




一
つ
の
転
機

︱
﹃
二
百
十
日
﹄
と
﹃
野
分
﹄
︱
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﹃
二
百
十
日
﹄
と
﹃
野
分
﹄
は
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と
合
せ
て
漱

石
初
期
の
作
品
中
特
異
な
一
系
列
を
な
し
て
い
る
︒

初
期
の
漱
石
は
作
家
と
し
て
極
め
て
豊
富
な
可
能
性
を
示
し
て

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︵
伊
藤

整

︶︒
が
︑
そ
れ
は
一
つ
裏
返
せ
ば
そ

の
頃
の
漱
石
が
︑
ま
だ
整
理
さ
れ
き
ら
ぬ
心
境
の
多
端
さ
を
︑
い

さ
さ
か
持
て
あ
ま
し
て
い
た
よ
う
な
事
実
の
反
映
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
な
る
︒
そ
こ
に
は
︑
そ
の
立
場
を
現
実
的
に
お
し
ひ
ろ
げ
て

行
き
た
い
と
思
う
強
い
希
望
と
︑
一
歩
退
い
て
新
し
い
生
の
態
度
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を
工
夫
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
考
え
る
絶
望
的
な
暗
さ
と
に
引
裂

か
れ
る
が
故
に
︑
反
撥
と
怒
り
に
憑
か
れ
る
反
面
︑
悲
痛
な
孤
独

感
と
無
力
さ
へ
の
ひ
そ
か
な
自
意
識
と
を
抱
い
て
︑
そ
の
気
持
の

片
づ
か
な
さ
を
苦
渋
な
笑
い
に
ぼ
か
す
よ
り
ほ
か
に
は
︑
仕
方
が

な
く
な
っ
て
い
た
漱
石
が
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
分
裂
と
そ

の
処
置
な
さ
故
の
焦
立
ち
と
が
︑
そ
の
頃
彼
の
﹁
神
経
衰
弱
﹂
と

か
﹁
半
狂
気
﹂
と
か
称
ば
れ
た
も
の
の
実
体
だ
っ
た
︒﹃
坊
つ
ち

や
ん
﹄
か
ら
﹃
野
分
﹄
に
か
け
て
の
系
列
は
︑
そ
う
い
う
分
裂
に

悩
ん
で
い
た
心
境
が
幾
ら
か
明
る
ん
で
︑
遠
い
可
能
性
を
信
じ
よ

う
と
す
る
気
持
が
芽
ぐ
ん
だ
た
め
︑
積
極
的
に
他
に
は
た
ら
き
か
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け
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
生
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
︒漱

石
に
そ
う
い
う
姿
勢
が
生
れ
た
と
い
う
の
は
︑
直
接
的
に
は

む
ろ
ん
﹃
猫
﹄
や
﹃
倫
敦
塔
﹄
以
来
の
作
品
の
好
評
で
あ
っ
た
こ

と
や
︑
周
囲
に
有
望
な
弟
子
た
ち
の
集
り
は
じ
め
た
こ
と
に
︑
そ

の
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
が
︑
間
接
的
な
が

ら
よ
り
根
本
的
に
は
︑
明
治
三
十
九
年
と
い
う
年
の
気
運
に
負
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
三
十
七

八
年
の
戦
争
に
勝
っ
て
︑
と
に
も
か
く
に
も
日
本
が
世
界
の
一
等

国
の
仲
間
入
り
を
し
た
と
い
う
事
実
が
︑
国
民
的
意
欲
の
積
極
主
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義
化
を
生
ま
ず
に
は
い
な
か
っ
た
と
同
時
に
︑
戦
争
を
境
と
す
る

資
本
主
義
体
制
の
整
備
が
︑
そ
れ
に
呼
応
し
た
解
放
気
運
の
躍
進

を
︑少
く
と
も
一
応
は
期
待
さ
せ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

島
崎
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄
が
そ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
り
︑
そ
れ
ま
で

あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
國
木
田
獨
歩
の
作
品
が
そ
の
頃
か
ら

急
に
明
る
い
広
場
に
持
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
︑
そ

う
い
う
気
運
の
躍
進
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
あ
ろ
う
︒
漱
石
の
作

品
も
︑
彼
等
の
作
品
と
一
括
さ
れ
て
︑
そ
こ
に
新
し
い
浪
漫
主

義
擡
頭
の
露
頭
を
見
よ
う
と
し
た
評
家
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
早
稲
田

文
学

︶
尤
も
こ
れ
は
︑
資
本
主
義
機
構
の
整
備
と
い
う
の
が
︑
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事
実
は
そ
う
い
う
明
る
い
見
通
し
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
︑
か
え
っ
て
自
由
主
義
や
個
性
主
義
を
窒
息
さ

せ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
の
転
換
で
も
あ
っ
た
た
め
に
︑
抵
抗
を
凌

い
で
生
き
よ
う
と
す
る
主
張
的
態
度
を
自
然
に
激
化
さ
せ
た
と
い

う
よ
う
な
事
実
と
も
︑
い
わ
ば
裏
表
の
関
係
で
か
ら
み
合
っ
た
事

柄
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
そ
の
抵
抗
が
空
し
い
と

観
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
︑
そ
の
緊
張
は
急
に
新
し
い

事
態
に
処
す
る
た
め
の
消
極
的
な
工
夫
に
転
換
す
る
よ
う
な
こ
と

に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

が
︑
そ
れ
は
も
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
で
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ま
ず
新
し
い
気
運
に
乗
る
か
た
ち
を
示
し
は
じ
め
た
漱
石
は
︑
少

く
と
も
四
十
年
五
月
﹃
文
学
論
﹄
の
単
行
さ
れ
た
頃
ま
で
は
︑
だ

ん
だ
ん
そ
う
し
た
闘
い
の
姿
勢
を
顕
著
化
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ

っ
た
︒﹃
二
百
十
日
﹄
や
﹃
野
分
﹄
は
︑
そ
う
い
う
過
程
の
上
に

あ
ら
わ
れ
て
︑
後
者
の
如
き
は
は
っ
き
り
と
闘
い
そ
の
も
の
を
描

い
た
作
品
と
ま
で
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
俳
諧
的
な
笑
い
や
空

想
的
な
夢
に
遊
ぶ
の
を
主
な
姿
勢
と
し
て
い
た
漱
石
と
す
れ
ば
︑

ず
い
ぶ
ん
変
っ
て
来
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
こ
で
ま
ず
﹃
二
百
十
日
﹄
だ
が
︑
こ
の
作
は
三
十
九
年
十
月

号
の
中
央
公
論
に
発
表
さ
れ
た
︒
小
宮
豊
隆
に
よ
れ
ば
そ
の
九
月
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六
日
か
ら
九
日
ま
で
の
間
に
少
く
と
も
そ
の
大
部
分
が
書
き
上
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
明
治
三
十
二
年
九
月
山
川
信
次

郎
と
と
も
に
阿
蘇
登
山
を
試
み
た
︑
そ
の
時
の
経
験
が
い
ろ
い
ろ

と
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
も
豊
隆
に
て
い
ね
い

な
解
説
が
あ
る
︒

︱
漱
石
が
阿
蘇
に
登
っ
た
の
は
︑
明
治
三
十

二
年
の
事
で
あ
る
︒
そ
の
九
月
五
日
の
﹃
句
稿
﹄
の
三
十
四
に
は
︑

﹁
戸
下
温
泉
﹂
と
題
す
る
句
が
あ
り
︑﹁
内
牧
温
泉
﹂
と
題
す
る

句
が
あ
り
︑﹁
阿
蘇
神
社

朝
寒
み
白
木
の
宮
に
詣
で
け
り
﹂
と

い
ふ
の
が
あ
り
︑
そ
の
他
﹁
鳥
も
飛
ば
ず
二
百
十
日
の
鳴
子
か
な
﹂

・﹁
阿
蘇
の
山
中
に
て
道
を
失
ひ
終
日
あ
ら
ぬ
方
に
さ
ま
よ
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ふ

