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﹃
虞
美
人
草
﹄
は
明
治
四
十
年
の
六
月
二
十
三
日
か
ら
十
月
二

十
九
日
ま
で
︑
東
西
の
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
︒
作
者
の
朝
日

入
社
後
最
初
の
長
篇
小
説
で
あ
る
︒﹁
彼
の
朝
日
入
社
は
世
間
の

耳
目
を
聳
動
さ
せ
て
︑
こ
の
作
の
人
気
は
す
ば
ら
し
く
︑
玉
宝
堂

で
は
虞
美
人
草
指
環
を
作
り
出
す
︑
三
越
呉
服
店
で
は
虞
美
人
草

浴
衣
を
売
出
す
︑
駅
の
新
聞
売
子
は
漱
石
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
と
云

っ
て
朝
日
新
聞
の
触
れ
売
り
さ
え
し
た
﹂
と
小
宮
豊
隆
が
伝
え
て

い
る
︒
そ
う
い
う
人
気
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
こ
れ
は
い
か
に
も
意
気
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ご
ん
だ
絢
爛
た
る
出
来
ば
え
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
︒﹃
猫
﹄﹃
坊

つ
ち
や
ん
﹄﹃
草
枕
﹄
な
ど
と
と
も
に
︑
彼
の
作
品
中
で
も
殊
に

広
く
読
ま
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

や
は
り
豊
隆
そ
の
他
が
書
い
て
い
る
通
り
︑こ
の
作
の
意
図
は
︑

篇
末
に
示
さ
れ
た
甲
野
さ
ん
の
悲
劇
論
に
よ
っ
て
︑
極
め
て
明
瞭

で
あ
る
︒﹁
業
﹂
と
か
﹁
我
執
﹂
と
か
い
う
も
の
が
よ
き
﹁
人
間

的
本
質
﹂
を
曇
ら
せ
て
い
る
の
が
︑
人
間
現
実
生
活
の
常
態
だ
が
︑

そ
れ
が
一
旦
﹁
生
か
死
か
﹂
の
悲
劇
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
︑﹁
ま

こ
と
﹂
と
﹁
道
義
﹂
の
よ
き
本
質
が
よ
み
が
え
っ
て
︑
道
義
の
貫

通
し
た
世
界
が
成
立
し
ず
に
は
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
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に
似
た
考
え
方
か
ら
︑﹁
業
﹂
と
か
﹁
原
罪
﹂
と
か
﹁
私
﹂
と
か

﹁
我
執
﹂
と
か
い
う
も
の
を
断
滅
し
て
﹁
天
﹂
に
則
ろ
う
と
す
る

の
が
晩
年
の
こ
の
作
者
の
全
努
力
を
傾
け
た
追
求
に
な
っ
た
の
だ

か
ら
︑
い
わ
ば
作
者
の
生
涯
を
か
け
た
テ
ー
マ
が
︑
ま
ず
こ
の
作

に
そ
の
露
頭
を
示
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

前
作
﹃
野
分
﹄
か
ら
見
て
の
新
し
い
主
題
的
展
開
が
そ
こ
に
あ
っ

た
︒が

︑
晩
年
の
﹁
則
天
去
私
﹂
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
に
は
い

わ
な
い
︒
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
た
場
合
︑
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄

に
描
か
れ
た
も
の
は
︑
作
者
の
人
間
と
人
生
と
に
対
す
る
肯
定
観
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に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
︑
明
る
い
世
界
だ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒﹁
生

か
死
か
﹂
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
︑
そ
の
本
質
に
よ
み
が
え
っ
た

人
間
が
︑﹁
人
生
の
第
一
義
は
道
義
に
あ
り
と
の
命
題
を
脳
裏
に

樹
立
﹂
し
︑﹁
道
義
の
運
行
が
渋
滞
せ
ざ
る
﹂
に
到
る
と
い
う
の

は
︑
人
問
各
自
の
う
ち
に
そ
う
し
た
石
火
の
機
縁
に
応
ず
る
も
の

の
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
固
く
信
ず
る
場
合
に
の

み
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
保
津
川
下
り
の
甲
野
さ
ん
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
︑
第
一
義
の
御
手
本
は
人
間
内
部
に
あ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
本
質
に
お
い
て
人
間
を
肯
定
し
︑
そ
う
し

た
本
質
の
実
現
の
可
能
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
限
り
︑
こ
れ
は
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明
か
に
人
間
と
人
生
と
を
そ
の
よ
き
可
能
性
に
お
い
て
肯
定
し

た
︑
言
葉
の
正
し
い
意
味
で
喜
劇
的
精
神
の
貫
流
し
た
世
界
だ
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒

﹃
猫
﹄
で
あ
れ
ほ
ど
の
暗
い
心
象
を
示
し
て
い
た
漱
石
が
︑
こ

う
い
う
明
る
い
肯
定
観
に
浮
び
上
っ
て
来
た
の
は
︑
一
つ
に
は
や

は
り
時
勢
の
反
映
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
日
露
戦
後
の
社
会
状

勢
が

︱
そ
の
近
代
的
整
備
が
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
自
己
実
現
の

可
能
性
を
思
わ
せ
る
気
も
ち
を
︑
当
時
の
人
々
の
間
に
或
る
程
度

一
般
化
し
た
︒
そ
れ
に
対
す
る
否
定
的
条
件
の
累
積
が
︑
そ
う
い

う
自
己
実
現
の
道
を
望
ん
で
擡
頭
し
た
自
然
主
義
文
学
一
般
を
︑
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明
治
四
十
年
の
声
を
聞
い
た
頃
に
は
︑
早
く
も
重
苦
し
く
梗
塞
し

