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一
、
文
体
と
﹁
虞
美
人
草
﹂

明
治
四
十
年
の
六
月
二
十
三
日
、
漱
石
は
朝
日
新
聞
社
の
専
属
作

家
と
し
て
初
め
て
の
長
編
小
説
﹁
虞
美
人
草
﹂
の
連
載
を
開
始
し
た
。

創
作
者
と
し
て
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
た
明
治
三
十
八
年
の
後
半

に
は
、︿
と
に
か
く
や
め
た
き
は
教
師
、
や
り
た
き
は
創
作（

1
（

﹀
と
創
作

専
念
へ
の
意
欲
を
の
ぞ
か
せ
つ
つ
も
、
漱
石
は
︿
小
生
は
高
等
学
校

で
食
つ
て
、
余
暇
に
自
分
の
好
き
な
事
を
致
し
度（

2
（

﹀
と
安
定
し
た
生

活
を
志
向
す
る
態
度
を
貫
い
て
い
た
。
し
か
し
翌
明
治
三
十
九
年
以

降
、
東
京
帝
国
大
学
と
第
一
高
等
学
校
で
の
地
位
に
関
わ
る
行
き
違

い
や
、
読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
各
社
か
ら
の
勧
誘

が
相
次
ぐ
中
、
漱
石
は
専
業
小
説
家
へ
の
道
を
歩
み
出
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

第
一
作
と
な
っ
た
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
、
漱
石
が
そ
れ
ま
で
築
い
て

き
た
知
名
度
に
加
え
、教
職
の
社
会
的
地
位
と
安
定
を
な
げ
う
っ
て
、

当
時
世
間
的
に
は
い
ま
だ
浅
薄
な
通
俗
的
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
イ
メ

ー
ジ
を
払
拭
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
新
聞
の
専
属
作
家
を
選
ぶ
こ
と

の
話
題
性
も
手
伝
い
、
発
表
前
か
ら
注
目
を
集
め
た
。
連
載
に
便
乗

す
る
形
で
、
虞
美
人
草
指
輪
や
虞
美
人
草
浴
衣
と
い
っ
た
商
業
展
開

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
し
、
漱
石
が
否
定
的

に
描
き
出
し
た
は
ず
の
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
に
対
し
、
読
者
か
ら
︿
姉
さ

ん
の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
藤
尾
さ
ん
を
、
ど
う
か
う
ま
く
救
つ
て
や

つ
て
下
さ
い（

3
（

﹀
と
い
う
助
命
嘆
願
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
が
届
い

た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

4
（

。

そ
の
一
方
で
、
正
宗
白
鳥
の
﹁
通
俗
的
な
勧
善
懲
悪
小
説
﹂
と
い

う
批
判
︵
昭
和
三
年
六
月
﹁
中
央
公
論
﹂︶
に
は
じ
ま
る
失
敗
作
と
し
て

﹁
画
﹂
か
ら
抜
け
だ
し
た
女

―
―
夏
目
漱
石
﹁
虞
美
人
草
﹂
論

神
田　

祥
子
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の
評
価
も
根
強
く
ひ
き
つ
が
れ
、﹁
虞
美
人
草
﹂
は
非
常
に
毀
誉
褒
貶

が
激
し
い
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
漱
石
が
後
年
、
こ
の
作
品

に
対
し
て
︿
小
生
の
尤
も
興
味
な
き
も
の
︵
中
略
︶
出
来
バ
へ
よ
ろ

し
か
ら
ざ
る
も
の
に
有
之
。︵
中
略
︶
小
生
も
単
に
芸
術
上
の
考
よ

り
は
と
く
に
絶
版
に
致
し
度
と
存
居
候
へ
ど
も
時
々
検
印
を
と
り
に

く
る
と
幾
分
か
金
が
這
入
る
故
又
ど
う
せ
一
度
さ
ら
し
た
恥
を
今
更

引
込
め
て
も
役
に
立
た
ぬ
事
と
思
ひ
其
儘
に
致
し
置
き
候
様
の
始

末（
5
（

﹀
な
ど
と
い
う
自
作
評
を
残
し
て
い
る
こ
と
や
、
同
様
の
漱
石
の

態
度
を
記
録
し
た
鏡
子
夫
人
の
回
想
も
、
こ
の
作
品
の
否
定
的
評
価

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

こ
の
﹁
失
敗
﹂
の
要
因
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
し
、
む
し
ろ

﹁
虞
美
人
草
﹂
の
破
綻
を
指
摘
す
る
こ
と
自
体
が
作
品
研
究
史
を
形

作
っ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
岡
敏
夫
氏
に
よ
っ
て
﹁
文

明
批
判
小
説
﹂
と
し
て
の
再
評
価
を
与
え
ら
れ
た（

6
（

後
も
、
藤
尾
に
仮

託
さ
れ
る
否
定
的
要
素
か
ら
漱
石
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
認
識
の
限
界
を

指
摘
す
る
論
は
未
だ
後
を
絶
た
ず
、
作
品
史
上
で
の
地
位
が
そ
れ
ほ

ど
高
く
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

﹁
虞
美
人
草
﹂
が
失
敗
作
た
る
所
以
は
、
非
常
に
大
ま
か
に
分
け

る
な
ら
ば
、
文
体
に
関
わ
る
要
素
と
、
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
の
死
を
め
ぐ

る
勧
善
懲
悪
的
な
倫
理
観
を
め
ぐ
る
要
素
の
二
点
に
求
め
ら
れ
て
き

た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
﹁
美
文
﹂
と
評
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
絢
爛

豪
華
な
文
体
が
、衒
学
的
か
つ
旧
態
依
然
と
し
て
い
る
と
い
う
批
判
、

そ
し
て
封
建
的
価
値
観
の
い
ま
だ
根
強
い
家
父
長
制
度
の
中
で
、
自

ら
結
婚
相
手
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
我
を
発
揮
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
を
倫

理
的
逸
脱
者
と
し
て
﹁
断
罪
﹂
す
る
と
い
う
、
一
見
保
守
的
と
捉
え

ら
れ
が
ち
な
モ
チ
ー
フ
へ
の
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
と
も
す
れ
ば
個
別
に
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
感
が
あ
る
。﹁
虞
美
人
草
﹂
の
文
体
が
、
作
品
全
体
の
内
容

を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
内
容
を
こ
の
文
体
で
書
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
の
発
言
が

な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
漱
石
自
身
が
こ
の
時
期
に
文
体
と

内
容
の
関
連
に
つ
い
て
非
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る

の
は
、
連
載
に
先
立
つ
明
治
四
十
年
一
月
に
﹁
帝
国
文
学
﹂
に
掲
載

さ
れ
た
森
巻
吉
の
小
説
﹁
呵
責
﹂
に
対
す
る
評
で
あ
る
。

︿
あ
れ
︵
筆
者
注
…
﹁
呵
責
﹂︶
は
文
の
口
調
か
ら
云
ふ
と
僕
の
書

い
た
幻
影
の
盾
や
一
夜
に
似
て
居
る
︵
中
略
︶
夫
か
ら
あ
ゝ
云

ふ
文
体
は
時
代
も
の
か
空
漠
た
る
詩
的
の
も
の
に
は
適
す
る
か

も
知
れ
ぬ
が
世
話
も
の
に
は
不
適
当
で
あ
る
。

　

世
話
物
は
主
と
し
て
あ
る
筋
を
土
台
に
す
る
。
筋
で
な
く
て

も
あ
る
も
の
を
捉
へ
て
、
其
あ
る
も
の
を
読
者
に
与
へ
や
う
と



－155－

す
る
。
所
が
あ
ゝ
云
ふ
風
に
肩
が
凝
る
や
う
に
か
う
と
筋
と
か

あ
る
も
の
と
か
を
味
ふ
力
が
み
ん
な
一
字
一
句
を
味
ふ
為
め
に

費
や
さ
れ
て
仕
舞
ふ
か
ら
自
分
で
自
分
の
目
的
を
害
す
る
事
に

な
る
。

　

だ
か
ら
文
体
を
あ
の
儘
に
し
て
し
か
も
筋
と
か
、
あ
る
人
情

と
か
を
キ
ユ
ー
と
あ
ら
は
す
為
め
に
は
も
つ
と
筋
を
明
瞭
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
は
人
に
感
じ
さ
せ
や
う
と
す
る
人
情

を
も
つ
と
露
骨
に
か
ゝ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
が
君
の
短
編

の
筋
は
茫
と
し
て
ゐ
る
。︵
中
略
︶
そ
れ
だ
か
ら
文
章
を
も
つ

と
容
易
に
す
る
よ
り
外
に
改
良
の
途
は
な
い
。

　

も
し
又
文
章
を
あ
の
調
子
で
生
か
せ
様
と
す
る
な
ら
も
つ
と

頭
も
尾
も
な
く
て
構
は
な
い
趣
向
に
し
て
仕
舞
ふ
が
い
ゝ
。
詩

的
な
空
想
と
か
、
又
は
官
能
に
丈
う
つ
た
へ
る
様
な
も
の
に
し

さ
へ
す
れ
ば
文
章
丈
を
味
う
事
が
出
来
る
。﹀

森
巻
吉
宛
書
簡
︵
明
治
四
十
年
一
月
十
二
日
︶

こ
こ
で
漱
石
は
二
種
類
の
文
体
を
提
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
﹁
幻

影
の
盾
﹂﹁
一
夜
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︿
一
字
一
句
を
味
ふ
﹀
こ

と
が
目
的
の
文
体
、
そ
し
て
筋
や
主
張
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
を
主

眼
と
す
る
た
め
の
文
体
で
あ
る
。
漱
石
は
前
者
を
︿
詩
的
な
空
想
と

か
、又
は
官
能
に
丈
う
つ
た
へ
る
様
な
も
の
﹀
に
用
い
、後
者
を
﹁
世

話
物
﹂
な
ど
に
用
い
る
の
が
適
当
だ
と
し
て
い
る
。

﹁
虞
美
人
草
﹂
の
文
体
は
、
こ
の
前
者
に
相
当
す
る
美
文
的
な
文

章
に
有
徴
化
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
一
方
で
︿
ひ
と
つ
の
小