灰
に
濡
れ
て
立
つ
や
薄
と
萩
の
中

行
け
ど
萩
行
け
ど
薄
の

原
広
し
﹂・﹁
立
野
と
い
ふ
所
に
て
馬
車
宿
に
泊
る
︒
語
り
出
す

祭
文
は
何
宵
の
秋
﹂
な
ど
と
い
ふ
の
が
あ
る
︒
漱
石
の
か
う
い
ふ

経
験
は
︑
相
当
丹
念
に
︑﹃
二
百
十
日
﹄
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ

て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
︒
殊
に
﹁
灰
に
濡
れ
て
立
つ
や
薄
と
萩
の
中
﹂

・﹁
行
け
ど
萩
行
け
ど
薄
の
原
広
し
﹂
並
に
﹁
阿
蘇
山
二
首
﹂
の

﹁
赤
き
姻
黒
き
烟
の
二
柱
真
直
に
立
つ
秋
の
大
空
﹂・﹁
山
を
劈

い
て
奈
落
に
落
ち
し
は
た
ゝ
神
奈
落
出
で
ん
と
た
け
る
音
か
も
﹂

の
や
う
な
の
は
︑
殆
ん
ど
そ
の
ま
ゝ
﹃
二
百
十
日
﹄
の
中
に
用
ひ

ら
れ
て
ゐ
る
と
︑
言
っ
て
可
い
︵
﹃
漱
石
の

芸
術
﹄

︶︒

︱
﹃
二
百
十
日
﹄
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は
︑
こ
う
い
う
凄
じ
い
情
景
を
背
景
と
し
て
︑
不
当
な
暴
力
を
振

廻
わ
す
金
力
や
権
力
の
濫
用
者
た
ち
を
叩
き
の
め
そ
う
と
す
る
青

年
の
意
気
を
︑
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
猫
﹄
以

来
漱
石
の
題
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
こ
う
し
て
と
に
か
く

正
面
に
掲
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
の
で
あ
る
︒
主
人
公
の
意

気
ご
み
と
熱
意
と
が
︑
作
品
の
結
末
で
は
︑
と
か
く
の
ん
き
で
そ

う
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
り
の
な
か
っ
た
友
人
を
も
︑
そ
の

意
気
ご
み
の
中
に
ま
き
こ
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
明
る
く
可
能

を
信
じ
よ
う
と
す
る
作
者
の
気
も
ち
が
︑
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
と

感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
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が
︑
上
記
の
通
り
﹃
猫
﹄
以
来
そ
う
い
う
感
じ
方
を
自
ら
否
定

せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
よ
う
な
も
の
を
も
か
な
り
色
濃
く
示
し
て
い

た
漱
石
だ
っ
た
︒
そ
の
心
境
的
な
矛
盾
が
︑
一
応
は
威
勢
の
い
い

作
品
で
あ
っ
た
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
を
も
︑
実
際
は
正
面
き
っ
た
闘

い
の
文
学
と
ま
で
は
な
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う

も
の
で
あ
る
に
は
︑
そ
れ
が
あ
ま
り
に
滑
稽
化
し
た
可
笑
し
み
の

多
過
ぎ
る
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
可
能
性
を
信
ず
る
と
い
う
に

は
周
囲
に
対
す
る
侮
蔑
感
の
あ
ま
り
に
露
で
あ
り
過
ぎ
た
こ
と
な

ど
を
︑
こ
こ
に
今
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
正
直
さ
や

誠
実
さ
や
純
真
さ
が
尊
い
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
︑
む
し
ろ
公
理
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的
に
自
明
な
こ
と
で
あ
る
は
ず
な
の
に
︑
そ
う
い
う
こ
と
の
通
用

し
な
い
世
俗
一
般
だ
と
思
う
が
故
に
︑
そ
う
し
て
怒
り
を
こ
め
た

侮
蔑
を
叩
き
つ
け
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
︑

む
し
ろ
底
深
く
か
く
さ
れ
た
作
者
の
否
定
観
と
絶
望
と
が
あ
っ
た

く
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
否
定
観
と
絶
望
と
を
底
深
く

か
く
し
て
い
る
た
め
︑
作
者
は
一
応
は
そ
の
立
場
か
ら
の
闘
い
ら

し
い
も
の
を
示
し
な
が
ら
︑
同
時
に
そ
の
闘
い
そ
の
も
の
を
滑
稽

化
し
て
し
ま
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
彼

自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
︑
そ
こ
に
は
ま
だ
﹁
一
時
ノ
欝
散
ニ
過
ギ

ン
﹂
よ
う
な
気
も
ち
の
残
存
が
︑
相
当
色
濃
く
示
さ
れ
て
い
た
こ
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と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
武
者
小
路
實
篤
も
こ
の
作

を
評
し
て
︑﹁
こ
れ
は
欝
陶
し
さ
を
吹
き
飛
ば
さ
う
と
し
た
漱
石

の
欠
伸
の
や
う
な
も
の
だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
た

の
で
あ
る
︒

そ
う
し
て
ま
た
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
作
に
次
い
で
作
者
は

﹃
草
枕
﹄
の
よ
う
な
作
品
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
の
だ
っ

た
︒
そ
れ
は
︑﹃
倫
敦
塔
﹄
か
ら
﹃
一
夜
﹄
に
か
け
て
の
よ
う
な

作
品
の
系
列
を
す
で
に
持
っ
て
い
た
作
者
が
︑
そ
れ
ら
の
作
品
か

ら
の
示
唆
に
よ
っ
て
生
れ
た
鈴
木
三
重
吉
の
﹃
千
鳥
﹄
な
ど
に
よ

っ
て
ま
た
逆
に
刺
戟
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
︑
直
接
の
契
機
を
持
っ
た
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作
品
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑﹁
英
文
学
に
欺
か
れ
た
﹂
よ
う
な
気

も
ち
を
持
っ
て
い
た
作
者
が
︑
心
ゆ
く
ま
で
東
洋
的
な
芸
術
の
世

界
に
遊
ん
で
み
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
︑
成
立
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
︒
だ
か
ら
そ
れ
は
︑
こ
ち
た
く
重
苦
し
い
﹁
意
味
﹂
の
世
界
を

切
棄
て
て
︑
出
来
る
だ
け
感
覚
と
情
趣
だ
け
の
世
界
に
遊
ぼ
う
と

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
︑
同
時
に
そ
こ
に
は
否
定
的
な

現
実
の
暗
さ
や
絶
望
か
ら
出
来
る
だ
け
遠
ざ
か
っ
て
い
た
い
と
い

う
気
も
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
暗
さ
と
か
絶
望
と
か
い
う
も
の
を

も
そ
の
情
趣
的
感
覚
的
な
面
か
ら
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
︑
そ
う
し
て
そ
う
い
う
も
の
を
事
実
上
切
棄
て
て
し
ま
っ
て
い
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た
と
こ
ろ
に
︑
単
に
東
洋
的
な
感
覚
主
義
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま

な
い
︑
よ
り
以
上
に
逃
避
的
な
姿
勢
の
あ
っ
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ

る
わ
け
だ
し
︑
そ
れ
だ
け
作
者
が
そ
う
い
う
現
実
を
処
置
な
い
も

の
と
思
っ
て
い
た
気
も
ち
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ

る
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
で
或
る
程
度
ま
で
闘
う
姿
勢
を
示
し
は
じ

