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問
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夏
目
漱
石
の
作
品
を
考
え
る
場
合
︑
最
も
重
大
に
考
え
ら
れ
る

も
の
の
一
つ
に
︑
彼
に
お
け
る
無
力
感
の
問
題
が
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄

の
篇
末
に
添
え
ら
れ
た
甲
野
さ
ん
の
﹁
悲
劇
論
﹂
の
場
合
で
あ
ろ

う
︒

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
手
を
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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
︒
悲
劇
の
偉
大
な
る
を
知
る
が
故
で
あ
る
︒

悲
劇
の
偉
大
な
る
勢
力
を
味
は
ゝ
し
め
て
︑
三
世
に
跨
る
業
を
根

柢
か
ら
洗
は
ん
が
為
で
あ
る
︒
不
親
切
な
為
で
は
な
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
ふ
て
︑
し
か
も
第
二
者
の
業
に
依
然
と
し
て
変
ら
ぬ
︒

の
み
か
時
々
に
刻
々
に
深
く
な
る
︒
手
を
袖
に
︑
眼
を
閉
づ
る
は

恐
る
ゝ
の
で
は
な
い
︒
手
と
目
よ
り
偉
大
な
る
自
然
の
制
裁
を
親

切
に
感
受
し
て
︑
石
火
の
一
拶
に
本
来
の
面
目
に
逢
着
せ
し
む
る

の
微
意
に
外
な
ら
ぬ
︒
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こ
う
い
う
無
力
感
が
︑
甲
野
さ
ん
を
淋
し
く
悲
痛
な
生
活
気
分

や
消
極
的
な
生
活
態
度
に
落
ち
こ
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
の
み
な
ら

ず
︑
こ
う
し
て
無
力
な
﹁
手
と
目
よ
り
偉
大
な
る
自
然
の
制
裁
﹂

を
信
じ
た
心
が
︑
や
が
て
﹁
業
﹂
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
︑
晩
年
の
心

構
え
を
生
ま
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
も
続
い
て
行
く
の
だ
か
ら
︑
そ
れ

が
漱
石
に
お
け
る
最
も
重
要
な
観
点
の
一
と
な
る
こ
と
は
︑
い
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
朝
日
入
社
後
最
初
の
長
篇
小
説
と
し
て
︑
か

な
り
改
ま
っ
た
気
持
で
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
筆
を
と
っ
た
作
者
は
︑
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い
わ
ば
彼
自
身
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
問
題
を
︑
当
時
の
彼
と

し
て
出
来
る
だ
け
つ
き
つ
め
て
み
よ
う
と
し
た
︑
そ
れ
が
お
の
ず

か
ら
こ
う
い
う
か
た
ち
で
そ
の
無
力
感
を
押
出
し
て
来
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

だ
が
︑
そ
う
い
っ
て
も
︑
こ
う
い
う
無
力
感
は
何
も
﹃
虞
美
人

草
﹄
ま
で
来
て
卒
然
と
あ
ら
わ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
っ
た
︒

そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
そ
の
処
女
作
﹃
猫
﹄
に
も
︑
そ
れ
は
す
で
に
か

な
り
顕
著
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
第
一
︑
主

人
公
の
苦
沙
彌
を
︑
実
業
家
の
金
田
夫
妻
や
鈴
木
藤
十
郎
に
対
比

し
て
︑﹁
意
気
地
の
な
い
所
が
上
等
な
の
で
あ
る
︒
無
能
な
所
が
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上
等
な
の
で
あ
る
﹂
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
︑
そ
れ

は
朧
ろ
げ
な
ら
ず
揺
曳
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
ま
し

て
同
じ
苦
沙
彌
が
︑
朝
飯
を
た
べ
る
子
供
等
の
乱
暴
狼
籍
に
対
し

な
が
ら
︑
撫
然
と
し
て
手
を
こ
ま
ぬ
く
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
く
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
い
よ
い
よ
は
っ
き
り

と
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
な
ろ
う
︒
作
品
の
終
り
の
方
に
行
っ
て
︑

東
西
文
化
の
比
較
論
を

︱
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
西
洋
的
近
代

的
な
文
化
へ
の
否
定
観
を
い
ろ
い
ろ
と
示
し
た
あ
げ
く
︑
八
木
獨

仙
を
し
て
︑﹁
夫
だ
か
ら
西
洋
の
文
明
杯
は
一
寸
い
い
や
う
で
も

つ
ま
り
駄
目
な
も
の
さ
︒
之
に
反
し
て
東
洋
ぢ
ゃ
昔
か
ら
心
の
修
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行
を
し
た
︒
そ
の
方
が
正
し
い
の
さ
︒
見
給
へ
︑
個
性
発
展
の
結

果
み
ん
な
神
経
衰
弱
を
起
し
て
︑
始
末
が
つ
か
な
く
な
っ
た
時
︑

王
者
の
民
蕩
々
た
り
と
云
ふ
句
の
価
値
を
始
め
て
発
見
す
る
か

ら
︒
無
為
に
し
て
化
す
と
云
ふ
語
の
馬
鹿
に
出
来
な
い
事
を
悟
る

か
ら
﹂
と
い
わ
せ
て
置
き
な
が
ら
︑
す
ぐ
に
ま
た
転
じ
て
︑﹁
然

し
悟
っ
た
っ
て
其
時
は
も
う
仕
様
が
な
い
﹂
と
投
げ
出
し
た
あ
げ

く
︑
最
後
の
﹁
死
ん
だ
方
が
楽
だ
﹂
に
流
し
こ
ん
で
行
く
あ
た
り

な
ど
に
も
︑そ
れ
は
ま
た
強
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

獨
仙
風
の
悟
り
が
悪
い
と
か
問
題
に
な
ら
ぬ
と
か
い
う
判
断
や
批

評
は
ど
こ
に
も
な
く
︑
た
だ
そ
う
し
て
悟
っ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
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も
な
ら
ぬ
の
だ
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
彼
の
究
極
の
問
題
が