説
と
し
て
は
異
例
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
多
彩
な
文
体
と
語
彙
と

が
、
互
い
に
溶
け
合
う
こ
と
な
く
並
置
さ
れ
て
い
る
﹀
と
指
摘
さ
れ

る（
7
（

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
を
場
面
ご
と
に
意
識
的
に
使
い
分
け

た
形
跡
が
あ
る
。
特
に
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
に
対
す
る
語
り
手
の
否
定
的

な
ま
な
ざ
し
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
﹁
美
文
﹂
の
中
で
語
ら
れ
て
お

り
、︿
藤
尾
を
﹁
妖
婦
﹂
に
し
た
て
あ
げ
、
そ
こ
に
あ
た
か
も
死
に
対

応
す
る
罪
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
機
能
﹀
が
あ
る
と
い
う
水
村

美
苗
氏
の
指
摘（

（
（

か
ら
発
し
、﹁
美
文
﹂
で
語
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
藤
尾
は

︿
決
し
て
直
接
的
で
具
体
的
な
肉
体
性
の
提
示
に
は
な
っ
て
い
な
い
﹀

範
囲
に
お
い
て
そ
の
性
的
魅
力
を
発
揮
し
、︿
当
時
﹁
恋
愛
﹂
と
い
う

も
の
が
帯
び
て
い
た
あ
る
種
の
他
界
性
を
備
え
た
、
複
雑
な
印
象
﹀

を
も
つ
ヒ
ロ
イ
ン
た
り
得
た
と
す
る
北
川
扶
生
子
氏
の
指
摘（

9
（

は
非
常

に
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
北
川
氏
は
こ
れ
を
︿︿
美
文
体
﹀
は
藤

尾
を
、
絵
の
中
の
存
在
に
し
て
し
ま
う
﹀
と
表
現
す
る
が
、
現
実
と

の
距
離
を
保
っ
た
︿
絵
の
中
の
存
在
﹀
と
し
て
藤
尾
を
描
く
こ
と
は
、

漱
石
が﹁
文
学
﹂の
表
現
方
法
を
模
索
す
る
上
で
獲
得
し
て
き
た﹁
断

面
的
文
学
﹂
の
手
法
と
不
即
不
離
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
作
品

全
体
を
味
わ
う
こ
と
に
加
え
て
、
全
体
の
筋
と
は
必
ず
し
も
関
わ
り
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の
な
い
独
立
し
た
部
分
的
﹁
断
面
﹂
を
、
同
時
に
味
わ
お
う
と
す
る

手
法
で
あ
る
。

前
年
の
﹁
草
枕
﹂
で
は
、
こ
の
手
法
に
従
っ
て
、
作
品
全
体
か
ら

焦
点
﹁
Ｆ
﹂
を
抽
出
す
る
方
法
と
、
作
中
に
俳
句
や
漢
詩
、
警
句
、

熟
語
、
俳
文
な
ど
を
織
り
込
み
な
が
ら
部
分
的
﹁
断
面
﹂
を
作
り
出

し
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
焦
点
﹁
Ｆ
﹂
を
抽
出
す
る
方
法
を
同
時
に
取
り

込
み
、﹁
全
体
﹂
を
貫
く
筋
と
断
片
的
に
味
わ
い
得
る
﹁
部
分
﹂
を
共

存
さ
せ
る
と
い
う
構
造
を
漱
石
は
創
り
だ
し
て
い
た（
₁₀
（

。
こ
の
構
造
が

彼
の
﹁
文
学
﹂
の
中
に
、時
系
列
的
な
事
件
の
生
起
を
含
み
こ
む
︿
詩

︵
＝
言
語
表
現
︶﹀
の
性
質
と
、
断
片
的
な
一
瞬
と
し
て
も
味
わ
い
う

る
︿
画
︵
＝
造
形
表
現
︶﹀
の
性
質
を
二
つ
な
が
ら
に
備
え
さ
せ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
が
、﹁
虞
美
人
草
﹂
で
も
ま
た
、
こ
う
し
た
﹁
断
面
的

文
学
﹂
に
基
づ
く
二
種
類
の
﹁
Ｆ
﹂
配
置
を
共
存
さ
せ
る
手
法
が
引

き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
漱
石
は
﹁
虞
美
人
草
﹂
の

中
に
、
い
く
つ
か
の
文
体
を
共
存
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
全
体
﹂

を
通
し
て
筋
を
読
ま
せ
る
手
法
と
、
文
章
の
美
し
さ
を
﹁
部
分
﹂
的

に
味
わ
わ
せ
る
手
法
を
同
時
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
、
漱
石
は
自
ら
の
属
す
る
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中

心
的
読
者
層
と
し
て
提
供
す
る
余
暇
と
し
て
の
創
作
活
動
か
ら
、
専

業
の
小
説
家
が
不
特
定
多
数
の
読
者
に
読
ま
せ
る
創
作
活
動
へ
と
移

行
す
る
必
要
性
を
意
識
し
つ
つ
あ
っ
た
。
正
宗
白
鳥
に
︿
一
読
し
て

何
の
事
か
分
か
ら
ず（
₁₁
（

﹀
と
痛
烈
な
批
判
を
あ
び
た
﹁
一
夜
﹂
の
よ
う

に
、
観
念
的
か
つ
︿
頭
も
尾
も
な
く
て
構
は
な
い
趣
向
﹀
の
み
を
前

面
に
押
し
出
し
て
い
く
の
は
、
漱
石
自
身
の
こ
だ
わ
り
と
し
て
は
さ

て
お
き
、
い
さ
さ
か
読
者
を
限
定
し
す
ぎ
る
行
為
で
あ
る
。
い
か
に

︿
分
量
と
種
類
と
長
短
と
時
日
の
割
合
は
小
生
の
随
意（
₁₂
（

﹀
と
い
う
条

件
を
朝
日
に
承
諾
さ
せ
た
と
は
い
え
、
基
本
的
に
連
載
を
前
提
と
し

た
長
編
の
中
で
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
の
幅
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
は
全
体
の
﹁
筋
﹂
を
よ
り
明
確
に
練
り

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
念
頭
に
、﹁
虞
美
人
草
﹂
は
構
想
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
明
治
三
十
九
年
ご
ろ
か
ら
、

漱
石
は
頻
繁
に
書
簡
や
談
話
の
な
か
で
︿
長
篇
の
小
説
と
な
る
と
道

徳
上
の
事
に
渉
ら
ざ
る
を
得
な
い
﹀︿
文
学
は
好
悪
を
あ
ら
は
す
も

の
で
︵
中
略
︶
好
悪
が
道
徳
に
渉
つ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
是
非
共
道

徳
上
の
好
悪
が
作
中
に
あ
ら
は
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
﹀︵﹁
文
学

談
﹂
明
治
三
十
九
年
︶
と
述
べ
始
め
る
が
、
何
ら
か
の
形
で
自
身
の
倫

理
的
な
見
解
を
示
し
︿
一
種
の
勧
善
懲
悪
﹀
を
行
う
と
い
う
、﹁
作
家
﹂

と
し
て
の
自
身
に
課
し
た
社
会
的
課
題
も
、
構
成
や
﹁
筋
﹂
の
明
確

化
に
大
き
く
関
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
時
代
に
獲
得
し
た
﹁
断
面
的
文
学
﹂
の

手
法
を
一
切
排
除
し
た
か
た
ち
で
作
品
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
方
法

も
、
漱
石
の
中
で
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
。︿
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
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命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文

学
を
や
つ
て
み
た
い（
₁₃
（

﹀と
い
う
苛
烈
な
決
意
を
投
影
し
た﹁
野
分
﹂︵
明

治
四
十
年
一
月
︶
に
お
い
て
す
ら
、
自
己
の
主
張
を
表
す
た
め
の
文

体
と
、
文
章
そ
の
も
の
を
味
わ
う
た
め
の
文
体
は
共
存
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
こ
の
苛
烈
な
決
意
は
、
そ
も
そ
も
︿
一
面

に
於
て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
﹀︵
傍
線

筆
者
︶
と
い
う
限
定
的
な
前
置
き
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、﹁
虞
美
人
草
﹂
も
ま
た
漱
石
が
表
現

方
法
を
模
索
す
る
上
で
こ
だ
わ
り
続
け
た
︿
詩
﹀
と
︿
画
﹀
の
モ
チ

ー
フ
を
色
濃
く
引
き
継
ぎ
、
造
形
芸
術
の
も
つ
視
覚
性
や
、
凝
縮
さ

れ
た
焦
点
か
ら
生
れ
る
強
烈
な
印
象
を
、
言
語
芸
術
に
も
取
り
入
れ

よ
う
と
す
る
試
み
を
反
映
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

以
後
こ
う
し
た
文
体
と
は
決
別
し
て
い
く
漱
石
に
と
っ
て
は
、﹁
断
面

的
文
学
﹂
を
直
截
的
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
最
後
の
作
品
で
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
、︿
画
工
﹀
が
︿
画
﹀
の

題
材
を
見
い
出
す
﹁
草
枕
﹂
と
対
を
な
す
よ
う
に
、︿
文
明
﹀
の
︿
詩

人
﹀
で
あ
る
小
野
が
、
そ
の
︿
詩
﹀
の
題
材
を
獲
得
す
る
ま
で
の
物

語
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

小
野
は
、
藤
尾
と
小
夜
子
の
間
に
立
た
さ
れ
、
揺
れ
動
く
。
彼
女

ら
は
対
極
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
つ
つ
も
、
同
時
に
一
人
の
人