め
た
と
い
っ
て
も
︑
作
者
は
こ
う
し
て
心
の
底
に
は
そ
う
い
う
闘

い
の
不
可
能
を
思
う
気
も
ち
を
ま
だ
重
く
澱
ま
せ
て
い
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
︒﹃
猫
﹄
以
来
の
作
品
に
示
さ
れ
て
い
た
心
境

の
分
裂
が
正
し
く
整
理
さ
れ
て
︑
そ
の
上
に
不
動
の
姿
勢
が
確
立

さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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﹃
二
百
十
日
﹄
は
そ
う
い
う
過
程
の
上
に
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄

と
﹃
草
枕
﹄
の
す
ぐ
後
に
続
い
た
作
品
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
闘
い
の
姿
勢
を
一
段
と
顕
著
化
さ
せ
て
い
る

の
は
事
実
で
も
︑﹃
草
枕
﹄
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
態
度
も
ま
た
そ

こ
に
尾
を
ひ
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑

こ
の
作
は
前
に
も
書
い
た
通
り
︑
す
さ
ま
じ
い
阿
蘇
の
噴
煙
と
地

鳴
り
と
灰
の
降
る
薄
と
萩
の
広
い
高
原
と
を
背
景
に
置
い
て
︑
燃

上
る
青
年
の
反
抗
的
な
意
気
を
︑
い
わ
ば
気
分
的
に
描
き
出
そ
う

と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
も
の
を
感
覚
的
な
い
し

情
趣
的
に
描
き
出
せ
ば
い
い
の
で
︑
圭
さ
ん
の
怒
り
や
反
抗
の
意
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味
と
か
実
相
と
か
い
う
も
の
を
掘
下
げ
よ
う
と
し
た
も
の
に
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
圭
さ
ん
が
何
故
そ
う
い
う
反
抗

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
か
の
理
由
な
ど
に
は
︑
作
者
は
あ
ま
り
触

れ
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
︒
わ
ず
か
に
昔
貧
乏
に
苦
し
め
ら
れ
た

と
か
︑﹁
ヂ
ッ
キ
ン
ス
の
両
都
物
語
﹂
に
刺
戟
さ
れ
た
と
か
い
う

程
度
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒こ
れ
は﹃
草

枕
﹄
の
那
美
さ
ん
に
対
し
た
場
合
と
同
じ
こ
と
で
︑
そ
こ
で
﹁
非

人
情
﹂
を
一
つ
の
主
義
と
し
て
説
い
た
作
者
は
︑
こ
こ
で
は
圭
さ

ん
な
り
若
い
青
年
の
生
活
気
分
な
り
に
や
は
り
﹁
非
人
情
﹂
の
触

れ
方
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
の
だ
︒
だ
か
ら
そ
う
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い
う
気
分
の
間
に
﹁
伊
賀
の
水
月
﹂
や
﹁
竹
刀
と
小
手
﹂
の
や
り

と
り
を
は
さ
ん
だ
り
︑
素
朴
な
女
中
の
失
策
を
織
り
こ
ん
だ
り
し

て
︑
気
分
的
な
対
比
や
そ
の
か
ら
み
合
い
を
出
来
る
だ
け
楽
し
も

う
と
す
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
い
れ
ば
︑
碌
さ
ん
が
結
局
圭

さ
ん
の
意
気
込
み
に
ま
き
こ
ま
れ
て
行
く
作
品
の
結
末
な
ど
も
︑

た
だ
シ
リ
ア
ス
な
意
味
だ
け
を
こ
め
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

二
百
十
日
を
お
読
み
下
さ
っ
て
御
批
評
被
下
難
有
存
じ
ま
す
︒

論
旨
に
同
情
が
な
い
と
は
困
り
ま
す
︒
是
非
同
情
し
な
け
れ
ば
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い
け
ま
せ
ん
︒
尤
も
源
因
が
明
記
し
て
な
い
か
ら
同
情
を
強
ひ

る
訳
に
ゆ
か
な
い
︒
其
代
り
源
因
を
話
さ
な
い
で
グ
ー

く
寝
て

仕
舞
ふ
所
な
ぞ
は
面
白
い
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
そ
こ
へ
同
情

し
給
へ
︑
碌
さ
ん
が
最
後
に
降
参
す
る
所
も
弁
護
し
ま
す
︒
碌

さ
ん
は
あ
の
う
ち
で
色
々
に
変
化
し
て
居
る
︒
然
し
根
が
呑
気

な
人
間
だ
か
ら
深
く
変
化
す
る
の
ぢ
ゃ
な
い
︒
圭
さ
ん
は
呑
気

に
し
て
頑
固
な
る
も
の
︒
碌
さ
ん
は
陽
気
に
し
て
︑
ど
う
で
も

構
は
な
い
も
の
︒
面
倒
に
な
る
と
降
参
し
て
仕
舞
ふ
の
で
︑
其

降
参
に
愛
嬌
が
あ
る
の
で
す
︒
圭
さ
ん
は
鷹
揚
で
し
か
も
堅
く

と
っ
て
自
説
を
変
じ
な
い
所
が
面
白
い
︒
余
裕
の
あ
る
逼
ら
な
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い
慷
慨
家
で
す
︒
あ
ん
な
人
間
を
か
く
と
も
っ
と
逼
っ
た
窮
窟

な
も
の
が
出
来
る
︒
又
碌
さ
ん
の
様
な
も
の
を
か
く
︹
と
︺
も

っ
と
軽
薄
な
才
子
が
出
来
る
︒
所
が
二
百
十
日
の
は
わ
ざ
と
そ

の
弊
を
脱
し
て
し
か
も
活
動
す
る
人
間
の
様
に
出
来
て
る
か
ら

愉
快
な
の
で
あ
る
︒
滑
稽
が
多
過
ぎ
る
と
の
非
難
も
尤
も
で
あ

る
が
︑
あ
ゝ
し
な
い
と
二
人
に
あ
れ
だ
け
の
余
裕
が
出
来
な
い
︒

出
来
な
い
と
普
通
の
小
説
見
た
様
に
な
る
︒
最
後
の
降
参
も
上

等
な
意
味
に
於
て
の
滑
稽
で
あ
る
︒
あ
の
降
参
が
如
何
に
も
瓢

逸
に
し
て
拘
泥
し
な
い
半
分
以
上
ト
ボ
ケ
て
居
る
所
が
眼
目
で

あ
り
ま
す
︒
小
生
は
あ
れ
が
棹
尾
だ
と
思
っ
て
自
負
し
て
居
る
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の
で
あ
る
︒
あ
れ
を
不
自
然
と
思
ふ
の
は
あ
の
う
ち
に
滑
稽
の

潜
ん
で
居
る
所
を
認
め
な
い
で
普
通
の
小
説
の
様
に
正
面
か
ら

見
る
か
ら
で
あ
る
︒

僕
思
ふ
に
圭
さ
ん
は
現
代
に
必
要
な
人
間
で
あ
る
︒
今
の
青

年
は
皆
圭
さ
ん
を
見
習
ふ
が
よ
ろ
し
い
︒
然
ら
ず
ん
ば
碌
さ
ん

程
悟
る
が
よ
ろ
し
い
︒
今
の
青
年
は
ド
ッ
チ
で
も
な
い
︒
カ
ラ

駄
目
だ
︒
生
意
気
な
許
り
だ
︒
以
上

こ
れ
は
﹃
二
百
十
日
﹄
発
表
後
の
十
月
七
日
高
浜
虚
子
の
そ
の

作
に
対
す
る
批
評
に
こ
た
え
て
書
か
れ
た
手
紙
だ
が
︑
そ
れ
に
よ
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っ
て
作
者
が
︑﹁
現
代
の
青
年
は
皆
圭
さ
ん
を
見
習
ふ
が
よ
ろ
し

