

　
「
啓
蒙
の
限
界
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
啓
蒙
は
現
実
に
お
い
て
、

こ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
限
界
に
突
き
当

た
っ
て
い
た
、
と
い
う
歴
史
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
。
具
体
的
に

は
、
啓
蒙
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
暴
発
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

点
に
啓
蒙
の
限
界
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

第
Ⅴ
節
の
最
後
の
文
は
こ
の
解
釈
を
支
持
す
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
。

「
自
己
自
身
を
意
の
ま
ま
に
し
、
暴
力
と
な
る
啓
蒙
そ
の
も
の
な
ら
、

啓
蒙
の
限
界
を
突
き
破
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」（
同
書
、

４
２
３
頁
）

　
「
啓
蒙
の
限
界
を
突
き
破
る
」
と
は
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
の
啓
蒙
は

不
徹
底
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
こ
と
で
、
限
界
の
外
に

出
る
、
と
い
う
意
味
な
の
か
。

　

こ
の
解
釈
は
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
書
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
に
反

す
る
。「
余
す
と
こ
ろ
な
く
啓
蒙
さ
れ
た
地
表
は
、
今
、
勝
ち
誇
っ
た
凶

徴
に
輝
い
て
い
る
」（
同
書
、
２
３
頁
）
と
診
断
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
徹

底
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
啓
蒙
こ
そ
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
い
う
凶
徴
を
生
み

出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
凶
徴
の
責
任
は
啓
蒙
に
こ
そ
あ
る
、
と
さ
れ
た

の
だ
っ
た
。
啓
蒙
の
徹
底
化
＝
「
啓
蒙
の
限
界
を
突
き
破
る
こ
と
」
で
は

あ
り
え
な
い
は
ず
だ
。

　

だ
と
す
る
と
、
啓
蒙
の
限
界
を
突
き
破
る
こ
と
と
は
、
そ
も
そ
も
「
啓

蒙
と
い
う
限
界
」を
突
き
破
る
こ
と
、「
啓
蒙
の
外
部
へ
と
脱
出
す
る
こ
と
」

だ
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
か
。
啓
蒙
に
は
支
配
と
の
絡
ま
り
合

い
が
必
然
に
し
て
不
可
避
で
あ
り
、
そ
の
内
部
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
あ
り

え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
「
啓
蒙
の
限
界
」
と
い
う
表
現
に
託
さ
れ
て
い
る

の
か
。

　

け
れ
ど
も
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
中
で
「
啓
蒙
」
が
そ
れ
自
体
と
し



漱石と文明開化の弁証法─ 17 ─

て
批
判
さ
れ
、
斥
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
、
ま
た
で
き
な
い
。
啓

蒙
が
陥
っ
た
袋
小
路
を
突
破
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
啓
蒙
の
さ
ら

な
る
徹
底
、
啓
蒙
を
啓
蒙
す
る
こ
と
を
通
し
て
し
か
可
能
で
は
な
い
と
い

う
認
識
を
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
は
幾
度
も
表
明
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
が
啓
蒙
を
救
い

出
す
た
め
に
こ
そ
書
か
れ
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。「
啓
蒙
の
救
出
こ

そ
わ
れ
わ
れ
の
切
な
る
願
い
な
の
で
す
か
ら
」
と
。

　

こ
う
し
て
、
考
察
は
出
発
点
に
戻
る
。
啓
蒙
に
外
部
は
な
い
、
と
い
う

考
え
だ
。
そ
れ
が
い
か
に
不
可
避
的
に
支
配
と
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
、
緊
張
関
係
を
耐
え
通
す
（austragen

）
以
外

に
路
は
な
い
、
と
す
る
考
え
だ
。
こ
の
路
は
、「
啓
蒙
の
弁
証
法
」、
そ
れ

も
否
定
的
な
弁
証
法
と
い
う
考
え
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
る
。