間
像
の
ネ
ガ
と
ポ
ジ
で
あ
り
、
ま
た
美
的
な
も
の
の
両
面
を
象
徴
し

て
い
る
と
も
い
え
る
。
小
野
は
︿
詩
人
﹀
で
あ
る
と
い
う
属
性
を
あ

た
え
ら
れ
な
が
ら
、
作
中
で
は
一
度
も
実
際
の
詩
を
作
る
こ
と
は
な

い
が
、
藤
尾
か
小
夜
子
か
、
と
い
う
葛
藤
は
、
お
そ
ら
く
勧
善
懲
悪

的
な
倫
理
的
規
範
の
主
張
以
上
に
、︿
文
明
の
詩
人
﹀
が
こ
れ
ら
性
質

の
異
な
る
美
を
い
か
に
二
十
世
紀
的
な
︿
詩
﹀
題
と
し
て
捉
え
う
る

の
か
と
い
う
問
題
に
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、︿
画
﹀
と
︿
詩
﹀
の
モ
チ
ー
フ
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、﹁
虞
美

人
草
﹂
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、︿
画
﹀
か
ら
抜
け
だ
し
た
女

﹁
虞
美
人
草
﹂
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
漱
石
が
全
体
の
構
想
を

図
式
的
に
書
き
と
め
た
断
片
を
残
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

お
り
、
断
片
を
分
析
す
る
多
く
の
先
行
研
究
か
ら
は
、
藤
尾
の
死
が

当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。ま
た
藤
尾
を
好
意
的
に
評
価
し
た
ら
し
い
小
宮
豊
隆
の
発
言
に
、

漱
石
が
︿
あ
い
つ
︵
筆
者
注
…
藤
尾
︶
を
仕
舞
に
殺
す
の
が
一
篇
の

主
意
で
あ
る（
₁₄
（

﹀
と
答
え
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
し
、
ま
た

同
じ
書
簡
に
書
か
れ
た
藤
尾
へ
の
否
定
的
な
言
辞
と
合
わ
せ
て
、
こ

の
発
言
は
漱
石
が
藤
尾
の
死
を
解
釈
し
た
自
作
評
と
し
て
強
い
論
拠

と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
自
作
評
は
、
過
剰
な
独
り
歩
き
を
と
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げ
て
し
ま
っ
た
感
が
な
い
で
も
な
い
。︿
仕
舞
に
殺
す
﹀
と
い
う
言

葉
か
ら
は
、
漱
石
か
ら
﹁
藤
尾
と
い
う
女
性
﹂
へ
の
悪
意
ば
か
り
が

中
心
的
に
読
み
と
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
が
、
本
論
で
は
む
し
ろ

漱
石
が
、﹁
虞
美
人
草
﹂
と
い
う
作
品
を
、
全
体
が
﹁
藤
尾
と
い
う
登

場
人
物
﹂
の
死
に
向
か
っ
て
収
斂
す
る
構
成
の
う
ち
に
作
り
上
げ
た

こ
と
の
意
義
に
、
よ
り
重
点
を
お
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

藤
尾
の
死
を
、
従
来
の
よ
う
に
︿
我
の
女
﹀
に
対
す
る
懲
罰
で
あ

る
と
読
み
と
っ
た
場
合
、
死
後
の
場
面
に
お
い
て
、
語
り
手
が
︿
凡

て
が
美
く
し
い
。
美
く
し
い
も
の
ゝ
な
か
に
横
は
る
人
の
顔
も
美
く

し
い
﹀
と
、
彼
女
の
美
を
過
剰
に
強
調
す
る
こ
と
の
意
義
は
明
確
に

計
り
が
た
い
。
こ
の
藤
尾
の
遺
体
が
描
写
さ
れ
る
﹁
十
九
の
一
︵
連

載
第
百
二
十
五
回
︶﹂
は
、
す
べ
て
が
藤
尾
と
そ
の
部
屋
の
調
度
を
描

写
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
体
は
﹁
草
枕
﹂
に
お

け
る
志
保
田
邸
の
室
内
の
描
写
や
、
浴
室
で
那
美
と
遭
遇
す
る
場
面

を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
︿
漱
石
は
こ
こ
で
疑
い
も
な

く
ミ
レ
ー
の
﹃
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
﹄
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
藤
尾
の

死
体
と
そ
れ
を
安
置
し
た
部
屋
と
の
描
写
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
ミ
レ
ー
の
﹃
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
﹄
の
画
面
を
、
我
が
国

の
伝
統
的
な
室
内
装
飾
品
を
用
い
て
文
中
に
再
現
し
よ
う
と
試
み
て

い
る
﹀
と
い
う
堀
切
直
人
氏
の
指
摘
が
あ
る
が（
₁₅
（

、
ま
さ
に
こ
れ
は
藤

尾
が
一
枚
の
︿
画
﹀
に
な
っ
た
瞬
間
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。﹁
十

九
の
二
﹂
で
も
、
藤
尾
の
遺
体
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

︿
部
屋
は
わ
ざ
と
立
て
切
つ
た
。
隔
て
の
襖
丈
は
明
け
て
あ
る
。

片
輪
車
の
友
禅
の
裾
丈
が
見
え
る
。
あ
と
は
芭
蕉
布
の
唐
紙
で

万
事
を
隠
す
。
幽
冥
を
仕
切
る
縁
は
黒
で
あ
る
。
一
寸
幅
に
鴨

居
か
ら
敷
居
迄
真
直
に
貫
い
て
ゐ
る
。︵
中
略
︶
覗
く
度
に
黒

い
縁
は
、
す
つ
き
り
と
友
禅
の
小
夜
着
を
斜
に
断
ち
切
つ
て
ゐ

る
。
写
せ
ば
其
儘
の
模
様
画
に
な
る
。﹀ 

﹁
虞
美
人
草
﹂
十
九

こ
こ
で
も
︿
黒
い
縁
﹀
を
通
し
て
、
生
者
た
ち
の
空
間
と
死
ん
だ

藤
尾
の
存
在
す
る
空
間
は
隔
て
ら
れ
、︿
画
﹀
と
し
て
現
世
か
ら
眺
め

ら
れ
て
い
る
。﹁
虞
美
人
草
﹂
と
い
う
作
品
は
、
ま
ず
藤
尾
が
最
終

的
に
︿
画
﹀
と
な
る
こ
と
を
帰
結
と
し
て
構
成
さ
れ
は
じ
め
た
と
い

え
る
。
そ
し
て
登
場
人
物
た
ち
を
め
ぐ
る
様
々
な
﹁
筋
﹂
は
、
こ
こ

に
同
心
円
的
に
収
斂
し
、
凝
縮
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
こ
の
藤

尾
の
属
す
る
世
界
を
︿
美
く
し
い
画
﹀
と
認
識
し
、︿
詩
人
の
理
想
は

此
画
中
の
人
物
と
な
る
に
あ
る
﹀
と
感
じ
て
い
た
小
野
が
、
藤
尾
を

断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て︿
画
﹀の
外
に
締
め
出
さ
れ
る
と
い
う﹁
筋
﹂

も
含
ま
れ
て
い
る
。

藤
尾
は
登
場
の
場
面
か
ら
、
有
名
な
︿
紅
を
弥
生
に
包
む
昼
酣
な

る
に
、
春
を
抽
ん
ず
る
紫
の
濃
き
一
点
を
、
天
地
の
眠
れ
る
な
か
に
、
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鮮
や
か
に
滴
た
ら
し
た
る
が
如
き
女
で
あ
る
﹀
と
い
う
絢
爛
豪
華
な

文
体
で
描
写
さ
れ
、
そ
の
後
も
彼
女
の
登
場
す
る
場
面
は
つ
ね
に

︿
詩
﹀
の
形
に
解
凍
さ
れ
た
美
し
い
︿
画
﹀
と
な
っ
て
い
る
。
藤
尾

の
描
写
に
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
に

代
表
さ
れ
る
世
紀
末
美
術
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
こ
と
は
つ
ね
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
が（
₁₆
（

、︿
我
の
女
﹀
と
し
て
の
否
定
的
側
面
を
暴
露
さ
れ

る
十
二
章
に
お
い
て
す
ら
、︿
紫
を
辛
夷
の
瓣
に
洗
ふ
雨
重
な
り
て
、

花
は
漸
く
茶
に
朽
ち
か
ゝ
る
椽
に
、
干
す
髪
の
帯
を
隠
し
て
、
動
か

せ
ば
背
に
陽
炎
が
立
つ
。
黒
き
を
外
に
、
風
が
嬲
り
、
つ
い
今
し
が

た
は
黄
な
蝶
が
ひ
ら
ひ
ら
と
嬲
り
に
来
た
。﹀
と
、
洗
い
髪
を
背
に

辛
夷
の
花
の
下
で
蝶
に
ま
と
い
つ
か
れ
る
世
期
末
絵
画
的
な
彼
女
の

姿
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
提
示
さ
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
藤
尾
の
内
面
や
、
生
身
の
人
間
と
し
て
の
奥
行

き
は
、
外
面
を
描
写
す
る
文
体
の
華
麗
さ
に
対
し
て
異
常
な
ほ
ど
平

板
で
あ
る
。
彼
女
が
小
野
に
対
し
て
高
慢
に
振
る
舞
う
の
は
、
高
慢

に
振
る
舞
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
と
言
う
ほ
か
な
く
、
小

野
の
結
婚
相
手
と
し
て
の
社
会
的
・
経
済
的
な
優
位
性
を
正
確
に
認

識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
駆
け
引
き
や
策
略
を
講
じ
る
現
世
的
な
打
算

は
す
べ
て
母
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
藤
尾
は
現
世
的

な
思
惑
に
ほ
と
ん
ど
無
頓
着
な
の
で
あ
り
、
彼
女
を
﹁
悪
女
﹂
た
ら

し
め
て
い
る
は
ず
の
︿
我
﹀
も
、
ご
く
ご
く
単
純
な
支
配
欲
が
表
面

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け
で
満
足
す
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な