そ
う
い
う
無
力
感
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
だ
ろ
う
と
思

う
︒
つ
ま
り
そ
の
頃
の
彼
は
︑
彼
自
身
の
思
想
的
立
場
を
少
し
も

疑
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
人
生
に
お

い
て
彼
自
身
よ
い
と
思
い
高
い
と
思
う
も
の
を
︑
決
し
て
見
失
っ

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
う
し
て
よ
い
も
の
や
高

い
も
の
が
わ
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
を
受
入
れ
よ
う
と
す

る
人
間
一
般
で
は
な
い
で
は
な
い
か
︑
強
い
て
受
入
れ
さ
せ
よ
う

と
す
れ
ば
︑
か
え
っ
て
こ
ち
ら
が
傷
つ
く
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い

か
︑
と
い
う
よ
う
に
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
考
え



12

て
い
た
彼
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑﹁
依
然
と
し
て
変
ら
ぬ
﹂﹁
第

二
者
の
業
﹂
の
た
め
に
︑﹁
隻
手
を
失
ふ
﹂
こ
と
や
﹁
一
目
を
眇
﹂

す
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
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
る
︒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
喜
劇

︱
と
い
う
よ
り
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

に
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑

彼
の
無
力
感
は
︑
そ
れ
と
は
一
見
う
ら
は
ら
な
も
の
と
見
え
る
優
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越
意
識
と
︑
奇
妙
に
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
︒
当
然
そ
れ
は
︑
そ
う
い
う
優
越
意
識
を
踏
ま
え
た
孤
独
感
と
︑

背
中
合
せ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
な
る
︒﹁
驚
く
う
ち
は
楽

し
み
が
あ
る
︑
女
は
仕
合
せ
な
も
の
だ
﹂
な
ど
と
い
う
こ
と
を
︑

冷
然
と
口
に
し
得
る
甲
野
さ
ん
の
と
り
す
ま
し
た
優
越
意
識
と
︑

彼
に
お
け
る
孤
独
意
識
と
無
力
感
と
の
奇
妙
な
融
合
が
︑
そ
の
こ

と
を
も
ま
た
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
︒

尤
も
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
自
照
性
の
色
濃
い

も
の
で
あ
っ
た
﹃
猫
﹄
に
は
︑
苦
沙
彌
先
生
︑
即
ち
作
者
自
身
を

も
︑
甲
野
さ
ん
の
い
わ
ゆ
る
喜
劇
中
の
一
人
物
と
し
て
︑
鋭
く
譏
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笑
す
る
こ
と
を
作
者
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
作
品
の
終

り
近
い
部
分
を
書
い
て
い
た
頃
の
作
者
が
︑
森
田
草
平
宛
に
︑﹁
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
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
通
り
︑
そ
の
頃
の
作

者
に
は
か
な
り
鋭
い
自
己
批
判
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑

一
見
戲
れ
書
き
の
よ
う
な
﹃
猫
﹄
を
︑
正
面
き
っ
た
悲
劇
論
の
﹃
虞

美
人
草
﹄
よ
り
︑
ず
っ
と
深
刻
で
悲
痛
な
感
触
を
持
っ
た
作
品
に

し
た
の
だ
と
思
う
が
︑
そ
れ
も
そ
う
し
た
無
力
さ
を
悲
し
ん
だ
り
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焦
れ
た
り
す
る
ば
か
り
で
︑
そ
う
し
た
無
力
さ
の
根
源
で
あ
る
思

想
的
立
場
そ
の
も
の
を
︑
吟
味
し
よ
う
と
す
る
意
識
な
ど
を
と
も

な
っ
て
い
た
も
の
で
は
全
然
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
上
記
獨
仙
風
の

悟
り
な
ど
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が
︑
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た

こ
と
に
な
ろ
う
︒
日
露
戦
争
後
の
社
会
状
勢
の
変
化
が
︑
強
く
個

性
的
な
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
に
は
著
し
い
梗
塞
を
感
じ
さ

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︑そ
う
い
う
時
代
気
運
の
中
に
生
き
て
︑

一
面
個
性
的
な
生
を
強
く
求
め
な
が
ら
︑
上
記
範
囲
で
も
恐
ら
く

明
瞭
な
通
り
︑
新
し
い
時
代
の
個
性
主
義
な
ど
に
左
袒
す
る
に
は

さ
た
ん

あ
ま
り
に
も
多
く
の
封
建
的
な
も
の
へ
の
好
み
を
残
し
て
い
た
彼
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は
︑
自
我
の
梗
塞
だ
け
で
は
な
く
封
建
的
な
も
の
の
崩
壊
を
も
同

時
に
痛
惜
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
時

代
に
そ
う
い
う
人
と
し
て
生
き
る
無
力
感
や
そ
れ
故
の
悲
し
み
を

も
味
い
な
が
ら
︑
そ
こ
に
彼
自
身
の
問
題
を
見
出
す
よ
り
︑
よ
り

多
く
対
他
的
な
焦
慮
や
欝
屈
感
に
動
か
さ
れ
て
い
た
彼
だ
っ
た
の

で
あ
る
︒
だ
か
ら
﹃
猫
﹄
は
︑
そ
こ
に
一
筋
の
悲
痛
さ
を
漂
わ
せ

な
が
ら
︑
よ
り
多
く
は
作
者
の
怒
り
や
こ
じ
れ
た
気
も
ち
を
反
映

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
無
力
感
そ
の
も
の
が
追
求

さ
れ
る
よ
り
︑
だ
か
ら
そ
れ
が
や
は
り
優
越
意
識
や
衆
愚
意
識
と

の
奇
妙
な
抱
合
い
に
お
い
て
︑
露
呈
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
作
品
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に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
面
で
あ
る
無
力
感
が
︑
そ
こ

か
ら
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
行
く
ま
で
の
間
に
︑﹃
草
枕
﹄
に
示
さ
れ

た
よ
う
な
超
越
主
義
的
な
逃
避
を
傾
向
さ
せ
た
こ
と
が
︑
晩
年
の

﹁
須
永
の
話
﹂
な
ど
か
ら
だ
ん
だ
ん
に
﹁
則
天
去
私
﹂
へ
の
思
慕

に
傾
い
た
こ
と
と
︑
或
る
程
度
相
似
た
心
の
動
き
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た
反
面
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
た
他
の
一
面
か
ら
︑﹃
坊
つ
ち
や