【
７
】　

そ
し
て
、
こ
れ
は
漱
石
の
立
ち
位
置
で
も
あ
っ
た
。
彼
も
「
文
明

開
化
の
逆
説
」
の
中
に
囚
わ
れ
の
身
だ
っ
た
。

「
す
で
に
開
化
と
云
う
も
の
が
い
か
に
進
歩
し
て
も
、
案
外
そ
の
開
化

の
賜
と
し
て
吾
々
の
受
く
る
安
心
の
度
は
微
弱
な
も
の
で
、
競
争
そ
の

他
か
ら
い
ら
い
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
配
を
勘
定
に
入
れ
る
と
、

吾
人
の
幸
福
は
野
蛮
時
代
と
そ
う
変
り
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
事
は
前
御

話
し
し
た
通
り
で
あ
る
上
に
、
今
言
っ
た
現
代
日
本
が
置
か
れ
た
る
特

殊
の
状
況
に
因
っ
て
吾
々
の
開
化
が
機
械
的
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
た
め
に
た
だ
上
皮
を
滑
っ
て
行
き
、
ま
た
滑
る
ま
い
と
思
っ
て
踏
張

る
た
め
に
神
経
衰
弱
に
な
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
も
日
本
人
は
気
の
毒
と

言
わ
ん
か
憐
れ
と
言
わ
ん
か
、
誠
に
言
語
道
断
の
窮
状
に
陥
っ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
私
の
結
論
は
そ
れ
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
あ
あ
な
さ
い
と

か
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
云
う
の
で
は
な
い
。
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
、
実
に
困
っ
た
と
嘆
息
す
る
だ
け
で
極
め
て
悲
観
的
の

結
論
で
あ
り
ま
す
。」（
第
十
六
巻
／
４
５
６-

４
５
７
頁
）

　

こ
れ
が
、
日
露
戦
争
で
の
勝
利
に
沸
き
立
つ
日
本
に
お
い
て
吐
露
さ
れ

た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
思
い
起
こ
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
漱

石
は
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
江
戸
の

日
本
に
退
却
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

「
我
々
の
開
化
の
一
部
分
、
あ
る
い
は
大
部
分
は
い
く
ら
自
惚
れ
て
見

て
も
上
滑
り
と
評
す
る
よ
り
致
し
方
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
悪
い
か

ら
お
止
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
事
実
や
む
を
え
な
い
、
涙
を

呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。」
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（
第
十
六
巻
／
４
５
５
頁
）

　

諧
謔
の
人
、
漱
石
は
、
涙
を
呑
ん
で
生
き
て
い
た
の
だ
。
例
え
ば
江
藤

淳
が
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
と
き
見
据
え
て
い
る
の
も
「
文
明
開
化
の
弁

証
法
」
と
い
う
こ
の
問
題
だ
。

「
漱
石
は
（
…
）
近
代
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
近

代
は
、
人
間
を
幸
福
に
す
る
時
代
で
あ
る
、
個
人
は
確
立
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
自
我
は
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
、
た
だ
一

人
で
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
一
人
で
反
対
を
唱
え
て
い
た
。（
…
）
そ
の

十
一
年
間
の
作
家
生
活
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
五
十
年
の
生
涯
に

よ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
っ
て
人
間
は
少
し
も
幸
福
に
な
り
は

し
な
い
ぞ
と
い
う
こ
と
を
、
漱
石
は
身
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
近
代

と
い
う
も
の
は
な
に
も
プ
ラ
ス
ば
か
り
で
は
な
い
。
物
質
的
に
は
プ
ラ

ス
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
精
神
の
問
題
、
魂
の
問
題
で
は
、
多
く
の

非
常
に
危
険
な
マ
イ
ナ
ス
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

れ
を
上
手
に
避
け
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
を
す

べ
て
引
き
受
け
る
以
外
に
な
い
。
そ
し
て
引
き
受
け
た
上
で
生
き
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
現
代
に
生
き
て
い
る
わ

れ
わ
れ
の
問
題
な
ん
だ
ぞ
と
い
う
こ
と
を
、漱
石
は
そ
の
全
集
の
中
で
、

そ
の
存
在
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
今
日
な
お
語
り
続
け
て
い
る
。
（
４
）」