は
じ
め
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
お
残
さ
れ
て
い
た
そ

う
い
う
空
気
の
一
面
が
︑
岩
野
泡
鳴
の
よ
う
な
ガ
ム
シ
ャ
ラ
な
新

進
作
家
を
も
登
場
さ
せ
た
︒
漱
石
も
ま
た
そ
う
い
う
時
代
の
表
層

的
気
運
に
動
か
さ
れ
て
︑
強
い
自
己
主
張
と
そ
の
可
能
性
を
思
う

気
も
ち
と
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

と
同
時
に
︑
そ
れ
は
ま
た
一
方
か
ら
い
え
ば
彼
が
︑
朝
日
新
聞

に
専
属
し
て
︑
そ
れ
ま
で
の
幾
ら
か
余
技
的
で
あ
っ
た
の
と
は
ち

が
っ
た
︑
生
命
が
け
の
作
家
的
出
発
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ

う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
熱
意
や
責
任
感
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
米
の
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飯
﹂
の
第
一
義
的
創
作
を
志
さ
せ
て
︑
こ
う
い
う
積
極
的
な
主
張

を
盛
り
こ
ん
だ
作
品
を
︑
力
一
ぱ
い
試
み
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
誰
か
が
書
い
て
い
た
通
り
︑
そ
の
意
味

で
﹃
虞
美
人
草
﹄
は
作
者
が
む
き
に
な
っ
た
処
女
作
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
に
ま
た
彼
と
し
て
の
本
質
的

な
主
張
が
正
直
に
露
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

の
み
な
ら
ず
︑﹃
猫
﹄
の
苦
渋
か
ら
出
発
し
た
漱
石
は
︑
そ
の

苦
渋
に
ふ
さ
わ
し
く
︑﹃
幻
影
の
盾
﹄
な
ど
に
お
い
て
は
︑
そ
の

主
張
の
現
実
的
な
可
能
を
信
ず
る
こ
と
な
ど
︑
と
う
て
い
出
来
そ

う
も
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
気
も
ち
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ



12

た
が
︑
そ
の
後
の
﹃
琴
の
そ
ら
音
﹄
や
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
を
経
て

来
る
間
に
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
︑
現
実
的
に
も
そ
の
夢
即

ち
主
張
実
現
の
可
能
性
も
あ
り
そ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
来
た

の
で
あ
る
か
た
ち
が
︑
歴
々
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
気

も
ち
の
延
長
が
︑転
換
期
的
な
時
代
気
運
と
と
け
合
っ
た
こ
と
が
︑

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
か
ら
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
か
け
て
の
作
者
の

態
度
の
積
極
主
義
化
を
︑必
至
と
し
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
転
機
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
な
ど
の

社
会
的
成
功
が
︑
そ
の
必
然
を
さ
ら
に
あ
お
ら
な
か
っ
た
と
も
い

え
ぬ
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒
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と
に
か
く
そ
う
い
う
要
因
の
さ
ま
ざ
ま
が
︑
こ
の
作
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
︑
作
者
を
明
る
く
緊
張
さ
せ
て
︑
人
間
に
対
す
る
信
頼

と
そ
の
上
に
あ
る
人
生
の
道
義
的
可
能
を
信
ず
る
気
も
ち
と
を
︑

揮
灑
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
こ
れ

は
初
期
時
代
の
漱
石
を
し
め
く
く
る
べ
き
一
つ
の
頂
点
で
あ
っ

た
︒
鬱
屈
し
て
い
た
も
の
が
明
る
く
と
け
た
の
で
あ
り
︑﹃
幻
影

の
盾
﹄
な
ど
で
は
夢
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
︑
そ
の
現
実

的
可
能
を
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
者
は
︑
こ
の
作
の
世
界
を
︑
正

し
い
意
味
で
の
喜
劇
的
精
神
の
貫
流
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
︑
描
き
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上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
逆
に
︑
こ
れ
を
悲
劇
論