い
﹂
と
思
う
だ
け
の
熱
意
は
そ
こ
に
こ
め
て
い
な
が
ら
︑﹁
普
通

の
小
説
﹂
と
は
違
っ
た
︑﹁
逼
ら
な
い
﹂
味
の
あ
る
作
品
を
書
こ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
極
め
て
は
っ
き
り
と
知
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
或
る
程
度
ま
と
も
な
闘
い
を
姿
勢
し
か
け
て
い

な
が
ら
︑
な
お
強
く
非
人
情
の
態
度
に
つ
な
が
れ
て
い
た
漱
石
で

あ
っ
た
こ
と
が

︱
そ
う
し
て
そ
の
心
境
的
な
矛
盾
を
自
ら
意
識

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
そ
れ
だ
け
ま
た
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
う
い
う

気
も
ち
の
奥
に
︑﹁
今
の
青
年
は
⁝
⁝
カ
ラ
駄
目
だ
︒
生
意
気
な



26

許
り
だ
﹂
と
い
う
青
年
に
対
す
る
全
面
的
な
否
定
︵
絶
望
︶
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
彼
の
非
人
情
主
義
な
ど
に
逃
避
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
も
︑
ほ
の
か
な
ら
ず
感
じ
ら

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
な
ど
に
も
相
当
著
し
く

あ
ら
わ
れ
て
い
た
周
囲
の
人
間
に
対
す
る
怒
り
と
侮
蔑
が
︑
こ
う

し
て
漱
石
に
そ
の
道
の
可
能
を
信
ず
る
気
も
ち
を
見
失
わ
せ
る
︑

一
つ
の
有
力
な
理
由
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ

う
い
う
怒
り
や
侮
蔑
が
︑﹁
生
意
気
な
許
り
だ
﹂
と
い
う
言
葉
に

要
約
さ
れ
る
よ
う
な
青
年
の
あ
り
方
や
︑
赤
シ
ャ
ツ
や
野
ダ
イ
コ

に
示
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
な
ど
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
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ら
こ
そ
︑
彼
は
こ
の
作
に
お
い
て
も
宿
の
女
中
の
素
朴
な
無
器
用

さ
な
ど
に
相
当
深
い
好
意
を
寄
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
︒﹁
そ
の
愚
に
は
及
ぶ
べ
か
ら
ず
木
瓜
の
花
﹂

︱
素

朴
に
し
て
正
直
な
も
の
の
美
し
さ
を
詠
う
と
い
う
漱
石
文
学
の
一

特
質
は
︑
早
く
か
ら
こ
う
い
う
反
撥
的
な
姿
勢
と
結
び
つ
い
た
も

の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

が
︑﹃
二
百
十
日
﹄
を
発
表
し
て
後
間
も
な
く
︑
漱
石
に
は
そ

う
い
う
姿
勢
や
そ
の
姿
勢
の
上
に
構
え
ら
れ
た
非
人
情
主
義
の
態

度
に
対
す
る
一
つ
の
反
省
が
生
れ
た
︒
こ
れ
も
ま
た
す
で
に
小
宮

豊
隆
が
取
上
げ
て
い
る
通
り
︑
彼
は
十
月
十
六
日
ま
た
高
濱
虚
子
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に
手
紙
を
書
い
て
︑
彼
が
そ
の
前
の
手
紙
に
書
い
た
﹁
現
代
の
青

年
は
カ
ラ
駄
目
だ
﹂
と
い
う
言
葉
を
取
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
に
よ
る
と
︑
彼
は
﹁
近
々
﹃
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
﹄
と
い
う

文
章
を
書
く
か
又
は
そ
の
主
意
を
小
説
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
︑
そ
の
﹁
文
章
中
に
は
大
に
青
年
を
奮
発
さ
せ
る
事
を
か

く
の
だ
か
ら
﹂︑
そ
の
青
年
が
﹁﹃
カ
ラ
駄
目
﹄
ぢ
ゃ
ち
と
矛
盾

し
て
し
ま
﹂
う
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
絶

望
的
な
否
定
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
よ
う
な
侮
蔑
を
投
げ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
彼
が
︑
こ
う
し
て
少
く
と
も
啓
蒙
の
可
能
を
思
お

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
来
る
ま
で
の
︑
心
境
変
化
を
示
し
た
こ
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と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
以
来
或
る
程
度
そ
れ

を
目
指
し
て
い
な
が
ら
は
っ
き
り
と
は
構
え
き
れ
ず
に
い
た
闘
い

の
姿
勢
も
︑
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
当
然
正
面
き
っ
た
も
の
と
な
ら
ず

に
は
い
な
か
っ
た
わ
け
だ
し
︑
そ
れ
に
つ
れ
て
非
人
情
主
義
へ
の

一
途
な
沈
湎
に
も
一
つ
の
反
省
が
生
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
だ
か
ら
彼
は
︑
そ
れ
か
ら
十
日
後
の
十
月
二
十
六
日
に
は
︑

有
名
な
鈴
木
三
重
吉
あ
て
の
﹁
教
訓
の
手
紙
﹂
を
書
く
よ
う
に
な

っ
て
い
る
︒

只
一
つ
君
に
教
訓
し
た
き
事
が
あ
る
︒
是
は
僕
か
ら
教
へ
て
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も
ら
っ
て
決
し
て
損
の
な
い
事
で
あ
る
︒

僕
は
小
供
の
う
ち
か
ら
青
年
に
な
る
迄
世
の
中
は
結
構
な
も

の
と
思
っ
て
ゐ
た
︒
旨
い
も
の
が
食
え
る
と
思
っ
て
ゐ
た
︒
綺

麗
な
着
物
が
き
ら
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
た
︒
詩
的
に
生
活
が
出
来

て
う
つ
く
し
い
細
君
が
も
て
ゝ
︑
う
つ
く
し
い
家
庭
が
︹
出
︺

来
る
と
思
っ
て
ゐ
た
︒

も
し
出
来
な
け
れ
ば
ど
う
か
し
て
得
た
い
と
思
っ
て
ゐ
た
︒

換
言
す
れ
ば
是
等
の
反
対
を
出
来
る
丈
避
け
様
と
し
て
ゐ
た
︒

然
る
所
世
の
中
に
居
る
う
ち
は
ど
こ
を
ど
う
避
け
て
も
そ
ん
な

所
は
な
い
︒
世
の
中
は
自
己
の
想
像
と
は
全
く
正
反
対
の
現
象
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で
う
づ
ま
っ
て
ゐ
る
︒

そ
こ
で
吾
人
の
世
に
立
つ
所
は
キ
タ
ナ
イ
者
で
も
︑
不
愉
快

な
も
の
で
も
︑
イ
ヤ
な
も
の
で
も
一
切
避
け
ぬ
否
進
ん
で
其
内

ち
へ
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
何
に
も
出
来
ぬ
と
い
ふ
事
で
あ
る
︒

只
き
れ
い
に
う
つ
く
し
く
暮
ら
す
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と

い
ふ
事
は
生
活
の
意
義
の
何
分
一
か
知
ら
ぬ
が
矢
張
り
極
め
て

僅
小
な
部
分
か
と
思
ふ
︒
で
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な

い
︒
あ
れ
も
い
ゝ
が
矢
張
り
今
の
世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ

い
所
を
通
さ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
ブ
セ
ン
流
に
出
な

く
て
は
い
け
な
い
︒
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此
点
か
ら
い
ふ
と
単
に
美
的
な
文
字
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し

た
如
く
閑
文
字
に
帰
着
す
る
︒
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
字
の
中
に