ん
﹄
や
﹃
野
分
﹄
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
︑
積
極
的
な
主
張
と
そ
れ

に
と
も
な
う
著
し
い
民
衆
蔑
視
と
を
露
に
す
る
よ
う
な
結
果
も
︑

だ
か
ら
当
然
生
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
野
分
﹄
は

と
に
か
く
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
が
一
面
激
し
い
衆
愚
意
識
の
上
に
あ
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っ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
恐
ら
く
説
明
を
要
す
ま
い
し
︑
そ

う
思
え
ば
﹃
草
枕
﹄
の
超
越
主
義
が
ま
た
︑
そ
う
し
た
意
識
に
つ

ら
な
る
人
生
の
不
可
能
を
思
う
気
も
ち
を
土
台
と
し
て
︑
そ
の
上

に
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
や
す
い
と
こ
ろ
に
な
ろ

う
︒
そ
の
く
せ
﹃
野
分
﹄
の
作
者
は
︑
あ
れ
だ
け
強
く
そ
の
立
場

の
高
さ
と
そ
の
可
能
性
と
を
説
こ
う
と
す
る
人
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
う
い
う
分
裂
し
た
ま
ま
の
問
題
全
体
を
︑
そ
の
ま
ま
強
引
に
と

じ
合
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
世
界
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
あ
の
作
が
︑
縦
横
に
発
揮
さ
れ
た
作

者
の
筆
力
と
濃
彩
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
極
め
て
不
自
然
な
作
為
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と
未
整
理
の
上
げ
底
性
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
︑
む
ろ
ん
そ
の
た

め
で
あ
っ
た
︒

が
︑
そ
ん
な
こ
と
よ
り
︑
こ
ん
な
風
に
見
て
来
る
と
︑
こ
の
作

者
の
初
期
の
作
品
を
被
っ
て
い
る
も
の
は
︑
無
力
感
と
優
越
意
識

の
相
剋
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
優
越
意
識
故
に
怒
っ
た
り

軽
蔑
し
た
り
説
教
し
た
り
︑
そ
の
無
力
感
故
に
悲
し
ん
だ
り
自
嘲

的
に
笑
っ
た
り
逃
避
を
姿
勢
し
よ
う
と
し
た
り
し
た
︒
よ
く
い
わ

れ
る
作
者
の
狂
気
も
神
経
衰
弱
も
︑
要
す
る
に
こ
の
矛
盾
の
処
置

な
さ
か
ら
生
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
無
反
省
な
自
己
実
現
に
酔
っ
て

い
ら
れ
た
浪
漫
主
義
が
︑
そ
の
梗
塞
す
る
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
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こ
ろ
か
ら
来
た
︑
主
体
的
な
萎
縮
と
焦
慮
と
︑
そ
れ
ら
の
点
へ
の

自
意
識
は
あ
り
な
が
ら
︑
ほ
ん
と
の
自
己
批
判
や
問
題
の
正
し
い

把
握
は
あ
り
得
な
か
っ
た
時
代
の
︑
悲
喜
劇
的
な
苦
悩
が
そ
こ
に

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
私
は
そ
れ
を
漱
石
の
出
発
点
に

お
け
る
最
も
根
本
的
な
問
題
と
見
た
い
と
思
う
︒

以
上
の
よ
う
な
無
力
感
と
優
越
意
識
の
相
剋

︱
と
い
う
よ
り

や
は
り
奇
妙
な
抱
合
い
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い

︱

と
に
か
く
そ
う
い
う
も
の
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
次
の
作
品
﹃
坑

夫
﹄
に
も
︑
ま
た
極
め
て
見
や
す
い
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
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あ
の
作
の
前
半
に
は
︑
坑
夫
に
な
っ
た
青
年
の
体
験
を
通
し
て
︑

人
間
と
い
う
も
の
が
周
囲
の
条
件
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
で
も
変
え

ら
れ
て
し
ま
う
︒
従
っ
て
個
性
と
か
性
格
と
か
い
う
も
の
な
ど
全

然
信
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
︒
要
す
る
に
人
間
無
性
格
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
︑

そ
こ
に
﹃
猫
﹄
以
来
の
無
力
感
が
尾
を
ひ
い
て
い
る
の
で
あ
る
こ

と
は
︑
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
の
作
の
後
半
で
は
︑
そ
の
同
じ
青
年
が
︑
彼
が
そ
の
中
に
立
ま

じ
る
こ
と
に
な
っ
た
坑
夫
た
ち
に
対
し
て
︑
限
り
な
い
優
越
意
識

と
侮
蔑
感
と
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
畜
類
の
発
達
し
た
化
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物
﹂
に
は
︑﹁
設
備
の
整
っ
た
病
院
﹂
ど
こ
ろ
か
︑﹁
道
端
に
咲

く
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
﹂さ
え
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
ら
︑
そ
れ
が
ど
ん
な
に
ふ

く
れ
上
っ
た
民
衆
蔑
視
の
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
︑
十
分

髣
髴
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
︒﹃
虞
美
人
草
﹄
の
世
界
を
た
だ
強

引
に
と
じ
合
せ
よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
作
者

は
︑
そ
う
い
う
優
越
意
識
に
ふ
く
れ
上
る
こ
と
と
︑
人
間
無
性
格

論
に
托
さ
れ
た
無
力
感
と
の
矛
盾
に
も
︑
ま
だ
全
然
気
づ
い
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
そ
の
頃
の
作
者
は
一
面
そ
の
無
力
感

に
お
び
え
て
︑﹃
夢
十
夜
﹄
な
ど
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
︑
不
安
や
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怖
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
人
で
あ
り
な
が
ら
︑
他
面
道
に
拠
っ
て
ひ、

と
を
叱
陀
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
人
で
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
︒

、﹃
三
四
郎
﹄
を
経
た
後
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
な
ど
に
も
︑
或
る
程
度