い
。む

し
ろ
藤
尾
そ
の
も
の
は
本
質
的
に
は
無
力
で
あ
り
、
反
対
に
小

野
が
︿
詩
趣
﹀
の
か
げ
で
自
分
に
向
け
る
打
算
的
な
眼
差
し
を
、
ほ

と
ん
ど
理
解
し
て
い
る
節
は
な
い
。
彼
女
を
﹁
悪
女
﹂
と
し
て
実
際

的
に
機
能
さ
せ
る
に
は
、
現
実
的
な
行
動
者
と
し
て
の
母
が
不
可
欠

な
の
で
あ
る
。
藤
尾
は
自
分
の
主
張
を
直
截
に
行
動
に
移
す
能
力
も

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
掘
り
下
げ
ら
れ
る
べ
き
内
面
的
葛
藤
も

描
か
れ
な
い
が
、
表
層
的
か
つ
視
覚
的
で
あ
る
﹁
画
﹂
的
な
美
だ
け

を
ひ
た
す
ら
強
調
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
華
麗
な
る
︿
我

の
女
﹀
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
て
い
く
。
こ
の
藤
尾
の
外
面
の

華
麗
さ
と
内
面
の
平
板
さ
の
懸
隔
は
、
物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
更
に

顕
著
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
︿
我
の
女
﹀
で
あ
る
藤
尾
に
対
し
、
も
う
一
人
の
ヒ

ロ
イ
ン
小
夜
子
は
対
照
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
き
た
。
漱
石
が
藤
尾
へ
の
悪
意
を
あ
ら
わ
に
し
た
前
述
の
書
簡
で

も
︿
小
夜
子
と
い
ふ
女
の
方
が
い
く
ら
可
憐
だ
か
分
り
や
し
な
い
﹀

と
対
比
す
る
よ
う
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
小
夜
子
は
森
田
草
平

が
評
し
た
よ
う
に
︿
昔
風
の
類
型
的
な
女
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ

の
行
動
も
消
極
的
で
、
取
り
立
て
て
言
う
こ
と
も
な
い（
₁₇
（

﹀
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
強
く
引
き
ず
り
な
が
ら
、﹁
新
し
い
女
﹂
で
あ
る
藤
尾
の
対
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極
に
位
置
す
る
、
封
建
的
な
倫
理
観
に
従
順
な
﹁
過
去
の
女
﹂
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
今
も
っ
て
強
い
。

し
か
し
こ
の
二
人
は
本
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
別
個
の

存
在
で
は
な
い
。
当
初
は
小
夜
子
も
ま
た
、
藤
尾
と
同
じ
よ
う
に
美

文
と
と
も
に
作
中
に
登
場
し
、︿
画
﹀
と
し
て
凝
縮
さ
れ
た
場
面
を

︿
詩
﹀
と
し
て
解
凍
す
る
よ
う
に
﹁
断
面
的
文
学
﹂
的
な
描
写
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

︿
真
葛
个
原
に
女
郎
花
が
咲
い
た
。
す
ら
く
と
薄
を
抜
け
て
、

悔
あ
る
高
き
身
に
秋
風
を
品
よ
く
避
け
て
通
す
心
細
さ
を
、
秋

は
時
雨
て
冬
に
な
る
。
茶
に
、
黒
に
、
ち
り
ち
り
に
降
る
霜
に
、

冬
は
果
て
し
な
く
続
く
な
か
に
、
細
い
命
を
朝
夕
に
頼
み
少
く

繋
ぐ
。
冬
は
五
年
の
長
き
を
厭
は
ず
。
淋
し
き
花
は
寒
い
夜
を

抜
け
出
で
ゝ
、
紅
緑
に
貧
し
さ
を
知
ら
ぬ
春
の
天
下
に
紛
れ
込

ん
だ
。
地
に
空
に
春
風
の
わ
た
る
程
は
物
み
な
燃
え
立
つ
て
富

貴
に
色
づ
く
を
、
ひ
そ
か
な
る
黄
を
、
一
本
の
細
き
末
に
頂
て
、

住
む
ま
じ
き
世
に
肩
身
狭
く
憚
り
の
呼
吸
を
吹
く
様
で
あ
る
。﹀

 

同
・
九

京
都
を
逍
遥
す
る
宗
近
や
甲
野
の
前
に
小
夜
子
が
初
め
て
姿
を
現

す
場
面
で
も
、
東
京
で
再
会
し
た
小
野
と
会
話
す
る
場
面
に
も
、
藤

尾
の
登
場
場
面
と
も
重
な
り
合
う
視
覚
的
な
単
語
や
、
絵
画
的
な
要

素
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
九
章

で
は
、
藤
尾
を
表
す
﹁
紫
﹂
に
対
し
て
、
小
夜
子
は
﹁
黄
﹂
で
表
さ

れ
、
さ
ら
に
小
野
の
気
づ
か
ぬ
︿
美
く
し
い
画
﹀
と
し
て
の
姿
を
語

り
手
か
ら
示
唆
さ
れ
る（
₁₈
（

。

︿
小
夜
子
は
何
と
答
へ
て
い
ゝ
か
分
ら
な
い
。
膝
に
手
を
置
い

た
儘
、
下
を
向
い
て
居
る
。
小
さ
い
耳
朶
が
、
行
儀
よ
く
、
鬢

の
末
を
潜
り
抜
け
て
、
頬
と
頸
の
続
目
が
、
暈
し
た
様
に
曲
線

を
陰
に
曳
い
て
去
る
。
見
事
な
画
で
あ
る
、マ
マ

惜
し
い
事
に
真

向
に
坐
つ
た
小
野
さ
ん
に
は
分
か
ら
な
い
。
詩
人
は
感
覚
美
を

好
む
。
是
程
の
肉
の
上
げ
具
合
、
是
程
の
退
き
具
合
、
是
程
の

光
線
に
、
是
程
の
色
の
付
き
具
合
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
。
小

野
さ
ん
が
此
瞬
間
に
此
美
々
し
い
画
を
捕
へ
た
な
ら
、
編
み
上

げ
の
踵
を
、
地
に
滅
り
込
む
程
に
回
ら
し
て
、
五
年
の
流
を
逆

に
過
去
に
向
つ
て
飛
び
付
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
惜
し
い
事
に
小

野
さ
ん
は
真
向
に
坐
つ
て
居
る
。
小
野
さ
ん
は
只
面
白
味
の
な

い
詩
趣
に
乏
し
い
女
だ
と
思
つ
た
。﹀ 

﹁
虞
美
人
草
﹂
九

こ
の
場
面
で
小
夜
子
の
︿
画
﹀
と
し
て
の
美
し
さ
は
、
そ
の
造
作

的
な
感
覚
美
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
後
、
彼
女
の
外
面
的
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な
美
は
︿
別
嬪
﹀、︿
う
つ
く
し
い
方
﹀、︿
奇
麗
な
人
﹀
と
非
常
に
一
般

的
な
形
容
で
語
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
藤
尾
ほ
ど
激
し
く
強
調
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
代
わ
り
に
、
物
語
が
進
む
ほ
ど

小
夜
子
の
内
面
は
藤
尾
よ
り
も
詳
細
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
き
、
む

し
ろ
藤
尾
以
上
に
、
二
十
世
紀
に
生
き
る
生
身
の
近
代
人
と
し
て
の

葛
藤
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る（
₁₉
（

。

た
と
え
ば
小
夜
子
は
、
小
野
の
変
化
を
︿
変
り
た
く
て
も
変
ら
れ

ぬ
自
分
が
恨
め
し
い
気
に
な
る
。
小
野
さ
ん
は
自
分
と
遠
ざ
か
る
為

め
に
変
つ
た
と
同
然
で
あ
る
﹀
と
捉
え
、
自
分
が
東
京
へ
出
た
理
由

に
気
づ
か
ぬ
ふ
り
を
す
る
小
野
に
︿
東
京
が
好
い
か
悪
い
か
は
、
目

の
前
に
、
西
洋
の
臭
の
す
る
烟
草
を
燻
ら
し
て
居
る
青
年
の
心
掛
一

つ
で
極
る
問
題
で
あ
る
﹀
と
感
じ
る
。
ま
た
当
意
即
妙
な
応
対
が
出

来
ぬ
自
分
に︿
一
体
小
野
が
来
た
と
云
ふ
の
に
何
を
し
て
居
た
ん
だ
。

い
く
ら
女
だ
つ
て
、
少
し
は
口
を
利
か
な
く
つ
ち
や
い
け
な
い
﹀
と

非
難
が
ま
し
い
言
葉
を
ぶ
つ
け
る
父
・
孤
堂
を
︿
口
を
利
け
ぬ
様
に

育
て
ゝ
置
い
て
何
故
口
を
利
か
ぬ
と
云
ふ
﹀
と
内
心
で
相
対
化
す
る

彼
女
は
、
自
分
の
お
か
れ
た
状
況
が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
依
っ
て
い

る
か
を
、
か
な
り
分
析
的
に
見
る
と
と
も
に
、
自
分
を
そ
こ
に
追
い

込
ん
だ
周
囲
に
、
内
心
で
非
を
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
状
況
を
認
識

し
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
自
分
が
︿
新
ら
し
い
人
﹀
で
あ
る
小

野
の
意
に
叶
わ
ぬ
の
は
、︿
古
る
い
人
﹀
で
あ
る
父
が
叶
わ
ぬ
よ
う
な

育
て
方
を
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
小
野
が
︿
変
り
た
く
て
も
変
ら

れ
ぬ
﹀
自
分
を
差
し
置
い
て
勝
手
に
変
化
し
た
せ
い
で
あ
る
。

小
夜
子
の
表
面
上
の
従
順
さ
と
自
我
の
な
い
態
度
は
、
裏
返
せ
ば

自
ら
の
無
力
を
逆
手
に
と
っ
た
形
で
の
自
我
の
主
張
で
あ
る
と
も
い

え
る
。
ま
た
そ
の
抑
圧
が
他
者
か
ら
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
認
識
の
も
と
に
、
自
ら
の
弱
さ
と
無
力
さ
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