な
ど
で
要
約
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
に
明
か
に
作
者
の
心

境
と
思
惟
と
の
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

当
面
の
悲
劇
論
を
見
た
ま
え
︑
そ
れ
は
す
で
に
見
て
来
た
通
り

そ
の
根
本
に
お
い
て
人
間
の
本
質
な
い
し
そ
こ
か
ら
来
る
可
能
性

へ
の
信
頼
の
上
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ

は
そ
の
前
半
に
︑
そ
う
し
た
信
頼
を
否
定
す
る
甲
野
さ
ん
の
無
力

感
を
︑
強
く
打
出
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

悲
劇
は
遂
に
来
た
︒
来
る
べ
き
悲
劇
は
と
う
か
ら
予
想
し
て

居
た
︒
予
想
し
た
悲
劇
を
︑
為
す
が
儘
の
発
展
に
任
せ
て
︑
隻



15

手
を
だ
に
下
さ
ぬ
は
︑
業
深
き
人
の
所
為
に
対
し
て
︑
隻
手
の

無
能
な
る
を
知
る
が
故
で
あ
る
︒

こ
う
い
う
悲
劇
論
の
書
出
し
が
︑
甲
野
さ
ん
の
無
力
感
を
端
的

に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

﹁
隻
手
を
挙
ぐ
れ
ば
隻
手
を
失
ひ
︑
一
目
を
揺
か
せ
ば
一
目
を
眇

す
︒
手
と
目
と
を
害
う
て
︑
し
か
も
第
二
者
の
業
は
依
然
と
し
て

変
ら
ぬ
︒
の
み
か
時
々
に
刻
々
に
深
く
な
る
︒﹂
こ
う
い
う
無
力

感
が
甲
野
さ
ん
を
淋
し
く
悲
痛
な
生
活
気
分
と
消
極
的
な
生
活
態

度
と
に
落
ち
こ
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
必
至
と
す
る
人

間
と
社
会
と
で
あ
る
以
上
︑
悲
劇
も
ま
た
必
至
だ
と
い
う
の
が
︑
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こ
こ
で
漱
石
の
い
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
は
初
期
漱
石
の
心
境
を
理
解
す
る
に
は
絶
対
に
見
落
し
て

は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
猫
﹄
以
来
の
漱
石
は
決
し
て
彼
自

身
の
生
の
目
標
を

︱
人
生
に
お
け
る
よ
き
も
の
や
高
い
も
の
を

見
失
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
が
と

も
す
れ
ば
虚
無
的
と
も
見
え
る
絶
望
感
に
傾
こ
う
と
し
た
の
は
︑

主
と
し
て
こ
の
無
力
感
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
︒
そ
う
い
う
も
の
を

受
け
つ
け
よ
う
と
す
る
人
間
一
般
で
は
な
い
で
は
な
い
か
︑
強
い

て
受
け
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
か
え
っ
て
こ
ち
ら
が
傷
つ
く

だ
け
で
は
な
い
か
︑
そ
う
考
え
た
彼
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
空
し
、
、
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く
﹁
隻
手
を
失
﹂
う
こ
と
や
﹁
一
目
を
眇
﹂
す
る
こ
と
を
怖
れ
た

、の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
に
明
か
に
漱
石
に
お
け
る
衆
愚
意
識
と
︑
そ

こ
か
ら
来
る
啓
蒙
の
不
可
能
を
思
う
気
も
ち
と
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
︒
そ
う
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
彼
は
人
間
一
般

の
営
む
日
常
生
活
を
︑
彼
自
身
の
言
葉
で
い
う
喜
劇

︱
言
葉
の

正
し
い
意
味
で
は
む
し
ろ
茶
番
視
し
た
り
︑
世
の
中
全
体
を
そ
う

い
う
意
味
で
の
﹁
喜
劇
ば
か
り
流
行
る
﹂
と
こ
ろ
と
︑
侮
蔑
的
否

定
的
に
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
い
う
無
力
感
も
︑
一
方
か
ら
い
え
ば
や
は
り
明
か
に
時
代

的
な
も
の
の
照
り
か
え
し
で
あ
っ
た
︒
先
に
見
て
来
た
通
り
︑
日
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露
戦
後
の
社
会
状
勢
が
多
く
の
人
々
に
自
己
実
現
の
可
能
性
を
信

じ
さ
せ
て
︑
積
極
的
な
踏
出
し
を
示
さ
せ
た
の
で
あ
り
な
が
ら

︱
或
は
そ
う
し
て
積
極
的
に
踏
出
さ
せ
た
が
故
に
︑
そ
の
前
に

立
ち
は
だ
か
る
梗
塞
の
壁
の
厚
さ
を
︑
痛
感
さ
せ
ず
に
は
お
か
な

か
っ
た
明
治
四
十
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ィ
の
新
し

い
発
展
の
可
能
性
の
乏
し
い
こ
と
も
︑
よ
う
や
く
は
っ
き
り
と
意

識
さ
れ
は
じ
め
ず
に
は
い
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
︒
そ
う
い
う
時

代
の
反
映
が
︑
こ
う
い
う
無
力
感
を
生
ま
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
と
同
時
に
︑﹃
猫
﹄
を
書
い
て
い
た
頃
の
漱
石
は
︑

そ
う
い
う
無
力
感
を
︑
一
面
彼
自
身
へ
の
自
己
批
判
と
の
つ
な
が
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り
に
お
い
て
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
苦
沙
彌
先
生
の
扱
い
方

や
︑
明
治
三
十
九
年
二
月
十
四
日
の
森
田
草
平
あ
て
の
手
紙
の
中

で
︑﹁
天
下
に
己
以
外
の
も
の
を
信
頼
す
る
よ
り
果
敢
な
き
は
あ

ら
ず
︑
而
も
己
れ
程
頼
み
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
︒
ど
う
す
る
の

が
よ
い
の
か
︒
森
田
君

君
此
問
題
を
考
へ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
︒﹂
と
書
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
︑
そ
の
こ
と
は
明
瞭

に
知
る
こ
と
が
出
来
る
︒
自
ら
よ
し
と
し
高
し
と
す
る
も
の
の
暢

達
と
実
現
と
を
阻
ん
で
し
ま
う
も
の
が
︑
彼
自
身
の
内
部
に
も
あ

る
こ
と
を
︑
鋭
く
意
識
し
て
い
た
漱
石
の
悲
痛
な
苦
悩
で
あ
る
︒

主
と
し
て
は
客
観
的
条
件
か
ら
の
照
り
か
え
し
で
あ
る
も
の
を
︑
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も
っ
ぱ
ら
主
体
内
部
の
問
題
と
し
て
の
み
苦
悩
し
て
い
た
漱
石
の

す
が
た
が
︑
そ
こ
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
戯
作
的
な
笑
い
に