そ
れ
に
似
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
自
分
の

無
力
さ
を
痛
感
す
る
代
助
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
俗
一
般

は
極
度
に
軽
蔑
し
て
い
る
︑
そ
う
し
て
︑
世
の
中
が
そ
ん
な
風
に

軽
蔑
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
自
分
は
無
力
な
の
だ
︑
と

考
え
て
い
る
︒﹁
業
深
き
人
の
所
為
に
対
し
て
︑
隻
手
の
無
能
な

る
を
知
る
が
故
﹂
に
︑
た
だ
一
人
世
離
れ
た
思
索
の
生
活
に
沈
面

し
て
い
た
甲
野
さ
ん
の
す
が
た
が
︑
こ
こ
に
も
髣
髴
さ
れ
る
わ
け
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で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
生
活
に
甲
野
さ
ん
が
得
意
で
あ
っ
た
よ
う

に
︑
代
助
も
ま
た
彼
一
人
の
自
適
生
活
に
非
常
な
優
越
意
識
を
持

っ
て
い
る
︒
多
く
の
人
々
が
代
助
に
甲
野
さ
ん
の
成
長
し
た
す
が

た
を
見
る
と
い
う
所
以
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
代
助
で
あ
っ
た
か

ら
︑
彼
は
そ
の
頼
り
な
い
半
隠
逸
生
活
に
何
の
不
安
も
怖
れ
も
感

じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

代
助
は
近
頃
流
行
語
の
様
に
人
が
使
ふ
︑
現
代
的
と
か
不
安
と

云
ふ
言
葉
を
︑
あ
ま
り
口
に
し
た
事
が
な
い
︒
そ
れ
は
︑
自
分
が

現
代
的
で
あ
る
の
は
︑
云
は
ず
と
知
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
の
と
︑
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も
う
一
つ
は
︑
現
代
的
で
あ
る
が
た
め
に
︑
必
し
も
不
安
に
な
る

必
要
が
な
い
と
︑
自
分
だ
け
で
信
じ
て
居
た
か
ら
で
あ
る
︒

代
助
は
露
西
亜
文
学
に
出
て
来
る
不
安
を
︑
天
候
の
具
合
と
︑

政
治
の
圧
迫
で
解
釈
し
て
ゐ
た
︒
仏
蘭
西
文
学
に
出
て
来
る
不
安

を
︑
有
夫
姦
の
多
い
た
め
と
見
て
ゐ
た
︒
ダ
ヌ
ン
チ
オ
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
る
以
太
利
文
学
の
不
安
を
︑
無
制
限
の
堕
落
か
ら
来
る

自
己
欠
損
の
感
と
判
断
し
て
ゐ
た
︒
だ
か
ら
日
本
の
文
学
者
が
︑

好
ん
で
不
安
と
い
ふ
側
か
ら
の
み
社
会
を
描
き
出
す
の
を
︑
舶
来

の
唐
物
の
様
に
見
倣
し
た
︒
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﹃
坑
夫
﹄
の
無
性
格
論
や
﹃
夢
十
夜
﹄
の
中
の
幾
つ
か
の
短
篇

の
よ
う
な
も
の
な
ど
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
作
者
の
気
も

ち
は
︑
こ
う
し
て
少
く
と
も
こ
こ
で
は
ま
だ
代
助
の
生
の
態
度
と

結
び
つ
い
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
と
も

に
︑
ロ
シ
ア
文
学
の
不
安
の
背
景
に
あ
っ
た
よ
う
な
﹁
政
治
の
圧

迫
﹂
が
︑
代
助
即
ち
漱
石
の
生
活
の
背
景
に
は
な
い
も
の
と
断
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹃
三
四
郎
﹄
に
も
﹁
世
紀
末
﹂
な
ど
と

い
う
言
葉
を
喜
ぶ
ほ
ど
﹁
ハ
イ
カ
ラ
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
︒
不
安
や
怖
れ
や
頽
廃
は
︑
要
す
る

に
﹁
舶
来
の
唐
物
﹂
に
過
ぎ
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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が
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
と
い
う
作
品
は
︑
そ
う
し
て
不
安
も
怖
れ

も
知
ら
な
か
っ
た
代
助
が
︑
強
く
三
千
代
と
の
愛
に
生
き
よ
う
と

し
た
た
め
︑
つ
い
に
は
そ
の
身
の
置
き
場
も
な
い
ほ
ど
の
狂
気
的

な
不
安
に
お
そ
わ
れ
る
に
到
る
と
こ
ろ
ま
で
を
︑
と
に
か
く
描
い

て
見
せ
た
も
の
だ
っ
た
︒
ま
こ
と
と
愛
情
に
生
き
よ
う
と
す
る

︱
つ
ま
り
自
我
の
真
実
を
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
が
︑
父
と
も

兄
と
も
家
と
も
社
会
と
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
︑
そ
の
社
会
は

夫
婦
と
い
う
形
式
に
も
た
れ
か
か
っ
て
三
千
代
を
死
骸
に
な
っ
た

時
は
じ
め
て
引
渡
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
平
岡
の
よ

う
な
男
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
社
会
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と
対
立
し
な
が
ら
︑
代
助
に
は
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
︒
た
だ
平
岡
の
家
の
ま
わ
り
を
ウ
ソ
ウ
ソ
と
歩
き
ま
わ
っ
て
︑

軒
端
に
へ
ば
り
つ
い
た
や
も
り
の
頼
り
な
く
不
気
味
な
す
が
た
を

、
、
、

眺
め
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
出
来
な
い
の
で
あ
る
︒﹃
夢
十
夜
﹄

に
描
か
れ
た
無
気
味
さ
や
不
安
の
感
覚
が
︑
こ
こ
ま
で
来
て
は
じ

め
て
そ
の
由
来
を
通
し
て
描
き
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
︒﹃
坑
夫
﹄
の
怖
れ
が
こ
う
し
て
甲
野
さ
ん
の
無
力
感
と
有

機
的
に
つ
な
が
れ
た
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
︒
つ
ま
り
﹃
猫
﹄
は