無
言
の
う
ち
に
他
者
の
同
情
を
含
ん
だ
奉
仕
や
犠
牲
を
要
請
し
て
い

る
と
も
い
え
る
。
き
わ
め
て
対
照
的
な
形
で
発
露
し
て
い
る
と
は
い

え
、そ
の
意
味
で
は
彼
女
も
ま
た
︿
如
何
な
る
犠
牲
を
も
相
手
に
逼
﹀

り
、︿
愛
せ
ら
る
ゝ
事
を
専
門
に
す
る
も
の
﹀
で
あ
る
藤
尾
と
、
本
質

的
に
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
女
の
内
面
が
会
話
の
中
に
現
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
語

り
手
が
︿
小
夜
子
の
躊
躇
た
の
に
は
、
も
う
少
し
切
な
い
意
味
が
籠

つ
て
ゐ
る
﹀
と
述
べ
る
よ
う
に
、
小
夜
子
に
と
っ
て
は
沈
黙
す
る
こ

と
そ
の
も
の
が
意
志
の
表
出
と
な
る
。
多
く
の
場
合
は
、
語
り
手
が

小
夜
子
の
内
面
を
代
弁
す
る
が
、
語
り
手
が
そ
れ
を
あ
え
て
語
ら
な

く
て
も
、
小
夜
子
の
沈
黙
は
完
全
な
空
白
と
は
成
り
得
な
い
。

︿﹁
小
野
に
さ
う
云
て
呉
れ
。
井
上
孤
堂
は
い
く
ら
娘
が
可
愛
く

つ
て
も
、
厭
だ
と
云
ふ
人
に
頭
を
下
げ
て
貰
つ
て
も
ら
ふ
様
な

卑
劣
な
男
で
は
な
い
つ
て
。
―
―
小
夜
や
、
お
い
、
居
な
い
か
﹂
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襖
の
向
側
で
、
袖
ら
し
い
も
の
が
唐
紙
の
裾
に
中
る
音
が
し

た
。

﹁
さ
う
返
事
を
し
て
差
支
な
い
だ
ら
う
ね
﹂

答
え
は
更
に
な
か
つ
た
。
や
ゝ
あ
つ
て
、
わ
つ
と
云
ふ
顔
を
袖

の
中
に
埋
た
声
が
し
た
。﹀

︵
中
略
︶

︿﹁
御
好
意
は
実
に
辱
な
い
。
然
し
先
方
で
断
わ
る
以
上
は
、
娘

も
参
り
た
く
も
な
か
ら
う
し
、
参
る
と
申
し
て
も
私
が
遣
れ
ん

様
な
始
末
で
…
…
﹂

　

小
夜
子
は
氷
嚢
を
そ
つ
と
上
げ
て
、
額
の
露
を
丁
寧
に
手
拭

で
ふ
い
た
。

﹁
冷
や
す
の
は
少
し
休
め
て
見
や
う
。
―
―
な
あ
小
夜
行
か
ん

で
も
好
い
な
﹂

　

小
夜
子
は
氷
嚢
を
盆
へ
載
せ
た
。両
手
を
畳
の
上
へ
突
い
て
、

盆
の
上
へ
蔽
ひ
か
ぶ
せ
る
様
に
首
を
出
す
。
氷
嚢
へ
ぽ
た
り

〳
〵
と
涙
が
垂
れ
る
。
孤
堂
先
生
は
枕
に
着
け
た
胡
麻
塩
頭
を

﹁
好
い
な
﹂
と
云
ひ
乍
ら
半
分
程
後
へ
捩
じ
向
け
た
。
ぽ
た
り

と
氷
嚢
へ
垂
れ
る
所
が
見
え
た
。﹀ 

﹁
虞
美
人
草
﹂
十
八

語
り
手
は
こ
こ
で
小
夜
子
の
内
面
を
描
写
し
て
は
い
な
い
が
、
す

で
に
彼
女
の
近
代
的
な
自
我
の
葛
藤
が
九
章
や
十
二
章
で
掘
り
下
げ

ら
れ
た
以
上
、
こ
の
場
面
で
の
沈
黙
が
父
・
孤
堂
の
自
己
投
影
的
な

主
体
化
に
従
順
に
同
調
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
読
者
に
と
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。
小
夜
子
は
決
し
て
自
我
の
な
い
人
物
と
し
て
語

ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
可
視
的
な
形
で
自
我
を
発
揮
す
る
藤
尾
に
対
し

て
、
不
可
視
的
な
形
で
自
我
を
表
出
す
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て

い
る
。
藤
尾
が
﹁
新
し
い
女
﹂
と
し
て
読
者
に
受
け
止
め
ら
れ
、
小

夜
子
が
近
代
的
な
自
我
の
葛
藤
を
内
包
し
つ
つ
も
﹁
過
去
の
女
﹂
と

し
て
の
評
価
を
与
え
ら
れ
続
け
る
の
は
、
二
人
の
本
質
的
な
差
異
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
女
ら
の
自
我
の
発
現
が
直
截
的
に
認
識
し

や
す
く
描
か
れ
た
か
否
か
に
依
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
藤
尾
と
小
夜
子
の
自
我
の
現
れ
方
の
差
は
、
外
面
的

な
描
写
と
内
面
的
な
描
写
に
そ
れ
ぞ
れ
割
か
れ
た
バ
ラ
ン
ス
の
違
い

も
含
め
、
漱
石
の
と
あ
る
葛
藤
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

藤
尾
の
ど
こ
か
浮
世
離
れ
し
た
高
慢
な
単
純
さ
は
、
彼
女
の
外
面
に

あ
ら
わ
れ
た
可
視
的
な
︿
画
﹀
的
魅
力
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
躊
躇

し
沈
黙
す
る
小
夜
子
の
魅
力
は
、
不
可
視
的
な
内
面
の
提
示
に
よ
っ

て
し
か
表
現
で
き
な
い
。
そ
し
て
可
視
的
な
外
面
の
発
現
が
強
烈
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
焦
点
は
外
面
的
な
も
の
に
当
て
ら
れ
、
内
面
は

平
板
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
︿
詩
﹀
の
中
に
人
物
の
内

面
に
お
け
る
深
く
激
し
い
葛
藤
を
丹
念
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、︿
画
﹀
の
も
つ
視
覚
的
美
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
は
断
念
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せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

﹁
一
夜
﹂
で
は
﹁
画
﹂
か
ら
︿
美
く
し
い
女
﹀
を
、
時
間
の
流
れ

る
現
実
界
に
抜
け
出
さ
せ
る
た
め
の
苦
心
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、﹁
虞

美
人
草
﹂
で
つ
い
に
﹁
画
﹂
か
ら
抜
け
だ
し
て
き
た
二
人
の
︿
美
く

し
い
女
﹀
は
、
そ
の
︿
美
﹀
を
対
照
的
な
形
で
︿
詩
人
﹀
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
。
そ
し
て
︿
詩
人
﹀
も
ま
た
、
多
く
の
読
者
が
藤
尾
を
支
持

し
た
よ
う
に
、
可
視
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
ま
ず
焦
点
を
奪
わ
れ
、
幻

惑
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
欽
吾
の
︿
藤
尾
が
一
人
出
る
と
昨
夕
の
様

な
女
︵
注
・
小
夜
子
︶
を
五
人
殺
し
ま
す
﹀
と
い
う
評
は
、
そ
う
し

た
意
味
で
は
非
常
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。小
野
が
小
夜
子
を︿
只

面
白
味
の
な
い
詩
趣
に
乏
し
い
女
﹀
と
し
か
思
え
な
い
の
も
、
藤
尾

の
︿
紫
が
祟
つ
た
﹀
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
漱

石
の
藤
尾
に
対
す
る
え
も
い
わ
れ
ぬ
悪
意
は
、︿
画
﹀
の
外
面
的
な
強

烈
さ
と
、︿
詩
﹀
の
内
面
の
深
さ
を
対
等
に
調
和
さ
せ
つ
つ
共
存
さ
せ

ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
、
漱
石
の
憾
み
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

三
、︿
文
明
の
詩
人
﹀
小
野
の
選
択

前
節
ま
で
の
議
論
を
端
的
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
可
視
的
か
つ
外

面
的
な
強
烈
さ
を
持
つ
藤
尾
は
視
覚
的
な
︿
画
﹀
の
性
質
を
も
っ
て

発
現
す
る
︿
美
﹀
で
あ
り
、
不
可
視
的
な
内
面
の
葛
藤
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
小
夜
子
は
継
起
的
な
︿
詩
﹀
の
性
質
に
よ
っ
て
こ
そ

活
か
さ
れ
る
︿
美
﹀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。︿
詩
人
﹀
で
あ

る
小
野
は
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
自
ら
の
詩
題
と
し
て
選

ぶ
べ
き
か
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
藤
尾
を
断
念
す
る
と
い
う
小
野
の
決
断
は
、︿
画
﹀
と

︿
詩
﹀
を
両
立
さ
せ
う
る
か
と
い
う
漱
石
の
実
験
に
お
け
る
、
一
つ

の
作
業
仮
説
と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
が
藤
尾
を
︿
仕
舞
に
殺
す
の
が

一
篇
の
主
意
で
あ
る
﹀
と
述
べ
た
と
き
、
彼
は
す
で
に
︿
画
﹀
的
な

描
き
方
を
あ
る
程
度
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
見
通
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。︿
う
ま
く
殺
せ
な
け
れ
ば
助
け
て
や
る
。
然
し
助

か
れ
ば
猶
々
藤
尾
な
る
も
の
は
駄
目
な
人
間
に
な
る
﹀
と
い
う
文
言

に
は
、
長
い
時
間
を
含
む
世
俗
の
人
間
ド
ラ
マ
に
お
い
て
は
、
藤
尾

の
︿
画
﹀
的
魅
力
は
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
来
﹁
断
面
的
文
学
﹂
の
中
で
こ
そ
本
領
を
発
揮
し
て
き
た