と
ぼ
け
よ
う
と
し
た
﹃
猫
﹄
に
︑
深
刻
で
悲
痛
な
か
げ
が
あ
っ
た

所
以
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
甲
野
さ
ん
の
場
合
に
は
︑

そ
う
い
う
漱
石
が
持
っ
て
い
た
自
意
識
な
ど
が
全
く
影
さ
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
彼
は
︑
こ
の
作
に
描
か
れ
て
い
る
ほ
ど

悲
し
く
沈
ん
だ
思
索
人
な
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
自
意
識

か
ら
来
る
疑
惑
や
苦
悩
や
自
己
省
察
な
ど
は
少
し
も
持
た
な
い
︑

常
に
周
囲
に
対
す
る
優
越
意
識
を
生
き
通
し
て
︑﹁
驚
く
う
ち
は
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楽
み
が
あ
る
︒
女
は
仕
合
せ
な
も
の
だ
︒﹂
な
ど
と
い
う
︑
意
地

悪
く
侮
蔑
的
な
言
葉
を
冷
然
と
口
に
す
る
こ
と
も
出
来
る
人
間
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
作
の
場
合
に
は
︑
明
る

く
調
和
的
な
人
間
生
活
に
対
す
る
否
定
的
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ

の
︑﹁
業
﹂
と
か
﹁
我
執
﹂
と
か
い
う
も
の
へ
の
追
求
が
︑
作
者

自
身
を
も
こ
め
た
人
間
一
般
の
問
題
と
し
て
な
さ
れ
る
か
わ
り

に
︑
藤
尾
な
り
そ
の
母
な
り
と
い
う
特
定
の
人
間
だ
け
の
問
題
と

し
て
︑
従
っ
て
も
っ
ぱ
ら
き
び
し
く
そ
う
い
う
人
間
た
ち
を
裁
こ

う
と
す
る
だ
け
の
意
識
を
も
っ
て
︑
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
が
こ
の
作
を
︑
作
者
自
身
の
求
道
的
情
熱
の
上
に
あ
る
︑
第
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一
義
の
純
文
学
で
あ
ら
せ
る
か
わ
り
に
︑
他
を
裁
き
或
は
教
え
よ

う
と
す
る
だ
け
の
啓
蒙
的
情
熱
に
上
釣
っ
た
︑
通
俗
的
作
為
の
物

語
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
以

来
の
こ
の
作
者
を
特
徴
づ
け
た
姿
勢
が
︑
そ
こ
に
い
よ
い
よ
は
っ

き
り
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
衆
愚

意
識
の
上
に
立
っ
た
優
越
意
識
な
い
し
は
指
導
者
意
識
の
あ
ら
わ

れ
と
い
っ
て
も
︑
人
間
否
定
に
も
連
な
り
か
ね
な
い
怒
り
の
発
現

と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
︒
豊
隆
へ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
︑
作
者
は
は

じ
め
か
ら
藤
尾
を
殺
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
彼
女
と
一
し

ょ
に
道
を
求
め
る
の
で
は
な
く
︑
自
分
の
信
ず
る
道
の
た
め
に
︑
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邪
魔
に
な
る
い
や
な
奴
な
ど
こ
の
世
か
ら
抹
殺
し
て
し
ま
お
う
と

せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
︑
は
げ
し
い
怒
り
で
あ
る
︒
人
間
を

お
も
ち
ゃ
の
よ
う
に
操
っ
て
︑
善
玉
悪
玉
の
対
立
す
る
通
俗
世
界

を
作
為
す
る
こ
と
な
ど
︑
そ
う
し
た
心
境
か
ら
い
え
ば
も
と
よ
り

極
め
て
容
易
な

︱
む
し
ろ
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

し
か
も
︑
そ
う
い
う
悪
玉
は
人
間
の
力
を
も
っ
て
ど
う
す
る
こ

と
も
出
来
ず
︑
従
っ
て
悲
劇
的
な
破
局
は
必
至
だ
と
い
う
の
が
︑

﹃
虞
美
人
草
﹄
に
示
さ
れ
た
漱
石
の
感
懐
の
一
面
だ
っ
た
︒
そ
う

し
て
殺
す
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
と
か
︑
死
な
な
き
ゃ
な
お
ら
な

い
と
か
い
う
の
は
︑
す
で
に
見
て
来
た
人
間
に
お
け
る
よ
き
道
義
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的
可
能
性
へ
の
信
仰
と
は
︑明
か
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
意
味
で
漱
石
の
悲
劇
論
は
明
白
な
矛
眉
の
上
に
あ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
必
至
と
し
た
も
の
が
︑
当
時
の
漱
石
に

お
け
る
人
間
へ
の
信
頼
と
︑
道
を
愛
す
る
が
故
に
人
間
を
憎
ま
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
気
も
ち
と
の
︑
は
っ
き
り
し
た
分
裂
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
︒
人
間
の
た
め
に
道
を
求
め
る
文
学
者
の
苦
悩
で

は
な
く
て
︑
道
の
た
め
に
人
間
を
裁
く
道
学
者
の
怒
り
が
︑
そ
れ

を
必
至
と
し
た
と
も
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
う
い
う
分
裂
し
た
作
者
の
心
境
を
合
理
化
し
よ

う
と
し
た
も
の
が
︑
す
で
に
見
て
来
た
通
り
の
﹁
人
間
的
本
質
﹂
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と
﹁
業
﹂
な
い
し
﹁
我
執
﹂
と
の
対
立
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ

れ
が
観
念
的
に
は
極
め
て
み
ご
と
な
設
定
で
あ
る
に
し
て
も
︑
現

実
的
に
は
極
め
て
整
理
さ
れ
な
い
混
沌
の
多
く
を
孕
ん
で
い
る
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
そ
の
も
の
が
明
示

し
て
い
よ
う
︒
小
野
さ
ん
が
藤
尾
に
ひ
か
れ
る
の
は
﹁
私
﹂
或
は

﹁
業
﹂
で
︑
小
夜
子
に
帰
る
の
は
﹁
私
﹂
で
も
﹁
業
﹂
で
も
な
い

と
し
て
い
る
場
合
の
作
者
は
︑
生
命
の
第
一
義
的
な
燃
焼
で
あ
る

恋
愛
を
否
定
し
て
︑
心
に
も
な
い
義
理
に
生
き
る
の
が
﹁
道
﹂
だ

と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
明
瞭
だ
ろ
う
︒
そ
の

く
せ
宗
近
さ
ん
や
甲
野
さ
ん
が
生
の
第
一
義
を
生
き
よ
う
と
志
向
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し
て
い
る
の
は
立
派
な
も
の
と
見
て
︑
彼
等
が
保
津
川
の
激
流
と

肝
胆
相
照
ら
す
こ
と
な
ど
に
は
︑
満
腔
の
共
感
を
惜
し
ま
ぬ
作
者

な
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
作
者
が
︑
第
一
義
の
真
実
は
す
べ
て
圧

し
殺
し
て
︑
肝
胆
の
外
廓
に
ば
か
り
生
き
る
﹁
謎
の
女
﹂
を
猛
烈

に
非
難
す
る
の
は
︑
も
と
よ
り
正
し
く
筋
が
通
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
︑
好
き
で
も
な
い
ど
こ
ろ
か
そ
の
じ
め
じ
め
し
た
生
き
方
の
故

に
嫌
悪
を
さ
え
感
じ
て
い
る
小
夜
子
と
︑
道
義
故
に
無
理
に
小
野

さ
ん
を
結
び
つ
け
て
得
た
り
と
し
て
い
る
の
は
︑
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
形
式
的
道
義
の
強
圧
が
︑
心
の
真

実
を
忘
れ
た
肝
胆
の
外
廓
人
種
を
も
生
む
の
で
は
な
い
か
︒
小
野
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さ
ん
の
恋
愛
を
非
難
し
て
﹁
義
理
﹂
に
生
き
る
こ
と
を
強
要
す
る

道
学
者
に
は
︑
だ
か
ら
藤
尾
の
母
を
憤
る
権
利
は
な
い
は
ず

︱

ど
こ
ろ
か
﹁
謎
の
女
﹂
の
生
態
に
自
ら
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

は
ず
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
端
だ
け
の
も
の
だ
が
︑
そ

の
一
端
を
見
た
だ
け
で
も
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
世
界
が
思
想
的
に

は
片
づ
か
ぬ
混
沌
の
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
明
瞭
だ
ろ

う
と
思
う
︒
そ
れ
を
﹁
本
質
﹂
と
か
﹁
業
﹂
と
か
い
う
言
葉
で
つ

じ
棲
を
合
せ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
は
要
す
る
に
言
葉
だ
け

の
︑
い
わ
ゆ
る
観
念
的
な
整
理
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら

そ
こ
で
明
瞭
に
な
る
も
の
は
︑
第
一
義
を
追
う
て
直
下
に
生
命
の
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燃
焼
を
生
き
る
こ
と
に
高
い
価
値
を
見
よ
う
と
す
る
近
代
人
漱
石

が
︑
恋
愛
よ
り
も
む
し
ろ
義
理
そ
の
他
の
封
建
的
道
義
を
尊
重
す

る
と
い
う
︑
意
外
な
矛
盾
を
矛
盾
と
も
思
わ
ず
に
持
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
封
建
的
な
る
も
の
へ
の
好

み
に
強
く
ひ
か
れ
て
い
た
漱
石
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
彼
の
愛
す

る
女
性
は
︑
は
っ
き
り
し
た
自
我
も
な
け
れ
ば
積
極
的
な
生
の
目

標
も
な
く
︑
男
が
結
婚
な
ど
す
る
な
と
い
え
ば
そ
ん
な
も
の
か
と

思
い
こ
も
う
と
す
る
だ
け
の
︑
い
わ
ゆ
る
す
な
お
さ
に
の
み
生
き

る
糸
子
や
︑
漠
然
と
し
た
男
へ
の
期
待
に
生
き
て
︑
い
つ
ま
で
も

侘
し
げ
に
待
ち
続
け
る
小
夜
子
の
よ
う
な
人
た
ち
で
し
か
な
か
っ
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た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
好
み
が
︑
京
人
形
や
都
お
ど
り
を
或
る

意
味
で
は
第
一
義
だ
と
す
る
観
察
な
ど
と
も
結
び
つ
く
︒
強
く
積

極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
藤
尾
が
︑
殺
す
よ
り
ほ
か
仕
方
の
な
い

﹁
我
執
の
女
﹂
と
し
て
し
か
映
ら
ぬ
の
も
︑
こ
れ
で
は
止
む
を
得

ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
︒
保
津
川
の
激
湍
に
第
一
義
の
壮
快
を
感
ず
る