い
う
ま
で
も
な
く
﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
坑
夫
﹄
や
﹃
夢
十
夜
﹄
の

時
期
か
ら
︑
神
経
的
・
感
覚
的
・
な
い
し
情
感
的
に
は
知
っ
て
い
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た
怖
れ
と
か
不
安
と
か
無
力
感
と
か
い
う
も
の
が
︑
こ
こ
で
は
じ

め
て
知
的
全
円
的
な
追
求
の
対
象
と
さ
れ
て
︑
従
っ
て
そ
れ
ら
の

も
の
の
有
機
的
な
関
係
が
と
に
か
く
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
自
意
識
さ
れ
て
は
い
て
も
︑
ま
だ
問
題
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
も
の
が
︑
こ
う
し
て
問
題
に
さ
れ
は
じ
め
た
の
だ

と
い
っ
て
も
い
い
︒
不
安
や
悲
し
み
を
見
つ
め
る
よ
り
も
︑
よ
り

多
く
対
他
的
な
怒
り
に
足
を
さ
ら
わ
れ
か
け
て
い
る
よ
う
な
と
こ

ろ
か
ら
出
発
し
て
︑
従
っ
て
問
題
を
多
く
は
外
の
世
界
に
見
出
し

て
い
た
作
者
が
︑
こ
う
し
て
彼
自
身
の
内
面
的
な
問
題
に
目
を
う

つ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
︒﹃
そ
れ
か
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ら
﹄
が
漱
石
作
中
で
も
殊
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
所
以
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
画
期
を
経
た
後
の
漱
石
は
︑
ま
ず
す
ぐ
次
の
﹃
門
﹄

で
は
︑
主
人
公
宗
助
の
不
安
と
怖
れ
を
見
つ
め
た
︒
そ
う
し
て
彼

を
︑
そ
の
不
安
や
怖
れ
の
処
置
な
さ
故
に
︑
一
応
は
宗
教
の
門
に

ま
で
近
づ
か
せ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
に
よ
っ
て

解
決
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
も
︑
同
時
に
見
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
︒
そ
の
結
果
が
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
須
永
市
藏
に
示
さ
れ

た
よ
う
な
︑﹁
怖
れ
る
男
﹂
の
世
界
を
な
お
じ
っ
と
見
つ
め
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
発
展
と
し
て
︑﹁
宗
教
か
死
﹂
で
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な
け
れ
ば
﹁
狂
気
﹂
の
ほ
か
は
な
い
よ
う
な
悩
乱
を
︑﹃
行
人
﹄

の
一
郎
を
通
し
て
描
い
た
︒そ
の
次
が﹃
こ
ゝ
ろ
﹄の
先
生
の﹁
死
﹂

で
あ
る
︒﹃
猫
﹄
以
来
の
主
題
が
︑
こ
う
し
て
こ
の
作
者
と
し
て

は
そ
の
ど
ん
づ
ま
り
ま
で
︑
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
追
求
さ
れ
尽

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
主
題
そ
の

も
の
と
し
て
は
︑﹃
門
﹄
以
来
別
段
の
発
展
は
そ
こ
に
は
な
か
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
旅
に
出
た
須
永
が
﹁
離
れ
て
眺
め
る
﹂
こ
と

に
よ
る
救
い
を
筆
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
だ
ん
だ
ん
と
﹁
則
天
去

私
﹂
へ
の
思
慕
を
必
然
的
な
も
の
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
過
程
に
到
っ
て
は
︑
前
に
触
れ
た
通
り
︑
旅
の
画
工
を
し
て
﹁
非
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人
情
﹂
の
あ
り
が
た
さ
を
力
説
さ
せ
た
﹃
草
枕
﹄
の
世
界
か
ら
︑

﹁
手
を
袖
に
﹂
し
て
﹁
偉
大
な
る
自
然
の
制
裁
﹂
の
実
現
を

︱

そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
天
意
の
顕
現
を
期
待
し
よ
う
と
し
た
﹃
虞

美
人
草
﹄
の
世
界
へ
の
展
開
と
︑
ほ
と
ん
ど
軌
を
同
じ
う
し
た
も

の
で
さ
え
あ
っ
た
︒
漱
石
は
こ
う
し
て
そ
の
初
期
時
代
以
来
触
れ

か
け
て
い
な
が
ら
ま
だ
十
分
意
識
的
に
は
追
求
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
問
題
と
︑
こ
の
期
に
入
っ
て
は
い
わ
ば
必
死
の
格
闘
を
続
け
て

い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
追
求
が
一
作
ご
と
に
鋭
く
深

く
な
り
ま
さ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
︑
こ
の
期
の
彼
の
作
品
の
展
開

が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
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た
だ
︑そ
う
し
て
そ
の
追
求
が
一
作
ご
と
に
深
ま
っ
た
こ
と
が
︑

漱
石
の
世
界
を
沈
痛
に
も
時
に
は
凄
惨
に
さ
え
も
し
て
行
っ
た
の

で
あ
り
な
が
ら
︑
甲
野
さ
ん
や
﹃
坑
夫
﹄
の
主
人
公
が
示
し
て
い

た
優
越
意
識
が
名
残
り
な
く
消
し
去
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
︑
容

易
に
行
き
き
れ
な
か
っ
た
︒
打
砕
か
れ
た
﹃
門
﹄
の
宗
助
に
は
或

る
意
味
で
そ
れ
が
な
く
︑
須
永
市
藏
に
も
そ
れ
が
比
較
的
稀
薄
で

あ
っ
た
点
で
︑
そ
れ
ら
の
人
々
が
さ
す
が
に
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
追

求
を
経
た
後
の
人
物
ら
し
い
感
じ
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
が
︑﹃
行

人
﹄
の
一
郎
に
な
る
と
︑
ま
た
し
て
も
甲
野
さ
ん
な
ど
に
よ
ほ
ど

近
く
︑
自
分
の
方
が
周
囲
の
誰
よ
り
も
正
し
く
て
高
い
の
だ
と
い
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う
よ
う
な
こ
と
を
︑
明
か
に
口
に
出
し
て
ま
で
い
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
︒
代
助
の
前
半
を
甲
野
さ
ん
に
近
い
優
越
意
識
に
ふ
く
れ