逍
遙
し
て
喜
ん
で
居
る
︒
然
し
大
な
る
世
の
中
は
か
ゝ
る
小
天

地
に
寝
こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
︒
然
も
大
に

動
か
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
敵
が
前
後
左
右
に
あ
る
︒
苟
も
文
学

を
以
て
生
命
と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足

が
出
来
な
い
︒
丁
度
維
新
の
当
士
︹
時
︺
勤
王
家
が
困
苦
を
な

め
た
様
な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ら
う
と
思
ふ
︒
間
違

っ
た
ら
神
経
衰
弱
で
も
気
違
で
も
入
牢
で
も
す
る
了
見
で
な
く

て
は
文
学
者
に
な
れ
ま
い
と
思
ふ
︒
文
学
者
は
ノ
ン
キ
に
︑
超
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然
と
︑
ウ
ツ
ク
シ
が
っ
て
世
間
と
相
遠
か
る
様
な
小
天
地
ば
か

り
に
居
れ
ば
そ
れ
ぎ
り
だ
が
大
き
な
世
界
に
出
れ
ば
只
愉
快
を

得
る
為
め
だ
杯
と
は
云
ふ
て
居
ら
れ
ぬ
進
ん
で
苦
痛
を
求
め
る

為
め
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
と
思
ふ
︒

君
の
趣
味
か
ら
云
ふ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
い
式
で
つ
ま
り
︑
自
分

の
ウ
ツ
ク
シ
イ
と
思
ふ
事
ば
か
り
か
い
て
︑
そ
れ
で
文
学
者
だ

と
澄
ま
し
て
居
る
様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
︒
現
実
世
界
は

無
論
さ
う
は
ゆ
か
ぬ
︒
文
学
世
界
も
亦
さ
う
許
り
で
は
ゆ
く
ま

い
︒
か
の
俳
句
連
虚
子
で
も
四
方
太
で
も
此
点
に
於
て
は
丸
で

別
世
界
の
人
間
で
あ
る
︒
あ
ん
な
の
許
り
が
文
学
者
で
は
つ
ま
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ら
な
い
︒
と
い
ふ
て
普
通
の
小
説
家
は
あ
の
通
り
で
あ
る
︒
僕

は
一
面
に
於
て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於

て
死
ぬ
か
生
き
る
か
︑
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
っ
て
見
た
い
︒
そ
れ
で
な

い
と
何
だ
か
難
を
す
て
ゝ
易
に
つ
き
劇
を
厭
ひ
て
閑
に
走
る
所

謂
腰
抜
文
学
者
の
様
な
気
が
し
て
な
ら
ん
︒

破
戒
に
と
る
べ
き
所
は
な
い
が
只
此
点
に
於
テ
他
を
ぬ
く
事

数
等
で
あ
る
と
思
ふ
︒
然
し
破
戒
ハ
未
ダ
シ
︒
三
重
吉
先
生
破

戒
以
上
ノ
作
ヲ
ド
ン

く
出
シ
玉
へ

以
上
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惜
し
い
こ
と
に
明
る
い
可
能
性
の
発
見
と
い
う
こ
と
が
明
確
に

意
識
化
さ
れ
た
も
の
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
︑
従
っ
て
非
人
情
主
義

に
対
す
る
批
判
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
ま
で
は
迫
り
き
ら
ぬ
︑
或

る
妥
協
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
︑
そ
れ

な
り
に
こ
れ
が
漱
石
に
お
け
る
一
つ
の
開
眼
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
︑
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
そ
れ
は
ど
う
か
す
る
と
﹁
英

文
学
に
欺
か
れ
た
﹂
よ
う
な
気
も
ち
を
持
ち
︑﹁
只
き
れ
い
に
う

つ
く
し
く
暮
ら
す
﹂
こ
と
が
﹁
即
ち
詩
人
的
﹂
だ
と
思
っ
て
い
た

漱
石
が
︑
よ
う
や
く
近
代
的
な
批
判
と
闘
い
と
が
文
学
者
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
気
も
ち
を
実
感
的
に
自
分
の
も
の
と
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し
た
の
で
あ
っ
た
か
と
さ
え
︑
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ

る
︒
こ
の
手
紙
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
通
り
︑
そ
う
い

う
心
境
変
化
は
や
は
り
直
接
的
に
は
イ
ブ
セ
ン
や
﹃
破
戒
﹄
か
ら

の
刺
戟
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑そ
れ
が
同
時
に﹃
坊

つ
ち
や
ん
﹄
か
ら
﹃
二
百
十
日
﹄
を
経
て
来
た
心
境
の
必
然
的
な

展
開
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な
い
︒
自
然
主

義
の
確
立
と
い
う
こ
と
を
そ
の
標
象
と
し
て
︑
文
学
一
般
が
き
び

し
く
現
実
と
相
渉
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ
う
い
う
時
代
の
気
運
の

中
に
︑
こ
う
し
て
漱
石
も
積
極
的
に
そ
の
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
生
れ
た
の
が
﹃
野
分
﹄
で
あ
っ
た
の
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だ
か
ら
︑
作
者
の
意
図
し
た
﹁
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
﹂
は
︑
結
局

そ
の
主
旨
を
小
説
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
作
者
は
こ
こ
で
文
学
な
い
し
文
学
者
と
い
う

も
の
の
特
質
を
説
い
て
︑

文
学
は
人
生
其
物
で
あ
る
︒
苦
痛
に
あ
れ
︑
困
窮
に
あ
れ
︑

窮
愁
に
あ
れ
︑
凡
そ
人
生
の
行
路
に
あ
た
る
も
の
は
即
ち
文
学

で
︑
そ
れ
等
を
嘗
め
得
た
も
の
が
文
学
者
で
あ
る
︒
⁝
︵
中
略
︶

⁝
ほ
か
の
学
問
が
出
来
得
る
限
り
研
究
を
妨
害
す
る
事
物
を
避

け
て
︑
次
第
に
人
生
に
遠
ざ
か
る
に
引
き
易
へ
て
︑
文
学
者
は

進
ん
で
此
障
害
の
中
に
飛
び
込
む
の
で
あ
り
ま
す
︒
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と
い
う
︑
三
重
吉
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
の
と
直
接
結
び
つ
く

よ
う
な
こ
と
を
︑
特
に
主
人
公
白
井
道
也
に
力
説
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
作
者
は
そ
れ
を
︑﹃
草
枕
﹄
の
非
人
情
主
義
に
対
し
て
︑

﹁
純
人
情
主
義
﹂
と
い
う
言
葉
で
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑

ど
こ
ま
で
も
非
人
情
を
建
前
と
し
て
い
た
は
ず
の
﹃
草
枕
﹄
に
お

い
て
も
︑
実
際
は
そ
の
結
末
に
お
い
て
︑
那
美
さ
ん
の
顔
に
浮
ん

だ
﹁
憐
れ
﹂
を
重
視
し
︑
そ
れ
が
出
て
は
じ
め
て
画
に
な
る

︱

即
ち
人
情
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
文
学
が
成
立
つ
の
だ
と
い
う
こ
と

を
︑
不
用
意
に
も
ら
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
︑
実

際
は
﹃
草
枕
﹄
の
場
合
に
さ
え
奥
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
た
作
者
の
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一
面
が
︑
こ
う
し
て
は
じ
め
て
ま
と
も
に
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
も
作
者
の
そ
う
い
う
追
求

へ
の
一
途
が
︑
こ
こ
で
は
逆
に
草
枕
趣
味
へ
の
反
撥
を
生
ん
で
い

る
こ
と
は
︑
道
也
の
生
き
方
と
は
対
比
的
な
︑
明
る
い
美
し
さ
に

ば
か
り
酔
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
中
野
喜
一
の
態
度
の
扱
い
方