　

開
化
は
「
幸
福
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
」
で
は
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、「
古

い
不
幸
」
か
ら
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
日
本
人
が
新
た
に
身
を
置
い
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
た
「
新
し
い
不
幸
」
だ
ろ
う
。
漱
石
の
文
学
と
は
そ
の
「
新

し
い
不
幸
」
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
汽
車
と
い
う
進
歩
＝
野
蛮
。
個
性

と
い
う
幸
福
＝
苦
悩

　

漱
石
に
は
、
江
戸
文
化
に
対
す
る
否
定
的
な
発
言
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た

ら
な
い
。
彼
は
１
８
６
７
年
生
ま
れ
、「
維
新
の
前
後
に
オ
ギ
ャ
ア
と
生

ま
れ
た
」
世
代
に
属
す
る
。
見
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
明
治
の
、
あ
る

い
は
二
十
世
紀
の
日
本
の
文
化
文
明
の
成
果
に
対
す
る
疑
念
、
そ
の
皮
相

上
滑
り
に
対
す
る
批
判
、
文
明
を
よ
り
深
く
学
ん
だ
者
に
よ
る
、
皮
相
浅

薄
に
し
か
学
ん
で
い
な
い
輩
に
対
す
る
批
判
な
の
だ
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
自
己
批
判
で
も
あ
っ
た
。「
私
の
個
人
主
義
」
に
お

い
て
、
批
判
の
言
葉
に
「
私
が
そ
う
な
の
で
す
」
と
続
か
ず
に
は
す
ま
な

い
こ
と
に
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
。

「
近
頃
は
や
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
も
オ
イ
ケ
ン
で
も
み
ん
な
向
こ
う
の
人

が
と
や
か
く
言
う
の
で
日
本
人
も
そ
の
尻
馬
に
乗
っ
て
騒
ぐ
の
で
す
。

ま
し
て
そ
の
頃
は
西
洋
人
の
い
う
事
だ
と
い
え
ば
何
で
も
蚊
で
も
盲
従
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し
て
威
張
っ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
む
や
み
に
片
仮
名
を
並
べ
て
人
に

吹
聴
し
て
得
意
が
っ
た
男
が
比
々
皆
是
な
り
と
い
い
た
い
位
ご
ろ
ご
ろ

し
て
い
ま
し
た
。
他
の
悪
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
私
が
現
に

そ
れ
だ
っ
た
の
で
す
。
譬
え
ば
あ
る
西
洋
人
が
甲
と
い
う
同
じ
西
洋
人

の
作
物
を
評
し
た
の
を
読
ん
だ
と
す
る
と
、
そ
の
評
の
当
否
は
ま
る
で

考
え
ず
に
、
自
分
の
腑
に
落
ち
よ
う
が
落
ち
ま
い
が
、
む
や
み
に
そ
の

評
を
触
れ
散
ら
か
す
の
で
す
。
つ
ま
り
鵜
呑
と
い
っ
て
も
よ
し
、
ま
た

機
械
的
の
知
識
と
い
っ
て
も
よ
し
、
到
底
わ
が
所
有
と
も
血
と
も
肉
と

も
い
わ
れ
な
い
、
余
所
余
所
し
い
も
の
を
我
物
顔
に
喋
舌
っ
て
歩
く
の

で
す
。
し
か
る
に
時
代
が
時
代
だ
か
ら
、
ま
た
み
ん
な
が
そ
れ
を
賞
め

る
の
で
す
。」（
第
十
六
巻
／
６
１
１-

６
１
２
頁
）

　

こ
の
批
判
は
、
文
化
一
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
百
年
後
の

今
日
の
日
本
に
は
も
は
や
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
の
感
想
が
浮
か
ぶ
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
と

哲
学
に
関
し
て
は
、
私
に
は
と
て
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
そ
し
て
、
今
か

ら
百
年
以
上
も
前
の
漱
石
の
発
言
が
、
今
も
っ
て
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