上
っ
た
も
の
に
し
て
い
た
の
が
︑
或
る
意
味
で
後
半
の
見
苦
し
い

狼
狽
や
惑
乱
を
よ
り
効
果
的
に
印
象
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
手

段
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
も
﹃
行
人
﹄
の
孤
独
さ
を
必
然
化
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
に
は
相
違
な
か
ろ
う
け
れ
ど
︑
そ
う
い

う
手
段
を
必
要
と
し
て
い
る
だ
け
︑
な
お
そ
う
い
う
感
じ
方
が
払

拭
し
き
れ
ず
に
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
や
は
り
否
定
出
来
ま

い
と
思
う
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
残
さ
れ
て
い
た
優
越
意
識
が
ほ

ん
と
に
払
拭
さ
れ
て
︑
一
見
﹁
魚
と
獣
﹂
ほ
ど
に
も
違
う
と
見
え
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る
主
人
公
と
そ
の
周
囲
の
人
々
と
が
︑
結
局
同
じ
矛
盾
や
思
想
的

混
沌
を
生
き
る
︑
同
心
円
上
の
無
力
な
存
在
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
の
は
︑
や
は
り
﹃
道
草
﹄
で
あ
っ
た
︒
そ
こ

に
あ
の
作
の
到
り
得
た
深
さ
と
成
熟
と
が
あ
っ
た
の
で
︑
そ
こ
ま

で
行
っ
て
一
さ
い
の
我
執
が
払
拭
さ
れ
た
時
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
や

﹃
彼
岸
過
迄
﹄
で
は
そ
れ
と
な
く
観
念
さ
れ
た
り
︑
志
向
さ
れ
た

り
し
て
い
た
だ
け
の
﹁
則
天
去
私
﹂
が
︑
よ
う
や
く
は
っ
き
り
と

所
期
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
︑
極
め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
ど
の
人
物
も
す
べ
て
が
相
似
た
よ
う
な
エ
ゴ

イ
ズ
ム
の
塊
り
で
あ
る
反
面
︑
か
つ
て
の
甲
野
さ
ん
に
は
ど
こ
ま
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で
も
上
わ
手
の
好
意
を
寄
せ
ら
れ
る
だ
け
の
女
で
し
か
な
か
っ
た

糸
子
が
︑敬
愛
す
べ
き
理
想
的
典
型
と
し
て
晶
華
さ
れ
た
よ
う
な
︑

清
子
の
よ
う
な
女
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た﹃
明
暗
﹄

の
世
界
は
︑
こ
う
し
て
そ
の
必
然
の
上
に
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
坑
夫
﹄
の
前
半
で
朧
ろ
げ
に
意
識
化
さ
れ
は

じ
め
て
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
で
は
っ
き
り
し
た
追
求
の
対
象
と
な
っ

た
問
題
が
︑
こ
う
し
て
こ
の
作
者
な
り
に
究
め
尽
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
︒﹃
坑
夫
﹄
の
前
半
や
﹃
夢
十
夜
﹄
の
或
る
短

章
に
漂
わ
さ
れ
て
い
た
不
安
の
感
じ
も
︑
清
子
の
生
と
対
比
さ
れ

た
﹃
明
暗
﹄
全
体
の
世
界
に
は
︑
単
な
る
感
覚
的
触
発
以
上
の
或
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る
裏
打
を
持
つ
も
の
と
し
て
︑
ほ
の
か
な
︑
し
か
し
深
刻
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
エ
ゴ
イ
ズ
ム

に
生
き
る
人
々
相
互
の
人
間
不
信
が
︑
そ
う
い
う
不
安
を
必
至
と

す
る
の
だ
と
作
者
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
観
念
と

し
て
は
や
は
り
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
提
示
さ
れ
た
も
の
の
︑
動
か
ぬ

具
体
的
把
握
へ
の
成
長
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
そ
の
問
題
へ
の
作

者
の
終
始
変
ら
ぬ
解
答
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
い
う
解
釋
を
下
す
人
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
夫
を
信
じ
き
っ
た

清
子
の
ま
か
せ
き
っ
た
よ
う
な
生
の
態
度
に
︑
何
よ
り
も
尊
い
も

の
を
見
出
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
ま
こ
と
﹂
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や
誠
実
さ
を
何
よ
り
も
尊
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
漱
石
の
結
論

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
な
る
も
の
は
︑
要
す
る

に
終
始
変
ら
な
か
っ
た
彼
の
信
念
を
︑
現
実
的
に
立
証
し
よ
う
と

す
る
た
め
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
て
彼
は
と

に
か
く
そ
の
願
い
を
生
か
し
た
の
で
あ
る
︒
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
一

途
な
生
だ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
︑
彼
が
我
執
を
あ

れ
ほ
ど
問
題
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
必
然
は
︑
そ
う
い
う

点
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
わ
け
だ
ろ
う
と
思
う
︒

だ
が
︑
そ
う
し
て
漱
石
に
よ
っ
て
理
想
的
な
も
の
の
よ
う
に
描
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か
れ
た
清
子
の
生
は
︑
夫
か
ら
の
電
報
が
来
れ
ば
す
ぐ
に
も
今
い

る
温
泉
場
か
ら
発
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
︑
或
る
意
味
で

は
極
め
て
不
安
定
な
︑
そ
れ
だ
け
不
安
な
生
活
だ
と
い
え
ぬ
こ
と

も
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
︒
そ
う
で
な
く
て
も
︑
彼
女
が
夫
に

ま
か
せ
き
っ
て
生
き
て
い
る
態
度
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
小
夜
子

が
小
野
さ
ん
を
信
頼
し
き
っ
て
生
き
て
い
た
態
度
と
︑
そ
う
大
し

た
相
違
が
あ
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
の
小
夜
子
が
後

に
は
不
幸
に
泣
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
一
つ
の
悲
劇
だ
と
す