に
よ
っ
て
明
瞭
だ
ろ
う
︒
三
重
吉
へ
の
手
紙
で
︑
虚
子
や
四
方
太

の
よ
う
な
俳
句
連
を
︑﹁
あ
ん
な
の
許
り
が
文
学
者
で
は
つ
ま
ら

な
い
﹂
と
書
い
て
い
た
の
と
通
い
合
う
も
の
が
︑
少
く
と
も
そ
こ

に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹃
二
百
十
日
﹄
と
﹃
野
分
﹄
と
い
う

表
題
の
相
似
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
通
り
︑
題
材
的
に
は
同
じ
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よ
う
な
要
素
の
組
合
せ
で
あ
っ
た
こ
の
二
作
が
︑
こ
う
し
て
そ
の

性
質
で
は
か
な
り
異
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
︒
た
だ
青
年
ら
し
い
反
抗
的
な
気
分
を
捉
え
れ
ば
よ
か
っ
た
圭

さ
ん
の
場
合
と
違
っ
て
︑
道
也
の
闘
い
の
実
相
に
迫
ろ
う
と
し
た

こ
の
作
が
︑
彼
の
怒
り
の
原
因
に
も
正
し
く
触
れ
て
お
こ
う
と
し

て
︑旧
藩
主
で
今
は
華
族
で
あ
る
人
間
の
身
分
か
ら
来
る
圧
力
や
︑

会
社
の
重
役
た
ち
が
振
り
廻
わ
す
金
の
力
が
︑
中
学
校
教
師
で
あ

る
彼
の
生
活
を
お
び
や
か
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
書
い
て
い
る
点

と
か
︑﹃
二
百
十
日
﹄
の
碌
さ
ん
に
当
る
高
柳
周
作
が
︑
余
裕
あ

る
お
か
し
み
を
も
っ
て
友
人
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
だ
け
の
碌
さ
ん
と
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違
っ
て
︑
道
也
の
所
説
に
ま
と
も
に
感
動
し
て
最
後
に
は
積
極
的

に
重
大
な
役
割
を
果
す
同
行
者
と
な
っ
て
い
る
の
な
ど
丸
す
べ
て

そ
の
相
違
を
端
的
に
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
漱
石

は
こ
う
し
て
明
か
に
そ
れ
ま
で
避
け
て
い
た
暗
い
現
実
の
中
に
も

分
け
入
り
︑
そ
こ
に
当
然
生
れ
る
べ
き
闘
い
と
そ
の
勝
利
︵
啓
学

の
可
能
性
︶
と
を
描
こ
う
と
す
る
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
正
に

百
八
十
度
の
転
廻
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
う
し
て
正
面
を
き
る
よ
う
に
な
っ
た
作
者
は
︑
当
然
彼
自
身

の
思
想
的
立
場
を
も
或
る
程
度
に
は
整
理
し
た
か
た
ち
に
お
い
て

押
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
ず
﹁
金
力
と
品
性
﹂
と
い
う
題
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目
の
訓
示
に
よ
っ
て
道
也
の
越
後
の
中
学
か
ら
追
わ
れ
た
こ
と
を

述
べ
た
作
者
が
︑
彼
の
立
場
を
最
も
端
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る

は
ず
の
清
輝
館
の
演
説
で
は
︑
理
想
の
必
要
な
こ
と
を
力
説
さ
せ

て
い
る
︒
そ
れ
が
﹁
学
問
見
識
が
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
内
部
か

ら
湧
き
出
た
﹂も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
い
わ
せ
て
い
る
︒

そ
う
し
て
最
後
に
は
道
也
を
し
て
分
厚
い
﹁
人
格
論
﹂
を
書
か
せ

て
い
る
の
だ
か
ら
︑
作
者
が
こ
こ
で
何
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の

か
は
特
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
わ
け
だ
が
︑
と
に
か
く
﹃
猫
﹄

や
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
で
は
そ
れ
が
ま
だ
作
品
の
中
に
隠
約
し
て
い

る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
人
格
主
義
や
教
養
の
尊
重
を
︑
こ
う
し
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て
は
っ
き
り
と
観
念
化
し
て
打
出
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
も
︑
こ
の

作
と
し
て
の
見
ど
こ
ろ
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
並

行
的
に
︑
そ
う
し
て
強
く
そ
の
立
場
を
打
出
し
て
来
た
作
者
が
︑

か
つ
て
﹃
猫
﹄
で
一
度
と
り
あ
げ
︑﹃
二
百
十
日
﹄
で
も
う
一
度

触
れ
か
け
た
金
持
と
知
識
人
と
の
対
決
の
問
題
に
︑
一
そ
う
ま
と

も
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
︑
も
と
よ
り
過
少
に

評
価
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
︒
そ
れ
が
そ
の
頃
と
し
て
タ
イ
ム
リ

ィ
な
問
題
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
︑
金
や
金
持
の
問
題
は
そ
の

頃
に
は
一
般
的
に
は
あ
ま
り
正
面
か
ら
取
上
げ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
︒
わ
ず
か
に
小
杉
天
外
な
ど
が
少
し
前
か
ら
引
続
い
て
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そ
う
い
う
も
の
を
示
し
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
︒
ま
し
て
そ
れ
を
知
識
人
と
の
対
決
と
い
う
か
た
ち
で
取
上

げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
殊
に
特
異
な
見
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
う

の
で
あ
る
︒

充
分
の
時
日
が
あ
っ
て
趣
向
が
渾
然
と
ま
と
ま
れ
ば
︑
日
本

一
の
名
作
が
来
年
一
月
の
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
ヘ
あ
ら
は
れ
る
の
だ
が

︱
︵
十
一
月
二
十
三
日

虚
子
宛
︶

ハ
ム
レ
ッ
ト
を
凌
ぐ
様
な
傑
作
を
出
し
て
天
下
の
モ
ヽ
ン
ガ

ー
を
驚
ろ
か
し
て
や
ら
う
と
思
へ
ど

︱
︵
十
二
月
八
日

森
田

草
平
宛
︶
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作
者
が
そ
う
い
う
計
画
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
気
込
み
を
こ
め
て
い

た
か
は
︑
さ
す
が
に
半
分
は
冗
談
め
か
し
た
よ
う
な
調
子
を
も
っ

て
な
が
ら
︑
と
に
か
く
こ
ん
な
手
紙
を
幾
つ
も
書
い
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
︑
一
通
り
髣
髴
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
十
二
月
の
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
と
い
う
短
時
日
を
も

っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
︵
﹃
漱
石
の
芸

術
﹄
参
照

︶
と
い
う
こ
と
に
も
︑
い
つ
も
な

が
ら
の
才
能
を
思
わ
せ
る
と
同
時
に
︑作
者
の
胸
中
に
あ
っ
た﹁
異

常
な
熱
塊
﹂を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

こ
う
し
て
﹃
野
分
﹄
は
予
定
通
り
四
十
年
一
月
の
ホ
ト
ト
ギ
ス

に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
ほ
ど
の
熱
意
と
意
気
込
み
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と
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
作
品
と
し
て
は
さ

し
た
る
成
功
を
収
め
得
な
か
っ
た
︒
第
一
そ
こ
に
描
か
れ
た
道
也

の
勝
利
は
︑
勝
利
と
い
う
に
は
む
し
ろ
あ
ま
り
に
み
じ
め
な
も
の

で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
︒
ま
と
も
な
闘
い
を
姿
勢
し
た
だ
け
リ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
作
者
が
︑
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
私
小
説
風
な
身
辺
事
情
に
即
し
て
︑
不
当
に
抑
圧
的
な
力

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
道
也
の
兄
や
細
君
の
よ
う
な
人
々
を
選

ん
だ
こ
と
が
︑
そ
う
い
う
結
果
を
必
至
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
は
一
面
を
い
え
ば
不
可
能
な
勝
利
を
可
能
の
か
た
ち
に
形
象
化