︿
画
﹀
と
︿
詩
﹀
の
対
立
を
、﹁
筋
﹂
を
重
視
す
る
人
情
劇
と
し
て
描

く
こ
と
の
困
難
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
﹁
筋
﹂
を
︿
詩
人
﹀
に
対
し

て
示
す
役
割
が
宗
近
に
負
わ
さ
れ
、
そ
の
﹁
筋
﹂
に
整
合
性
を
も
た

せ
る
役
割
が
甲
野
に
負
わ
さ
れ
る
。

﹁
虞
美
人
草
﹂
は
宗
近
と
甲
野
が
叡
山
に
登
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
叡
山
を
い
か
に
登
る
か
と
い
う
問
答
、
そ
し
て
登
山
中
の
二
人

の
言
動
は
、
物
語
の
﹁
筋
﹂
を
ど
の
よ
う
に
牽
引
し
て
い
く
か
と
い
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う
問
題
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。︿
余
計
な
事
を
云
は
ず
に
歩
行

て
居
れ
ば
自
然
と
山
の
上
へ
出
る
﹀
と
述
べ
、
時
に
無
手
勝
流
と
も

い
え
る
ほ
ど
行
動
あ
り
き
の
宗
近
は
、︿
計
画
ば
か
り
し
て
一
向
実
行

し
な
い
男
﹀
で
あ
り
、
逡
巡
の
末
に
諦
念
へ
と
た
ど
り
つ
く
甲
野
と

対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に
立
っ
て
道
を
急
ご
う
と
す
る
宗
近
に

対
し
、
甲
野
は
︿
俗
界
万
斛
の
反
吐
皆
動
の
一
字
よ
り
来
る
﹀
と
嘯

き
な
が
ら
、
何
度
も
立
ち
止
ま
り
、
座
り
込
み
、
ま
た
辺
り
の
景
色

を
眺
め
な
が
ら
思
索
に
ふ
け
る
。
宗
近
が
﹁
筋
﹂
に
そ
っ
て
時
系
列

的
な
物
語
の
流
れ
を
促
が
す
と
す
れ
ば
、
甲
野
は
﹁
彽
徊
趣
味
﹂
風

に
、
哲
学
的
警
句
に
よ
っ
て
部
分
的
な
奥
行
き
を
広
げ
る
役
目
を
担

っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

そ
し
て
三
章
で
彼
ら
が
話
す
︿
ゴ
ー
ヂ
ア
ン
、
ノ
ツ
ト
﹀
の
逸
話

は
、﹁
虞
美
人
草
﹂
全
体
の
今
後
の
﹁
筋
﹂
の
運
び
を
暗
示
し
て
い
る
。

︿
誰
が
ど
う
し
て
も
解
く
事
が
出
来
な
い
﹀
結
び
目
を
、︿
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
が
面
倒
臭
い
つ
て
、
刀
を
抜
い
て
切
つ
ち
ま
つ
た
﹀
と
い
う

結
果
は
、
結
末
で
宗
近
が
と
る
強
引
な
行
動
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
も

の
で
あ
る
。

︿﹁
い
ゝ
が
ね
。
人
間
は
、
そ
れ
な
ら
斯
う
す
る
許
り
だ
と
云
ふ

了
見
が
な
く
つ
ち
や
駄
目
だ
と
思
ふ
ん
だ
ね
︵
中
略
︶
ゴ
ー
ヂ

ア
ン
、
ノ
ツ
ト
は
い
く
ら
考
へ
た
つ
て
解
け
つ
こ
無
い
ん
だ
も

の
﹂

﹁
切
れ
ば
解
け
る
の
か
い
﹂

﹁
切
れ
ば
―
―
解
け
な
く
て
も
、
ま
あ
都
合
が
い
ゝ
や
ね
﹂

﹁
都
合
か
。
世
の
中
に
都
合
程
卑
怯
な
も
の
は
な
い
﹂﹀

 

﹁
虞
美
人
草
﹂
三

理
論
家
と
し
て
の
甲
野
は
強
引
に
﹁
筋
﹂
を
運
ば
せ
る
こ
と
を
決

し
て
良
し
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
宗
近
は
こ
の
後
も
、
非
常
に
単

純
素
朴
に
す
ぎ
る
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
正
義
感
に
従
っ
て
、
実
際
的

な
︿
行
為
︵
ア
ク
シ
ヨ
ン
︶﹀
を
小
野
や
甲
野
に
求
め
て
い
く
。
宗
近

は
﹁
虞
美
人
草
﹂
に
お
い
て
︿
道
義
﹀
の
側
に
立
っ
て
︿
勧
善
懲
悪
﹀

を
行
う
側
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
彼
は
そ
れ
ほ
ど

一
貫
し
た
︿
道
義
﹀
に
従
っ
て
行
動
を
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
小

野
に
︿
君
も
此
際
真
面
目
に
な
れ
﹀
と
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
迫

り
つ
つ
︿
契
約
が
あ
つ
た
の
、
滑
つ
た
の
転
ん
だ
の
。
嫁
が
あ
つ
ち

や
あ
博
士
に
な
れ
な
い
の
、
博
士
に
な
ら
な
く
つ
ち
や
外
聞
が
悪
い

の
つ
て
、
丸
で
小
供
み
た
様
な
事
は
ど
つ
ち
が
ど
つ
ち
だ
つ
て
構
は

な
い
﹀
と
説
く
彼
は
、
本
質
的
な
意
味
で
︿
道
義
﹀
に
基
づ
く
判
断

を
小
野
に
下
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て︿
真
面
目
﹀

と
は
、
と
も
か
く
も
愚
直
な
ま
で
に
︿
行
動
﹀
を
起
こ
し
、
何
ら
か

の
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
を
さ
す
も
の
で
し
か
な
く
、
む
し
ろ
︿
道



－165－

義
﹀
に
か
な
っ
た
理
屈
な
ど
は
邪
魔
な
も
の
と
考
え
て
い
る
節
す
ら

あ
る
。

︿
詩
人
﹀
の
小
野
は
﹁
筋
﹂
の
強
引
な
流
れ
に
導
か
れ
て
藤
尾
を

断
念
し
、
小
夜
子
を
選
択
す
る
。
だ
が
小
野
の
選
択
は
決
し
て
円
満

な
結
末
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
︿
画
﹀
的
な
も
の
を
︿
詩
題
﹀

と
し
て
﹁
筋
﹂
の
中
に
う
ま
く
取
り
込
み
そ
こ
ね
た
︿
詩
人
﹀
の
小

野
に
と
っ
て
も
、
小
夜
子
の
﹁
死
﹂
を
背
負
い
込
ま
さ
れ
る
業
苦
か

ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
藤
尾
の
﹁
死
﹂
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
っ
た

人
間
の
小
野
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
住
人
と
な
る
こ

と
を
夢
見
た
︿
美
く
し
き
画
﹀
か
ら
締
め
出
さ
れ
︿
蒼
白
い
額
を
抑

へ
て
﹀
痛
恨
の
退
場
を
遂
げ
る
。

そ
の
後
の
漱
石
作
品
の
多
く
の
主
人
公
た
ち
の
よ
う
に
、
原
罪
と

も
い
う
べ
き
罪
悪
感
を
負
わ
さ
れ
た
ま
ま
︿
画
﹀
的
な
美
し
い
楽
園

か
ら
追
放
さ
れ
た
小
野
に
、ひ
と
ま
ず
の
救
済
が
訪
れ
る
と
す
れ
ば
、

小
夜
子
の
不
可
視
的
な
内
面
を
掘
り
下
げ
な
が
ら
、︿
詩
﹀
の
流
れ
に

活
か
し
得
る
︿
美
﹀
を
見
出
す
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
︿
文
明
の

詩
人
﹀
は
、
ま
さ
に
不
可
視
的
な
内
面
を
掘
り
下
げ
る
よ
う
に
、
鉱

山
の
暗
い
坑
道
を
降
り
て
行
き
、意
識
の
中
を
さ
ま
よ
い
は
じ
め
る
。

次
作
で
あ
る
﹁
坑
夫
﹂︵
明
治
四
十
一
年
︶
の
主
人
公
が
、
あ
た
か
も

小
野
が
経
験
し
た
よ
う
な
三
角
関
係
を
過
去
に
背
負
っ
て
い
る
の
は

決
し
て
偶
然
と
は
い
え
ま
い
。

﹁
坑
夫
﹂
で
は
、
一
人
称
で
主
人
公
の
内
面
が
掘
り
下
げ
ら
れ
、

心
理
描
写
に
全
体
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
意
識
の
連

続
に
よ
っ
て
流
れ
ゆ
く︿
詩
﹀の
時
間
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
、﹁
草

枕
﹂
や
﹁
虞
美
人
草
﹂
に
み
ら
れ
た
鮮
や
か
な
︿
画
面
﹀
を
抽
出
し

う
る
部
分
は
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
滝
田
樗
蔭
の

︿
先
生
一
流
の
説
明
が
多
過
ぎ
て
先
生
作
中
で
一
番
見
劣
り
す
る（
₂₀
（

﹀

と
い
う
辛
口
の
批
評
以
来
、
こ
の
作
品
は
﹁
虞
美
人
草
﹂
と
は
対
照

的
な
地
味
さ
を
批
判
さ
れ
続
け
た
と
も
い
え
る
。﹁
坑
夫
﹂
で
の
時

間
は
つ
ね
に
流
れ
、
漱
石
は
随
所
に
立
ち
現
れ
る
強
烈
な
︿
画
﹀
に

惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
不
可
視
の
内
面
を
︿
詩
﹀

に
よ
っ
て
掘
り
下
げ
続
け
る
。
最
後
に
主
人
公
が
唯
一
見
出
す
︿
一

幅
の
画
﹀
も
、︿
不
可
思
議
な
魔
力
で
可
憐
な
青
年
を
弄
ぶ
﹀
運
命
に

対
す
る
寄
る
辺
な
さ
の
投
影
と
し
て
の
み
現
わ
れ
、﹃
漾
虚
集
﹄以
来
、

幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
︿
画
﹀
の
モ
チ
ー
フ
と
は
一
線
を

画
す
も
の
で
あ
る
。

﹁
坑
夫
﹂
で
漱
石
は
、
鮮
や
か
な
︿
画
﹀
を
︿
詩
﹀
へ
と
解
凍
す

る
こ
と
や
、︿
詩
﹀
を
︿
画
﹀
面
へ
と
凝
縮
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
、︿
画
﹀