れ
ば
︑
清
子
の
生
に
も
そ
う
い
う
悲
劇
が
孕
ま
れ
て
い
な
い
と
は

い
え
ま
い
︒
要
す
る
に
信
頼
す
る
相
手

︱
即
ち
人
間
の
問
題
に
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な
る
の
で
︑
だ
か
ら
こ
そ
漱
石
の
晩
年
の
心
境
に
は
︑
す
で
に
小

宮
豊
隆
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ま
た
﹃
明
暗
﹄
そ
の
も
の
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
苛
辣
な
ま
で
の
追
求
が
示
し
て
い
る
通
り
︑
厳
し

い
倫
理
的
要
求
が
孕
ま
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う

し
て
問
題
が
結
局
人
間
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
そ

れ
は
ま
た
問
題
が
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
世
界
に
帰
る
の
だ
と
い
う
こ

と
に
も
な
ろ
う
︒
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

命
題
を
︑
実
証
す
る
た
め
の
よ
う
な
彼
の
リ
ア
リ
ア
ズ
ム
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ
も
ま
た
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
の
意
味
で
は
漱
石
の
世
界
に
は
さ
し
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た
る
発
展
が
な
く
︑
た
だ
そ
の
道
筋
が
螺
線
型
に
深
ま
っ
て
行
っ

た
︑
一
種
の
堂
々
廻
り
が
あ
っ
た
だ
け
の
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思

う
︒が

︑
そ
う
し
た
堂
々
廻
り
の
間
に
示
さ
れ
た
漱
石
の
リ
ア
リ
ズ

ム
は
︑
そ
う
し
た
結
論
を
必
至
と
す
る
以
上
の
も
の
に
も
︑
相
当

多
く
触
れ
か
け
て
い
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
彼
が
著
し

く
写
実
主
義
に
傾
き
は
じ
め
た
頃
か
ら
後
の
作
品
に
は
︑
作
者
の

視
野
に
入
っ
て
い
た
も
の
と
︑
そ
こ
か
ら
作
者
の
し
ぼ
り
出
し
て

来
た
結
論
の
よ
う
な
も
の
と
の
間
に
︑
相
当
の
ズ
レ
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
少
く
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
﹃
坑
夫
﹄
が
︑
先
に
見
て
来
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た
通
り
︑
そ
の
前
半
に
は
︑
人
間
は
結
局
周
囲
の
条
件
に
支
配
さ

れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
︑
個
性
と
か
人
格
と
か
い
う
も
の
を
絶
対

と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
よ
う
に
︑
人
間
の
外
側
に
あ
っ

て
人
間
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
の
力
を
認
め
て
い
た
の
で
あ

り
な
が
ら
︑
後
半
で
は
坑
夫
の
人
間
的
︵
人
格
的
︶
な
低
さ
そ
の

も
の
ば
か
り
を
痛
烈
に
非
難
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
の
も
︑
そ
う

い
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
材
料
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
︒﹃
三

四
郎
﹄
と
か
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
世
界
と
﹃
行
人
﹄
や
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄

の
主
題
と
の
つ
な
が
り
と
か
の
場
合
に
な
る
と
︑
殊
に
強
く
そ
う

い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
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ま
ず
﹃
三
四
郎
﹄
は
︑
作
者
自
身
も
作
中
で
そ
う
い
う
し
め
く

く
り
方
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
三
つ
の
世
界
﹂
を
描
い
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
︒
第
一
は
三
四
郎
が
後
に
し
て
来
た

郷
里
の
世
界
で
あ
り
︑
第
二
は
廣
田
先
生
中
心
の
学
者
や
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ァ
の
世
界
で
あ
り
︑
そ
う
し
て
第
三
は
美
禰
子
や
よ
し

子
の
作
る
華
や
か
な
社
交
︵
？
︶
の
世
界
で
あ
る
︒
作
者
は
そ
れ

を
︑
三
十
円
あ
れ
ば
四
人
家
族
が
半
年
も
暮
ら
せ
る
と
い
う
よ
う

な
貧
し
さ
と
明
治
十
五
年
以
前
の
古
風
な
空
気
の
澱
ん
で
い
る
世

界
と
︑
陰
気
に
世
離
れ
て
い
る
か
わ
り
に
高
尚
で
の
ん
び
り
し
た

世
界
と
︑
そ
れ
か
ら
上
記
の
通
り
の
華
や
か
な
社
交
の
世
界
と
い
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う
よ
う
な
対
比
に
お
い
て
ば
か
り
捉
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
第

二
の
世
界
と
第
三
の
世
界
と
の
間
に
は
何
か
矛
盾
し
た
よ
う
な
も

の
さ
え
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
一
応
は
そ
れ

で
よ
ろ
し
い
に
し
て
も
︑
作
品
そ
の
も
の
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
︑

第
二
の
世
界
と
第
三
の
世
界
と
は
矛
盾
ど
こ
ろ
か
明
か
に
同
一
の

相
貌
を
持
っ
た
も
の
に
さ
え
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
第

二
の
世
界
に
属
す
る
與
次
郎
が
︑
今
の
人
間
は
皆
イ
ブ
セ
ン
に
か

ぶ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
︑
無
能
な
大
学
教
授
を
排
斥
し
て
廣
田
先

生
を
教
授
に
し
よ
う
と
す
る
運
動
を
起
し
て
失
敗
し
て
い
る
時
︑

第
三
の
世
界
で
は
よ
し
子
の
よ
う
な
お
だ
や
か
で
角
の
な
い
女
さ
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え
︑﹁
知
り
も
し
な
い
人
の
所
へ
行
︵
嫁
︶
く
﹂
こ
と
な
ど
は
頭

か
ら
拒
否
し
て
求
婚
者
を
蹴
飛
し
て
い
る
し
︑
ま
し
て
美
禰
子
の

よ
う
に
派
手
に
動
く
女
は
ど
こ
ま
で
も
自
主
的
に
生
き
よ
う
と
し

て
い
な
が
ら
︑
か
え
っ
て
そ
の
道
が
歩
き
き
れ
ず
に
︑
よ
し
子
に

も
求
婚
し
た

︱
つ
ま
り
誰
で
も
い
い
よ
う
な
男
の
と
こ
ろ
に
︑

兄
の
友
だ
ち
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
嫁
し
て
行
っ
て
い

る
︒そ
れ
は
廣
田
先
生
推
戴
の
運
動
に
與
次
郎
が
失
敗
し
た
の
と
︑

相
似
た
生
の
挫
折
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
︒
強
く
自
主
的
に