す
る
た
め
の
︑
昔
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
手
法
な
ど
に
も
似
た
と
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こ
ろ
の
あ
る
よ
う
な
描
き
方
で
あ
っ
た
が
︑
と
に
か
く
兄
も
細
君

も
そ
う
い
う
役
割
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
の
人
物
で
は
な

く
︑
同
じ
金
力
や
権
力
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
た
卑
小
な
俗
物
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
い
わ
ば
端
役
の
よ
う
な
人
た
ち
と
の

小
競
合
い
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
︑
道
也
の
勝
利
も
当
然
み
じ
め

さ
の
か
げ
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
い
っ
て
も
︑
高
柳
は
元
来
道
也
を
追
出
し
た
学
校
の
生
徒
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
彼
が
道
也
に
心
服
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑
や

が
て
道
也
が
昔
彼
を
追
出
し
た
学
校
に
勝
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ら
ぬ
で
も
な
い
︒
そ
う
考
え
れ
ば
こ
の
結
末
も
必
ず
し
も
み
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じ
め
な
ば
か
り
の
も
の
で
も
な
く
な
っ
て
来
る
わ
け
だ
が
︑
そ
う

い
う
考
え
方
を
も
う
一
歩
お
し
進
め
て
︑
道
也
が
改
め
て
そ
の
中

学
校
に
迎
え
ら
れ
て
堂
々
た
る
講
演
を
す
る
と
か
︑
そ
の
原
稿
が

出
版
さ
れ
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ァ
に
な
る
と
か
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑

こ
の
作
の
世
界
は
も
う
完
全
に
観
念
的
な
通
俗
小
説
の
世
界
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
甘
い
観
念
主
義
に
陥
る
こ
と
を

避
け
よ
う
と
す
れ
ば
︑
精
々
空
想
し
て
も
あ
る
が
如
き
勝
利
の
程

度
に
止
め
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
作
者
の
実
感

が
あ
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
明
る
い
可
能
性
を
信
じ
よ
う
と

す
る
気
も
ち
に
︑
そ
れ
だ
け
ま
だ
暗
く
否
定
的
な
気
も
ち
が
か
げ



49

ろ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒﹃
猫
﹄
以
来
の
作
品
が

そ
れ
を
暗
示
し
て
い
た
通
り
︑
深
く
吟
味
す
れ
ば
無
力
感
や
闘
い

の
不
可
能
を
思
う
気
も
ち
が
出
て
来
る
作
者
の
内
面
生
活
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
も
必
至
の
か
げ
ろ
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
︒に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
作
者
は
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
か
げ
ろ
い
を

必
至
と
す
る
気
持
の
奥
深
い
襞
な
ど
に
は
あ
ま
り
介
意
し
よ
う
と

も
せ
ず
︑
も
っ
と
一
途
に
攻
撃
的
な
情
熱
に
憑
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒そ
れ
が
例
え
ば
清
輝
館
に
お
け
る
道
也
の
演
説
な
ど
を
も
︑

上
記
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
に
統
一
さ
れ
た
も
の
と
な
り
き
ら
せ
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ず
︑
少
く
と
も
そ
の
後
半
に
お
い
て
は
︑
瀧
澤
克
巳
が
そ
の
著
﹃
夏

目
漱
石
﹄
に
お
い
て
端
的
に
道
破
し
て
い
る
通
り
︑
単
な
る
学
者

と
金
持
と
の
縄
張
り
争
い
を
示
す
に
過
ぎ
ぬ
か
の
よ
う
な
︑
は
げ

し
く
は
あ
る
け
れ
ど
も
浅
露
な
ひ
び
き
を
持
つ
も
の
と
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
︒
周
作
の
投
げ
棄
て
た
煙
草
の
吸
殼
を
帽
子
の
上

に
の
せ
て
行
く
小
さ
な
実
業
家
の
標
本
み
た
い
な
男
が
︑
ひ
た
す

ら
安
手
な
卑
俗
さ
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
た
の
な
ど
も
沈
潜
的
で

あ
る
よ
り
も
っ
と
反
撥
的
で
あ
っ
た
作
者
の
心
情
を
︑
反
映
せ
ぬ

も
の
だ
と
は
い
え
ま
い
︒
つ
ま
り
作
者
は
︑
正
面
き
っ
た
闘
い
の

情
熱
に
憑
か
れ
た
か
わ
り
に
︑
十
分
な
沈
潜
と
従
っ
て
自
分
自
身
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の
主
張
や
内
面
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
厳
し
さ
を
失
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
深
く
吟
味
す
れ
ば
無
力
感
や
闘
い
の
不
可
能
を
思
う
気

も
ち
が
出
て
来
る
自
分
の
内
面
生
活
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
︑
そ
う

い
う
内
面
生
活
を
正
し
く
整
理
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
︑
そ
れ
だ
け

ま
だ
整
理
さ
れ
き
ら
ぬ
気
も
ち
の
上
に
立
っ
て
︑
果
敢
な
闘
い
を

姿
勢
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
闘
い
の
情
熱
に
う
わ

ず
っ
て
暗
い
現
実
へ
の
沈
潜
的
な
格
闘
を
欠
い
た
の
だ
と
も
い
え

よ
う
︒
そ
う
思
う
と
︑
道
也
の
演
説
な
ど
が
一
応
は
極
め
て
派
手

な
も
の
に
な
っ
て
い
て
も

︱
聴
衆
や
高
柳
青
年
は
そ
れ
に
感
激

し
た
よ
う
に
作
為
さ
れ
て
い
て
も
︑
こ
の
作
全
体
か
ら
ほ
ん
と
の
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充
実
感
や
厚
み
が
生
れ
な
か
っ
た
の
も
︑
是
非
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
気
分
の
転
換
に
つ
れ
て
︑
内
心
非
常
な
意
気

込
み
を
も
っ
て
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
上
記
の
如
く
で
あ

っ
た
だ
け
に
︑
そ
の
意
気
込
み
を
生
か
し
き
れ
そ
う
も
な
い
時
間

の
乏
し
さ
な
ど
を
︑
作
者
は
上
掲
虚
子
宛
の
手
紙
の
中
な
ど
で
く

り
返
し
歎
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
そ
う
い
う
意
味
で

の
書
足
り
な
さ
だ
け
に
所
縁
す
る
現
象
で
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
も

と
よ
り
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒﹃
猫
﹄
に
あ
ら
わ
れ
た
心
境
の

分
裂
を
整
理
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
闘
い
を
姿
勢
し
て
来
た
の
で
あ

っ
た
作
者
と
し
て
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
避
け
難
い
結
果
で
あ
っ
た
の
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で
あ
る
︒
自
分
自
身
の
世
界
を
全
面
的
に
つ
き
詰
め
よ
う
と
す
る

か
わ
り
に

︱
つ
き
つ
め
て
そ
こ
か
ら
つ
き
抜
け
よ
う
と
努
め
る

か
わ
り
に
︑
そ
う
し
て
つ
き
詰
め
足
り
な
い
ま
ま
の
一
面
的
な
主

張
を
か
ざ
し
て
︒
周
囲
に
対
す
る
闘
い
を
挑
も
う
と
し
た
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
或
る
種
の
浅
露
さ
が
生
れ
て
来
る
と
い
う

の
も
︑
む
し
ろ
是
非
な
い
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
前
に

作
者
の
開
眼
と
い
う
文
字
を
使
っ
て
来
た
し
︑
事
実
こ
れ
は
こ
の

作
者
に
お
け
る
逃
避
的
態
度
か
ら
積
極
的
態
度
へ
の
転
換
に
と
も

な
う
︑
文
学
意
識
の
切
り
か
え
を
示
す
︑
そ
の
意
味
で
極
め
て
重

要
な
意
義
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
る
の
だ
け
れ
ど
︑
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こ
の
時
の
作
者
は
こ
う
し
て
ま
だ
自
分
自
身
の
問
題
︵
生
の
道
︶