に
な
ら
ぬ
場
面
を
徹
底
し
て
追
い
な
が
ら
、︿
詩
﹀
か
ら
一
度
、︿
画
﹀

的
な
要
素
を
極
力
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
を
見
極
め

よ
う
と
す
る
実
験
的
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。し
か
し﹁
坑

夫
﹂
の
よ
う
な
手
法
も
、そ
の
後
の
漱
石
作
品
で
は
影
を
ひ
そ
め
る
。
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︿
詩
人
﹀
は
も
う
い
ち
ど
︿
画
か
ら
抜
け
だ
し
た
女
﹀
を
︿
詩
﹀
の

中
に
呼
び
戻
す
。
も
っ
と
も
美
し
い
瞬
間
を
︿
画
﹀
に
留
め
つ
つ
、

流
れ
う
つ
ろ
う
時
間
を
生
き
続
け
る
こ
と
を
選
ん
だ
﹁
三
四
郎
﹂︵
明

治
四
十
一
年
︶
の
美
禰
子
は
、︿
詩
﹀
の
中
に
と
も
に
共
存
さ
せ
ら
れ

た
藤
尾
と
小
夜
子
で
も
あ
る
。

四
、﹁
筋
﹂
を
運
ぶ
た
め
の
︿
道
義
﹀

談
話
﹁
文
学
雑
話
﹂︵
明
治
四
十
一
年
︶
の
中
で
、
漱
石
は
﹁
虞
美

人
草
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

︿
つ
ま
り
あ
れ
は
ね
、
ラ
ヴ
と
い
ふ
も
の
を
唯
一
の
イ
ン
テ
レ

ス
ト
と
し
て
貫
ぬ
い
た
も
の
ぢ
や
な
い
か
ら
、
恋
愛
事
件
の
発

展
と
し
て
見
る
と
中
々
不
完
全
で
す
。︵
中
略
︶
つ
ま
り
二
つ

か
三
つ
の
イ
ン
テ
レ
ス
ト
の
関
係
が
互
に
消
長
し
て
、
そ
れ
が

仕
舞
に
一
所
に
出
逢
つ
て
爆
発
す
る
と
い
ふ
所
を
書
い
た
の
で

す
。
書
い
た
の
ぢ
や
な
い
、
書
い
た
積
な
の
で
す
。﹀

 

﹁
文
学
雑
話
﹂

当
初
漱
石
が
構
想
し
た
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
、
登
場
人
物
た
ち
を
め

ぐ
る
世
俗
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
複
数
の
︿
イ
ン
テ
レ
ス
ト
﹀
に
留
ま

ら
ず
、
そ
こ
に
表
現
の
ド
ラ
マ
と
い
う
も
う
一
つ
の
︿
イ
ン
テ
レ
ス

ト
﹀
が
加
わ
っ
て
︿
互
に
消
長
﹀
し
つ
つ
、︿
仕
舞
い
に
一
所
に
出
逢

つ
て
爆
発
﹀
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。﹁
虞
美
人
草
﹂

の
主
要
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
漱
石
が
﹁
文
学
﹂
の
中
に
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
︿
詩
﹀︿
画
﹀﹁
筋
﹂︿
哲
学
﹀
と
い
っ
た
フ
ァ
ク

タ
ー
を
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

﹁
虞
美
人
草
﹂
に
お
け
る
︿
詩
﹀
と
︿
画
﹀
を
め
ぐ
る
﹁
筋
﹂
が

宗
近
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
、藤
尾
の
死
に
向
か
っ
て
収
斂
し
た
あ
と
、

作
品
中
で
︿
哲
学
﹀
を
担
う
甲
野
は
こ
の
﹁
筋
﹂
を
意
味
づ
け
る
か

の
よ
う
な
文
章
を
書
く
。
藤
尾
へ
の
悪
意
を
あ
ら
わ
に
し
た
例
の
小

宮
豊
隆
宛
書
簡
に
お
い
て
、
漱
石
が
︿
最
後
に
哲
学
を
つ
け
る
。
此

哲
学
は
一
つ
の
セ
オ
リ
ー
で
あ
る
。
僕
は
此
セ
オ
リ
ー
な
る
も
の
を

説
明
す
る
為
め
に
全
篇
を
か
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る（
₂₁
（

﹀
と
ま
で
熱
弁
を

ふ
る
う
こ
の
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
甲
野
の
悲
劇
論
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
評
価
は
決
し
て
高
く
な
い
。
甲
野
の
議
論
は
結
局
の

と
こ
ろ
関
肇
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︿
家
父
長
制
に
も
と
づ
く
近
代
社

会
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
、再
生
産
を
促
す
こ
と
で
し
か
な
い（
₂₂
（

﹀
と
、

短
絡
的
な
﹁
勧
善
懲
悪
﹂
を
正
当
化
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
し
て
、

そ
の
保
守
的
な
限
界
点
を
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
る
し
、
妹
の
死
を
巡

る
悲
劇
を
、
冷
た
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
淡
々
と
し
た
筆
致
で
綴
る
甲

野
自
身
を
、
酒
井
英
行
氏
の
よ
う
に
︿
他
の
作
中
人
物
と
は
次
元
を

異
に
し
た
特
権
的
な
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
﹀
と
し
て
、︿
現
実
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を
引
き
受
け
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
観
念
的
に
高
所
に
居
座
っ
て
い

る
甲
野
の
人
格
に
、
ま
ず
不
快
感
を
表
明
し
て
お
き
た
い（
₂₃
（

﹀
と
否
定

的
に
分
析
す
る
視
点
も
少
な
く
な
い
。

た
し
か
に
、
こ
の
甲
野
の
悲
劇
論
は
、
作
品
全
体
の
﹁
筋
﹂
を
総

括
す
る
も
の
と
し
て
読
む
限
り
、
ど
こ
か
後
づ
け
さ
れ
た
よ
う
な
据

わ
り
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
甲
野

の
口
か
ら
︿
道
義
﹀
と
い
う
言
葉
が
出
た
こ
と
は
な
く
、
こ
と
さ
ら

に
封
建
的
な
家
父
長
制
倫
理
を
標
榜
す
る
よ
う
な
態
度
も
、
彼
は
一

切
見
せ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
家
を
存
続
さ
せ
、
父
の
遺
志
を
継
ぐ
こ

と
に
消
極
的
な
甲
野
は
、
肖
像
画
の
中
か
ら
無
言
の
圧
力
を
送
り
続

け
る
父
の
目
か
ら
た
び
た
び
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

た
彼
が
何
度
か
︿
澆
季
の
文
明
の
特
産
物
﹀
と
指
弾
す
る
問
題
も
、

こ
と
さ
ら
近
代
に
の
み
特
有
の
悪
徳
と
も
思
わ
れ
な
い
。

だ
が
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
甲
野
の
論
理
は
﹁
虞
美
人
草
﹂

全
編
を
総
括
す
る
よ
う
な
強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
解
釈
に
作
用

し
、
読
者
を
幻
惑
し
続
け
て
き
た
。﹁
筋
﹂
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
時

系
列
的
な
事
件
の
推
移
を
、
因
果
関
係
の
も
と
に
意
味
付
け
る
と
い

う
、
甲
野
の
﹁
哲
学
﹂
に
負
わ
さ
れ
た
役
割
が
、
理
論
自
体
の
破
綻

を
超
え
て
よ
り
強
力
に
作
用
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。

当
初
︿
意
味
が
な
い
も
の
を
謎
だ
と
思
つ
て
、一
生
懸
命
に
考
へ
﹀

る
︿
哲
学
者
﹀
と
し
て
の
属
性
を
背
負
っ
た
甲
野
は
、
宗
近
が
動
か

そ
う
と
す
る
﹁
筋
﹂
と
は
、
必
ず
し
も
関
わ
り
合
わ
な
い
﹁
部
分
﹂

を
作
り
出
す
た
め
の
要
素
と
し
て
も
設
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
っ

た
。
甲
野
は
﹁
筋
﹂
か
ら
拾
い
上
げ
た
︿
謎
﹀
に
逡
巡
し
、
立
ち
止

ま
り
、﹁
彽
徊
﹂
す
る
。
後
に
漱
石
が
﹁
文
学
雑
話
﹂
で
語
る
、
物
語

の
流
れ
に
於
い
て
の
︿
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
﹀︵
＝
直
線
的
推
移
︶
が
宗
近

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
甲
野
は
︿
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
﹀︵
＝
彽
徊
︶
を

担
う
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
﹁
草
枕
﹂
に
お
い
て
、︿
画
﹀
に
な
る
視

覚
的
瞬
間
を
抽
出
し
う
る
﹁
部
分
﹂
を
多
数
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
﹁
余
裕
﹂
の
あ
る
奥
行
き
を
作
り
上
げ
た
が
、﹁
虞
美
人
草
﹂
で
は