激
情
が
︑
そ
ん
な
女
な
ど
殺
し
て
し
ま
え
︑
そ
ん
な
人
間
に
と
っ

て
悲
劇
は
必
然
な
の
だ
と
考
え
る
ほ
ど
の
強
い
我
執
に
転
化
し
て

い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
甲
野
さ
ん
が
鋭
く
反
省
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
く
な
る
ほ
ど
の
自
照
性
が
こ
の
作
に
あ
っ
た
ら
︑
上
記
の
よ

う
な
作
者
の
整
理
さ
れ
な
い
心
境
的
矛
盾
こ
そ
が
︑
直
接
的
に
甲
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野
さ
ん
の
無
力
感
と
結
び
つ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
︑

す
ぐ
に
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
小
野
さ
ん
の
恋

愛
を
非
難
す
る
も
の
に
は
﹁
謎
の
女
﹂
を
憤
る
権
利
が
な
い
の
だ

と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
当
然
そ
の
主
張
に
徹
し
き
れ
ぬ
も
の
の
無
力

さ
が
観
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
︒
甲
野
さ
ん
の
無
力
感
は
だ

か
ら
当
然
そ
の
内
部
的
な
矛
盾
に
胚
胎
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
先
に
述
べ
た
範
囲
で
も
明
瞭

な
通
り
︑
そ
う
い
う
甲
野
さ
ん
の
心
境
的
矛
盾
は
︑
む
ろ
ん
彼
の

内
部
に
あ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
う
い
う
心
象
分
裂
を
必

至
と
し
た
外
社
会
の
条
件
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
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り
市
民
的
道
義
の
確
立
を
阻
ん
で
い
た
絶
対
主
義
治
下
の
封
建
的

残
滓
の
問
題
で
あ
る
︒
だ
か
ら
問
題
は
︑
自
己
実
現
の
可
能
を
思

う
気
も
ち
と
︑
社
会
的
梗
塞
故
に
そ
れ
の
不
可
能
を
思
う
と
こ
ろ

か
ら
来
た
無
力
感
と
の
︑
矛
盾
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
︒
す
で
に
見
て
来
た
悲
劇
論
の
含
ん
で
い
た
矛

盾
に
こ
そ
︑
だ
か
ら
つ
ま
り
は
こ
の
作
の
根
本
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
甲
野
さ
ん
が
そ
の
﹁
隻
手
の
無
能
な
る
を
﹂

痛
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
ほ
ど

︱
そ
れ
故
に
悲
劇
は
必
至
だ
と

観
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
ほ
ど
︑
啓
蒙
の
可
能
性
さ
え
な
い
人
間
一

般
で
あ
っ
た
ら
︑
ど
う
し
て
悲
劇
に
ぶ
つ
か
っ
た
瞬
間
に
明
る
い
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可
能
性
が
生
れ
る
な
ど
の
奇
蹟
が
あ
り
得
よ
う
︒
も
し
ま
た
そ
の

め
で
た
い
可
能
性
を
信
ず
る
の
が
正
し
い
と
し
た
ら
︑
問
題
は
当

然
﹁
隻
手
の
無
能
な
る
を
﹂
嘆
ず
る
甲
野
さ
ん
の
独
善
的
な
生
き

方
の
上
に
︑
撥
ね
か
え
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
自
己

実
現
の
可
能
性
を
思
っ
て
勇
躍
す
る
気
も
ち
の
奥
に
︑
そ
の
不
可

能
を
思
っ
て
萎
縮
し
た
が
る
気
も
ち
の
か
げ
ろ
い
が
あ
る
︑
そ
の

心
境
的
分
裂
の
由
来
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
︒﹃
猫
﹄
に
は
明
か

に
そ
う
い
う
点
へ
の
自
意
識
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
あ
の
作
の
世
界

を
苦
渋
に
充
ち
た
も
の
に
し
て
い
た
の
に
︑
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄

の
場
合
に
は
︑
そ
う
い
う
自
己
追
求
の
苦
悩
の
影
も
な
い
ほ
ど
︑
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作
者
が
明
る
く
上
を
向
い
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
淋
し
く

沈
ん
だ
人
間
と
し
て
造
型
し
よ
う
と
し
た
甲
野
さ
ん
が
︑
陰
性
の

優
越
意
識
に
安
住
し
た
︑
意
地
悪
く
キ
ザ
な
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
乏

し
い
人
間
と
も
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
ま
た
一
方
か
ら
い
え
ば
︑
文
学
は
作
者
自
身
の

新
し
い
生
の
道
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑
わ
か
り

き
っ
た
道
を
ひ
と
の
た
め
に
説
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
近

代
文
学
的
自
覚
が
︑
ま
だ
漱
石
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
こ
と
を
も
︑
端
的
に
反
映
す
る
事
実
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
︒
初
期
時
代
の
漱
石
は
︑
彼
自
身
の
一
つ
一
つ
の
作
品
に
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つ
い
て
︑
よ
く
﹁
こ
れ
は
自
分
の
一
面
だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
い
っ
て
い
た
︒
彼
自
身
と
し
て
︑
全
身
的
に
の
め
り
こ
ま
ず
に

は
い
ら
れ
ぬ
問
題
の
鉱
脈
に
ま
だ
ぶ
つ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
︑
ふ
と
し

た
触
発
や
持
合
せ
の
セ
オ
リ
イ
を
︑
そ
れ
に
周
到
全
円
的
な
検
討

を
加
え
る
こ
と
も
な
く
︑
一
面
的
な
ま
ま
に
拡
大
し
た
り
強
調
し

た
り
し
て
︑
美
し
く
華
や
か
な
物
語
の
数
々
を
示
し
て
い
た
彼
の

す
が
た
が
︑そ
ん
な
言
葉
の
中
に
も
髣
髴
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒

要
す
る
に
彼
自
身
の
道
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
第
一
義
の
近
代

作
家
的
探
求
か
ら
は
ま
だ
遠
い
と
こ
ろ
で
︑
一
面
的
な
主
張
や
好

み
を
振
り
ま
わ
し
て
い
た
初
期
時
代
の
漱
石
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒



35

作
家
と
し
て
よ
う
や
く
本
腰
を
入
れ
は
じ
め
た
た
め
に
︑
後
年
そ

の
命
を
か
け
た
主
題
と
な
っ
た
も
の
に
も
触
れ
か
け
な
が
ら
︑
そ

れ
を
彼
自
身
の
問
題
と
し
て
追
求
し
き
ろ
う
と
す
る
沈
潜
に
向
う

か
わ
り
に
︑
美
し
く
華
や
か
な
啓
蒙
的
物
語
を
作
り
上
げ
て
し
ま

っ
た
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
は
︑
そ
う
い
う
初
期
時
代
の
彼
ら
し
い
も

の
が
︑
ま
だ
ま
だ
色
濃
く
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
自
分
の
生

の
道
を
求
め
て
︑
未
知
の
世
界
に
そ
の
探
求
の
手
を
の
ば
し
て
行

こ
う
と
す
る
創
作
家
で
あ
る
か
わ
り
に
︑
作
者
は
彼
自
身
に
と
っ

て
は
自
明
と
思
わ
れ
る
真
理
を
効
果
的
に
語
ろ
う
と
す
る
だ
け

の
︑
語
り
手
で
し
か
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
︑
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す
で
に
見
て
来
た
通
り
﹃
猫
﹄
に
は
明
か
に
投
影
し
て
い
た
作
者

の
奥
深
い
心
象
を
︑
こ
の
作
で
は
完
全
に
切
り
棄
た
よ
う
な
︑
一

面
的
に
片
づ
い
た
お
話
を
作
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う

思
う
と
︑
こ
の
作
に
示
さ
れ
た
作
者
の
技
術
が
︑
一
応
は
そ
の
す

ば
ら
し
い
強
力
さ
や
豊
か
な
美
し
さ
を
讃
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
っ
て
も
︑
性
格
的
に
は
旧
め
か
し
く
通
俗
的
な
︑
物
語
的

作
為
の
そ
れ
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
必
然
も
︑
容
易
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
よ
り
早
い
頃
の
﹃
一
夜
﹄
に
︑﹁
こ
れ
は

人
生
を
書
い
た
も
の
で
小
説
で
は
な
い
﹂
な
ど
と
︑
わ
ざ
わ
ざ
断

り
書
き
し
て
い
た
漱
石
の
小
説
意
識
は
︑
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
が
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明
示
し
て
い
る
通
り
︑
結
局
旧
め
か
し
い
作
為
主
義
の
そ
れ
で
し

か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
派
手
な
対
比
と
そ
れ
に
よ
る

強
調
な
ど
を
軸
と
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
う
い
う
対
比
や
強
調
の
た
め
の
人
間
の
一
面
化
や
傀
儡
化

が
︑
作
品
の
世
界
を
か
え
っ
て
浅
く
傾
向
的
な
も
の
に
し
て
し
ま

っ
た
の
も
︑
是
非
な
い
必
然
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い

う
初
期
時
代
の
旧
め
か
し
い
小
説
意
識
や
そ
れ
と
呼
応
し
た
美
文

意
識
が
︑
最
も
凝
集
的
に
表
現
さ
れ
た
長
篇
小
説
と
し
て
︑﹃
虞

美
人
草
﹄
は
正
に
そ
う
い
う
面
で
の
漱
石
を
代
表
す
る
作
品
に
な

っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
に
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
示
さ
れ



38

た
も
の
の
集
大
成
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
以
上
に
︑
新
し
く
伸
び

て
行
こ
う
と
す
る
も
の
の
芽
は
︑あ
ま
り
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
︒

後
に
な
る
ほ
ど
作
家
と
し
て
の
正
し
い
態
度
に
沈
潜
し
て
行
っ
た

作
者
自
身
が
︑
後
年
に
は
こ
の
作
に
対
し
て
或
る
恥
し
さ
を
感
ず

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
︑
当
然
こ
こ
ら
で
思
い

出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

だ
が
︑
そ
う
い
っ
て
も
︑
こ
の
作
が
︑
通
俗
的
な
啓
蒙
の
作
品

と
し
て
は
︑
そ
こ
に
上
記
の
よ
う
な
思
想
的
混
乱
は
あ
る
に
し
て

も
︑
全
体
と
し
て
作
者
の
健
康
な
情
熱
と
積
極
的
な
意
欲
と
に
つ

ら
ぬ
か
れ
た
︑
迫
力
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と



39

も
︑
ま
た
否
定
出
来
な
い
︒
と
同
時
に
︑
こ
う
い
う
作
品
を
︑
す

で
に
自
己
実
現
の
可
能
性
が
見
失
わ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
︑
自
然

主
義
一
般
の
後
退
的
な
姿
勢
な
ど
に
さ
か
ら
っ
た
か
た
ち
で
︑
作

者
が
強
く
押
出
し
て
来
た
こ
と
に
は
︑
そ
う
い
う
後
退
を
必
至
と

し
た
ほ
ど
の
社
会
状
勢
に
対
す
る
︑
強
い
抵
抗
が
認
め
ら
れ
て
も

よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
は
む
ろ
ん
一
方
か
ら
い
え
ば
︑
そ
う