を
追
求
す
る
の
が
文
学
の
道
だ
と
い
う
自
覚
に
ま
で
は
到
達
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
そ
の
闘
い
も
批
判
も
自
分
自
身

に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
に
は
な
ら
ず
︑
も
っ
ぱ
ら
他
を
裁
く

と
い
う
浅
さ
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
こ
の
期
の
転
換
の
未

だ
し
さ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
こ
と
は
︑
前
に
書
い
て
来
た
﹃
草
枕
﹄
趣
味
へ
の
批
判
の

場
合
を
例
に
と
っ
て
も
︑
同
じ
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
︒
三
重
吉
へ
の
手
紙
が
︑
本
質
的
に
自
己
批
判
の
手
紙
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で
は
な
い
﹁
教
訓
の
手
紙
﹂
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
と
同
じ

よ
う
に
︑
こ
の
作
に
お
け
る
喜
一
へ
の
批
判
も
︑
批
判
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
反
撥
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
非
人

情
主
義
へ
の
一
種
の
批
判
だ
と
は
い
っ
て
も
︑
彼
自
身
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
逃
げ
こ
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︑
そ
う
い
う
意
味

で
の
必
然
を
脊
負
っ
た
も
の
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
非

人
情
主
義
や
低
徊
趣
味
を
処
理
︵
対
象
化
︶
し
て
い
る
の
で
は
な

く
︑
も
っ
ぱ
ら
そ
の
安
易
さ
の
面
を
の
み
強
調
す
る
よ
う
な
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
自
分
の
問
題
に
沈
潜
す
る
よ
り
ま
ず
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は
げ
し
く
他
を
裁
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
作
者
の
す

が
た
が
︑
そ
こ
に
は
殊
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
し
︑

そ
れ
が
︑
上
記
の
実
業
家
の
安
っ
ぽ
い
戯
画
化
の
場
合
な
ど
と
並

行
し
て
︑
こ
の
作
を
浅
い
対
比
の
通
俗
的
作
為
の
上
に
あ
る
も
の

と
し
て
し
ま
っ
た
の
も
︑
極
め
て
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と

思
う
︒
作
者
自
身
が
当
面
す
る
問
題
と
全
面
的
に
取
組
む
こ
と
に

よ
っ
て
︑
い
か
に
生
く
べ
き
か
の
道
を
探
求
す
る
と
こ
ろ
に
︑
新

し
い
文
学
の
あ
り
方
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
自
然
主
義
文
壇
の

人
々
な
ど
が
︑
こ
う
い
う
作
品
を
示
す
漱
石
を
︑
そ
の
頃
一
種
の

通
俗
小
説
作
家
扱
い
し
た
の
も
︑
だ
か
ら
一
面
止
む
を
得
ぬ
こ
と
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だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
積
極
化
し
た
作
者
の
情
熱
は
こ
こ
で
は
ま
だ

や
は
り
通
俗
的
な
啓
蒙
の
情
熱
以
上
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
道
也
も
︑
自
ら
苦
悩
す
る
人
と
し
て
で

は
な
く
︑
主
観
的
に
は
片
づ
い
た
立
場
に
立
っ
て
︑
余
裕
の
あ
る

演
説
を
す
る
人
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
︒

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
以
来
の
姿
勢
を
お
し
進
め
て
来
た
漱
石
は
︑

こ
う
し
て
ま
と
も
な
闘
い
を
意
図
す
る
と
こ
ろ
ま
で
移
っ
て
来
な

が
ら
︑
そ
の
確
立
さ
れ
た
新
し
い
意
図
に
急
な
あ
ま
り
︑
作
品
と

し
て
の
﹃
野
分
﹄
は
や
や
浅
く
自
照
性
を
欠
い
た
︑
そ
れ
だ
け
一
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面
的
で
か
げ
の
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た

が
︑
恐
ら
く
彼
自
身
は
そ
こ
に
も
っ
と
深
刻
で
沈
痛
な
も
の
を
意

図
し
て
お
り
︑
そ
の
意
識
を
﹁
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
凌
ぐ
様
な
傑
作
﹂

な
ど
と
い
う
冗
談
の
中
に
も
そ
れ
と
な
く
漏
ら
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
︑
こ
の
作
が
そ
う
い
う
も
の
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
は
︑
何
か
し
ら
気
も
ち
の
落
着
か
ぬ
も
の
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
で
な
く
て
も
時

間
が
な
い
た
め
そ
の
作
を
十
分
醗
酵
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
の

を
残
念
が
っ
て
い
た
作
者
は
︑
当
然
よ
り
周
到
沈
潜
的
に
自
分
の

世
界
を
組
立
て
直
し
て
み
よ
う
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
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け
だ
︒
半
年
後
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
﹃
虞
美
人
草
﹄
は
︑
明
か

に
そ
う
い
う
心
境
の
上
に
生
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ

る
︒
そ
れ
だ
け
こ
の
作
に
対
し
て
は
作
者
自
身
も
そ
の
頃
か
ら
す

で
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
わ
け
だ
が
︑

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
を
経
て
か
ら
後
の

作
者
が
︑
時
代
的
な
要
請
の
一
面
に
即
し
て
︑
主
と
し
て
は
自
分

の
内
面
的
な
探
求
に
傾
く
と
い
う
急
旋
回
を
し
て
し
ま
っ
た
た

め
︑
こ
の
作
の
よ
う
に
対
社
会
の
積
極
的
な
情
熱
を
盛
り
こ
ん
だ

も
の
が
他
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
︑
こ
の
作
の
漱
石
作
中
に
し
め
る
位
置
の
特
異
さ
が
考
え
ら
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れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
ま
た
こ
の
作
の

特
殊
な
価
値
が
認
め
ら
れ
て
も
い
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と

思
う
︒
少
く
と
も
そ
こ
に
そ
の
後
の
漱
石
に
よ
っ
て
は
十
分
に
の

ば
し
き
れ
な
か
っ
た
︑
よ
き
可
能
性
の
一
つ
が
端
的
に
示
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ
そ
の
可
能
性
を
十
分
正

し
く
ひ
き
の
ば
す
た
め
に
は
︑
作
品
の
勘
ど
こ
ろ
を
主
人
公
の
演

説
で
片
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
安
易
さ
や
︑
見
て
来
た
よ
う
な
む

し
ろ
私
小
説
的
な
対
象
の
処
理
し
方
を
越
え
て
︑
も
っ
と
ま
と
も

に
社
会
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
だ
け
の
写
実
主
義
的
沈
潜
が
必
要

で
あ
り
︑
結
局
そ
れ
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
そ
の
可
能
性
も
正
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し
く
伸
し
き
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た

け
れ
ど
︑
そ
れ
に
し
て
も
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
の
欠
伸
か
ら
﹃
二
百

十
日
﹄
の
揺
曳
を
経
て
こ
の
﹃
野
分
﹄
の
端
的
さ
へ
の
到
達
に
は
︑

は
じ
め
に
触
れ
て
来
た
時
代
気
運
の
動
き
に
つ
れ
た
︑
作
者
漱
石

の
歩
み
の
速
度
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
が
あ
る
と
思

う
︒
そ
れ
だ
け
こ
の
期
が
漱
石
に
と
っ
て
注
意
さ
る
べ
き
転
機
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

︵
昭
和
二
十
八
年
八
月
︶








	表　紙
	一つの転機―『二百十日』と『野分』―
	奥　付