こ
と
に
、私
は
絶
望
的
な
思
い
を
抱
く
。漱
石
は
私
の
同
時
代
人
で
あ
る
、

と
の
思
い
を
強
く
す
る
。

　

漱
石
は
、
開
化
を
斥
け
る
と
い
う
選
択
肢
を
持
た
な
か
っ
た
。
開
化
に

よ
っ
て
、
古
い
自
分
は
再
建
不
可
能
な
ほ
ど
に
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
か
ら
だ
。
そ
の
一
方
で
し
か
し
、
開
化
を
正
し
い
（
内
発
的
な
）
そ
れ

と
、
誤
っ
た
（
皮
相
上
滑
り
の
）
そ
れ
へ
と
二
分
し
て
、
前
者
（
だ
け
）

を
採
用
・
追
求
す
る
と
い
う
方
針
を
採
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
何
し
ろ
、

開
化
そ
れ
自
体
が
、
両
価
的
、
弁
証
法
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
開
化
は
皮

相
上
滑
り
で
な
け
れ
ば
よ
い
、
で
話
が
す
む
わ
け
で
は
な
い
。「
正
し
い

開
化
」
を
推
奨
す
る
と
い
う
立
場
を
漱
石
は
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼

は
、
イ
ギ
リ
ス
文
化
の
崇
拝
者
に
は
な
れ
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
西
洋

近
代
を
嫌
っ
て
江
戸
文
化
に
逃
げ
帰
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
を
す
る

に
は
、漱
石
は
、一
方
で
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
深
く
魅
了
さ
れ
過
ぎ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
嫌
い
で
あ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
彼
は
残
し
て
も
い
る
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
る
と
す
れ
ば
、
漱

石
の
よ
う
に
ひ
ね
く
れ
た
人
に
対
し
て
、
無
邪
気
の
誹
り
を
免
れ
な
い
だ

ろ
う
。

　

涙
を
呑
ん
で
前
に
進
む
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
漱
石
の
、
言
う
な
ら

ば
、や
け
の
や
ん
ぱ
ち
の
姿
勢
だ
っ
た
。四
九
歳
と
い
う
若
さ
で
世
を
去
っ

た
漱
石
に
既
に
悟
り
の
境
地
（
の
よ
う
な
も
の
）
を
帰
せ
し
め
、「
先
生
」

と
し
て
崇
め
奉
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
解
釈
に
は
、
与
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
む
し
ろ
、
死
を
選
ぶ
お
延
の
絶
望
に
こ
そ
寄
り
添
っ
て
、
漱
石
は
生

き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
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（
１
） 
漱
石
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
定
本 

漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
、
２
０
１
６

年
～
）
に
お
け
る
巻
数
と
頁
数
を
引
用
直
後
に
記
す
こ
と
で
出
典
を
示
し
た
。
な

お
、
収
録
作
品
は
以
下
の
通
り
。

 

第
一
巻
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

 

第
三
巻
『
草
枕
』

 

第
四
巻
『
虞
美
人
草
』

 

第
十
一
巻
『
明
暗
』

 

第
十
二
巻
『
小
品
』「
京
に
着
け
る
夕
」

 

第
十
六
巻
『
文
学
評
論
』「
現
代
日
本
の
開
化
」「
私
の
個
人
主
義
」

 

第
十
九
巻
『
日
記
・
断
片 

上
』

（
２
） 「
京
都
行
き
の
噂
」
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代 

第
三
部
』（
新
潮
選
書
、
１
９
９
３
年
）
に
詳
し
い
。
狩
野
享
吉
あ
て
の
手
紙
も

同
書
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
（
３
０
１
頁
）。

（
３
） 

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法
─
哲
学
的
断
想
』（
岩
波
文
庫
、

２
０
０
７
年
）、
７
１
頁
。

（
４
） 

江
藤
淳『
決
定
版 

夏
目
漱
石
』（
新
潮
文
庫
、２
０
０
６
年
）、３
７
９-

３
８
０
頁
。