い
う
時
勢
的
な
風
潮
か
ら
浮
上
り
過
ぎ
た
︑
浪
漫
主
義
者
漱
石
の

観
念
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
︑
そ
れ
な
り
に
ま

た
︑
そ
う
し
た
観
念
性
に
浮
上
る
ま
で
も
そ
の
主
張
を
棄
て
な
か

っ
た
漱
石
の
抵
抗
の
強
さ
を
︑
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
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で
あ
る
︒
そ
う
い
う
積
極
性
と
健
康
さ
と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

こ
の
作
が
当
時
多
く
の
人
々
に
強
く
喝
采
さ
れ
た
の
で
も
あ
ろ
う

と
思
う
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
︑
一
見
昏
い
よ
う
で
も
︑
実
際
は

常
に
高
く
正
し
い
も
の
に
連
な
ろ
う
と
し
て
い
る
民
衆
一
般
の
︑

明
る
く
よ
き
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
も
の

に
も
触
れ
か
け
て
︑
そ
れ
故
に
そ
の
悲
劇
論
の
結
末
に
も
示
さ
れ

て
い
た
通
り
の
︑
明
る
い
肯
定
観
に
連
な
り
そ
う
な
も
の
を
も
示

し
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ
を
正
し
く
周
延
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ほ

ん
と
に
逞
し
く
肯
定
的
な
喜
劇
論
を
成
就
す
る
か
わ
り
に
︑
あ
る

が
如
き
悲
劇
論
に
低
迷
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
︑
す
で
に
見
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て
来
た
通
り
の
そ
の
世
界
の
未
整
理
と
問
題
の
核
心
に
正
し
く
迫

り
そ
こ
ぬ
た
探
求
力
の
限
界

︱
と
い
う
よ
り
︑
こ
の
作
の
場
合

に
は
む
し
ろ
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
の
探
求
意
欲
が
な
か
っ
た
こ
と
と

に
︑
由
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
と
も
に
︑
そ
れ
が

一
面
に
は
ま
た
そ
れ
を
必
至
と
し
た
ほ
ど
の
時
代
的
梗
塞
の
重
さ

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
︑
感
じ
さ
せ
ず
に
は
置
か

ぬ
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
重
苦
し
く
打
破
り
難
い
梗
塞
に
力

一
ぱ
い
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
こ
の
作
に
も
ま
た

一
つ
の
高
い
価
値
が
見
出
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
そ
の
抵
抗
の
見
通
し
の
悲
し
さ
を
標
象
し
た
よ
う
な
甲
野
さ
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ん
の
生
き
方
に
は
︑
そ
の
あ
ま
り
に
も
著
し
い
自
照
性
の
乏
し
さ

の
故
に
︑
と
も
す
れ
ば
反
撥
や
反
感
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
宗
近
さ
ん
の
生
き
方
な
ど
に

も
︑
そ
れ
が
か
な
り
安
易
に
過
ぎ
た
か
た
ち
の
も
の
で
は
あ
る
に

し
て
も
︑
そ
う
い
う
困
難
な
状
況
下
に
一
応
は
正
し
く
し
か
も

悠
々
と
生
き
て
い
る
も
の
の
す
が
た
を
︑
よ
く
造
形
し
得
て
い
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は
明
治
の
文
学
史
と
し
て
も
︑

最
も
楽
し
く
お
お
ら
か
に
成
就
さ
れ
た
人
間
像
の
一
つ
と
し
て
︑

注
意
さ
れ
て
も
い
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
少
く
と
も
彼
や
彼
の
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
場
合
に
は
︑
藤
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尾
や
そ
の
母
に
対
す
る
場
合
と
は
ち
が
っ
て
︑
作
者
の
傾
情
的
な

深
い
愛
が
注
が
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
と
い
う

作
品
の
世
界
に
︑
一
種
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
楽
し
さ
の
感
触
を
持
た

せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
否
定
す
べ
く
も
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
は
作
者
の
女
性
へ
の
好
み
な
ど
と
も
通
い

合
う
と
こ
ろ
の
あ
る

︱
従
っ
て
根
抵
的
に
は
や
は
り
或
る
批
判

を
必
要
と
す
る
境
地
な
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
け
に
ま

た
そ
こ
に
︑
作
者
の
理
想
と
し
た
人
間
生
活
の
す
が
た
︵
相
︶
が
︑

認
め
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
境
地
を
こ
の
作

が
示
し
た
ほ
ど
に
ま
で
こ
の
作
者
に
尊
ま
せ
た
と
こ
ろ
に
︑
欝
屈
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の
重
苦
し
さ
が
処
置
し
難
く
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
時
勢
で
あ

っ
た
こ
と
も
︑
端
的
に
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

そ
う
い
う
時
勢
的
な
圧
力
の
下
で
︑
猫
の
欝
屈
か
ら
は
身
を
ひ
る

が
え
し
な
が
ら
︑
漱
石
は
や
は
り
そ
う
い
う
生
き
方
に
そ
の
夢
を

托
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
︑
自
由
に
且
つ
お
お
ら
か
に

息
づ
き
た
が
っ
て
い
る
彼
自
身
を
︑
示
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒

︵
昭
和
二
十
五
年
五
月

春
陽
堂
文
庫

解
説

︶
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