そ
れ
と
と
も
に
、
甲
野
の
﹁
哲
学
﹂
を
通
し
て
可
視
的
な
要
素
を
伴

わ
な
い
形
で
の
彽
徊
―
―
す
な
わ
ち
意
識
の
奥
行
き
を
も
﹁
筋
﹂
に

加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

だ
が
、﹁
草
枕
﹂
を
﹁
全
体
﹂
と
﹁
部
分
﹂
を
同
時
に
味
わ
い
得
る

構
造
と
し
た
よ
う
に
、
漱
石
は
甲
野
に
も
ま
た
、﹁
部
分
﹂
的
で
あ
り

つ
つ
、
作
品
﹁
全
体
﹂
を
説
明
し
う
る
﹁
哲
学
﹂
と
し
て
の
意
味
を

持
た
せ
よ
う
と
し
た
。
甲
野
は
作
品
か
ら
独
立
さ
せ
て
も
機
能
し
う

る
︿
文
明
﹀
批
判
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
品
全
体
を
貫
く
﹁
セ
オ

リ
ー
﹂
の
担
い
手
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
漱
石
は
、
甲
野

の
﹁
哲
学
﹂
が
、﹁
虞
美
人
草
﹂
に
お
い
て
世
俗
の
ド
ラ
マ
と
表
現
論

の
ド
ラ
マ
に
調
和
を
も
た
ら
し
、
二
つ
の
﹁
筋
﹂
を
統
一
す
る
︿
理

論
﹀
と
し
て
も
、ま
た
こ
れ
ら
の
﹁
筋
﹂
か
ら
も
独
立
し
た
︿
理
論
﹀
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と
し
て
も
、
作
品
世
界
に
調
和
し
得
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ

う
。だ

が﹁
文
明
﹂と﹁
死
の
悲
劇
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
道
義
﹂を
、

牽
強
付
会
な
ま
で
に
対
立
さ
せ
る
甲
野
の
論
理
は
、藤
尾
を
断
念
し
、

小
夜
子
を
取
る
と
い
う
小
野
の
選
択
を
、
う
ま
く
因
果
関
係
の
な
か

で
説
明
し
得
ず
、
作
品
全
体
を
貫
く
﹁
セ
オ
リ
ー
﹂
と
し
て
は
機
能

で
き
ぬ
ま
ま
破
綻
し
て
終
っ
た
。
そ
の
う
え
甲
野
に
負
わ
さ
れ
た
役

割
自
体
が
作
品
中
で
発
揮
す
る
影
響
力
は
非
常
に
強
く
、
破
綻
し
た

﹁
哲
学
﹂
は
単
な
る
余
談
的
︿
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
﹀
に
留
め
ら
れ

ず
に
、
そ
の
ま
ま
︿
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
﹀
を
補
強
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
印
象
だ
け
を
も
た
ら
し
た
。﹁
虞
美
人
草
﹂
の
破
綻
は
、
こ
う
し

た
甲
野
の
﹁
役
割
﹂
が
独
り
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
大
き
く
起

因
す
る
。﹁
哲
学
﹂
は
︿
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
﹀
と
し
て
は
﹁
文
学
﹂

に
調
和
し
う
る
が
、︿
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
﹀
と
密
接
に
関
わ
れ
ば
関
わ
る

ほ
ど
、
逆
に
そ
れ
ま
で
作
ら
れ
て
き
た
奥
行
き
を
損
な
い
、
作
品
全

体
を
単
線
化
し
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
の
作
品
に
お
い
て
、
甲
野
の
よ
う
に
高
次
的
な
場
所
か

ら
、
全
体
を
貫
く
﹁
筋
﹂
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
よ
う
と

す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
設
定
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
漱
石
は
﹁
三

四
郎
﹂
に
い
た
っ
て
、広
田
先
生
の
よ
う
に
、︿
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
﹀

と
し
て
の
役
割
か
ら
逸
脱
し
な
い
範
囲
で
意
識
の
奥
行
き
を
作
品
中

に
も
た
ら
す
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
獲
得
す
る
。﹁
三
四
郎
﹂
で
、
ふ
た

た
び
﹁
文
学
﹂
に
︿
画
か
ら
抜
け
だ
し
た
女
﹀
を
呼
び
戻
そ
う
と
し

て
い
た
漱
石
は
、
同
時
に
︿
哲
学
者
﹀
の
役
割
を
後
景
化
す
る
こ
と

で
、
両
者
を
﹁
文
学
﹂
の
要
素
と
し
て
う
ま
く
組
み
込
む
こ
と
に
成

功
し
た
と
も
い
え
る
。

︻
注
︼

︵
１
︶
高
浜
虚
子
宛
書
簡
、
明
治
三
十
八
年
九
月
十
七
日

︵
２
︶
奥
太
一
郎
宛
書
簡
、
明
治
三
十
八
年
十
月
二
十
日

︵
３
︶﹁
虞
美
人
草
﹂
連
載
時
に
、
漱
石
の
元
に
届
い
た
手
紙
の
文
面
と
し
て
、

鏡
子
夫
人
が
述
懐
し
て
い
る
︵
夏
目
鏡
子
述
・
松
岡
譲
筆
録
﹃
漱
石

の
思
い
出
﹄、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
年
︶。︶

︵
４
︶
石
原
千
秋
氏
は
、
こ
う
し
た
作
者
の
思
惑
か
ら
は
ず
れ
た
形
で
作
品

を
享
受
す
る
読
者
を
視
野
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
漱
石
が
、
自
身
や

弟
子
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
知
識
人
的
価
値
観
に
も
と
づ
い
て
の
み
作

品
を
形
成
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
﹁
虞
美
人
草
﹂
の
失
敗
の
要
因
に

数
え
て
い
る
。︵
石
原
千
秋
﹃
漱
石
と
三
人
の
読
者
﹄、
講
談
社
、
二

〇
〇
四
︶

︵
５
︶
高
原
操
宛
書
簡
、
大
正
二
年
十
一
月
二
十
一
日

︵
６
︶
平
岡
敏
夫
﹁﹁
虞
美
人
草
﹂
論
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
一
九
六
五
・
五
︶
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︵
７
︶
北
川
扶
生
子
﹁﹁
虞
美
人
草
﹂
と
︿
美
文
﹀
の
時
代
﹂︵
玉
井
敬
之
編
﹃
漱

石
か
ら
漱
石
へ
﹄、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
︶

︵
８
︶
水
村
美
苗
﹁﹁
男
と
男
﹂
と
﹁
男
と
女
﹂
―
―
藤
尾
の
死
﹂︵﹁
批
評
空
間
﹂、

一
九
九
二
・
七
︶

︵
９
︶
北
川
扶
生
子
氏
前
掲
論
文
︵
7
︶

︵
10
︶
拙
論
﹁﹁
草
枕
﹂
と
典
拠
―
―
レ
ッ
シ
ン
グ
﹃
ラ
オ
コ
ー
ン
﹄
と
の
関

わ
り
を
軸
に
―
―
﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂、
二
〇
一
〇
・
五
︶

︵
11
︶﹁
読
売
新
聞
﹂、
明
治
三
十
八
年
九
月
七
日

︵
12
︶
坂
元
雪
鳥
宛
書
簡
、
明
治
四
十
年
三
月
十
一
日

︵
13
︶
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
、
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日

︵
14
︶
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
、
明
治
四
十
年
七
月
十
九
日

︵
15
︶
堀
切
直
人
﹃
日
本
夢
文
学
志
﹄、
冥
草
舎
、
一
九
七
九
︵
沖
積
社
、
一

九
九
〇
︶

︵
16
︶
尹
相
仁
﹃
漱
石
と
世
紀
末
芸
術
﹄、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四

︵
17
︶
森
田
草
平
﹃
夏
目
漱
石
﹄︵
初
出
、
昭
和
十
七
年
︶
講
談
社
、
一
九
八

〇

︵
1（
︶﹁
薤
露
行
﹂︵
明
治
三
十
八
年
︶
で
は
、シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
が
織
る
︿
繪
﹀

の
中
に
、︿
温
和
し
き
黄
と
思
ひ
上
が
れ
る
紫
を
交
る
く
に
畳
め
ば
、

魔
に
誘
は
れ
し
乙
女
の
、
我
は
顔
に
高
ぶ
れ
る
態
を
写
す
﹀
と
い
う

画
題
が
あ
り
、
紫
と
黄
は
一
人
の
女
性
の
両
極
的
な
内
面
を
同
時
に

示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
表
れ
て
い
る
。

︵
19
︶︿
小
夜
子
は
﹁
過
渡
期
﹂
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
女
性
の
直
面
し
た
問

題
を
生
活
の
中
で
捉
え
、
認
識
し
、
悩
ん
で
い
る
﹀
の
で
あ
り
、︿
新

し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
﹀
と
い
う
意
味
で
小
夜
子
は
﹁
新
し
い
女
﹂

で
あ
る
と
い
う
佐
藤
裕
子
氏
の
指
摘
が
あ
る
。︵
佐
藤
裕
子
﹁﹃
虞
美

人
草
﹄
論
―
―
︿
喜
劇
﹀
の
果
て
の
︿
悲
劇
﹀﹂︵﹁
フ
ェ
リ
ス
女
学
院

大
学
文
学
部
紀
要
﹂、
一
九
九
八
・
三
︶︶

︵
20
︶﹁
中
央
公
論
﹂、
明
治
四
十
一
年
三
月

︵
21
︶
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
、
明
治
四
十
年
七
月
十
九
日

︵
22
︶
関
肇
﹁
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
し
て
の
﹃
虞
美
人
草
﹄﹂︵﹁
漱
石
研
究
﹂、
二

〇
〇
三
・
十
︶

︵
23
︶酒
井
英
行﹁﹃
虞
美
人
草
﹄論
―
―
小
野
と
小
夜
子
―
―
﹂︵﹁
日
本
文
学
﹂、

一
九
八
三
・
九
︶

︻
付
記
︼
本
文
引
用
は
初
出
に
よ
る
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
、ル
ビ
は
省
略
し
、

明
ら
か
な
誤
字
・
誤
表
記
は
適
宜
修
正
し
た
。
な
お
本
稿
は
独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興
会
よ
り
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶
の
交

付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