生
き
よ
う
と
し
な
が
ら
そ
う
い
う
自
分
が
生
意
気
に
見
え
は
し
た

い
か
を
怖
れ
て
い
る
美
禰
子
は
︑
明
治
十
五
年
以
前
の
空
気
︵
熊
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本
︶
を
な
つ
か
し
が
る
一
方
︑
與
次
郎
の
演
説
に
賛
成
し
た
り
美

禰
子
中
心
の
新
し
い
空
気
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
三
四

郎
と
︑
同
じ
心
境
の
分
裂
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
︑
だ

か
ら
こ
そ
彼
女
は
彼
女
と
三
四
郎
と
を
等
し
な
み
の
﹁
迷
羊
﹂
に

見
立
て
も
し
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
そ
う
思
っ
て
見
れ
ば
︑
熊

本
の
お
み
つ
さ
ん
さ
え
︑
お
と
な
し
い
ば
か
り
の
箱
入
り
娘
で
は

な
く
て
︑
三
四
郎
に
う
る
さ
が
ら
れ
る
ほ
ど
積
極
的
に
生
き
る
女

な
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
彼
女
の
生
き
て
い
る
熊
本
に
︑
三
十
円

あ
れ
ば
家
族
四
人
が
半
年
も
暮
ら
せ
る
な
ど
と
い
う
貧
し
さ
が
あ

れ
ば
︑
野
々
宮
さ
ん
も
そ
の
月
給
の
乏
し
さ
を
か
こ
っ
て
い
る
ば
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か
り
か
︑
そ
の
う
ち
か
ら
三
十
円
を
廣
田
先
生
の
借
家
の
敷
金
か

何
か
に
用
立
て
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
よ
し
子
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
が

買
え
な
く
っ
て
し
ま
う
一
方
︑
與
次
郎
と
三
四
郎
と
が
や
は
り
そ

れ
だ
け
の
金
の
た
め
い
ろ
い
ろ
な
手
数
を
費
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

に
な
っ
て
い
る
︒
た
っ
た
三
十
円
の
金
が
こ
こ
で
も
や
は
り
四
人

も
五
人
も
の
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
も
し
そ
の
第
一
の
世
界
を
︑
作
の
冒
頭
︑
三
四

郎
が
上
京
の
車
中
で
接
触
し
た
奇
妙
な
女
と
老
人
の
世
界
ま
で
押

し
ひ
ろ
げ
て
考
え
る
と
す
れ
ば
︑
女
が
或
る
意
味
で
美
禰
子
と
並

行
的
な
存
在
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
ば
か
り
か
︑
戦
後
の
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生
活
難
や
そ
れ
に
と
も
な
う
い
ろ
い
ろ
な
問
題
の
割
切
れ
な
さ

を
︑
結
局
﹁
信
心
が
大
切
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
片
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
老
人
の
場
合
も
ま
た
︑
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
の
片
づ
か
ぬ
心

の
悩
み
を
教
会
行
き
で
処
置
し
よ
う
と
し
て
い
る
美
禰
子
の
場
合

と
︑
相
似
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
う
い
う
こ
と
の

さ
ま
ざ
ま
を
見
て
︑
そ
れ
を
或
る
程
度
確
実
に
描
き
上
げ
て
い
る

漱
石
が
︑
す
で
に
人
間
の
外
側
に
あ
っ
て
人
間
の
あ
り
方
を
規
定

し
て
い
る
も
の
の
問
題
に
触
れ
か
け
て
い
た
人
で
あ
っ
た
の
だ
か

ら
︑
そ
れ
ら
の
相
似
た
事
柄
の
意
味
を
も
少
し
考
え
て
み
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
ら
︑
そ
こ
に
ず
い
ぶ
ん
重
大
な
発
見
が
あ
り
得
た
の
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で
は
な
い
か
と
思
う
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
だ
け
の
写
実
主

義
的
沈
潜
は
な
く
て
︑
僅
か
に
主
人
公
三
四
郎
を
し
て
そ
の
三
つ

の
世
界
の
対
比
だ
け
を
問
題
に
さ
せ
て
い
る
の
は
︑
す
で
に
彼
自

身
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
意
味
を
︑
そ
の
客
観
的
な
事
態

そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
即
し
て
探
り
出
そ
う
と
す
る
態
度
を
欠
い

て
︑
そ
れ
を
持
合
せ
の
観
念
だ
け
で
安
易
に
処
理
し
よ
う
と
す
る

態
度
に
住
し
て
い
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
見
て
い
る
も
の
と

そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
解
釋
と
の
ズ
レ
が
︑
こ
う
し
て
必
至
の
も

の
と
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
で
に
﹃
坑
夫
﹄
に

お
い
て
人
間
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
外
側
の
力
と
い
う
も
の
に
触
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れ
か
け
て
い
た
作
者
が
︑
美
禰
子
を
在
る
が
如
く
に
動
か
せ
て
い

る
社
会
的
条
件
の
問
題
を
忘
れ
て
︑
ア
ン
コ
ン
シ
ァ
ス
・
ヒ
ポ
ク

リ
シ
ィ
と
い
う
︑
女
性
特
有
の
内
部
的
条
件
だ
け
に
よ
る
問
題
の

よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
な
ど
に
な
れ
ば
︑
そ
の
こ
と

は
殊
に
は
っ
き
り
し
よ
う
︒
そ
う
い
う
焦
点
の
打
ち
方
は
︑﹃
坑

夫
﹄
の
前
半
と
後
半
と
に
示
さ
れ
た
ズ
レ
を
︑
も
一
度
さ
ら
に
大

き
く
ひ
ろ
げ
て
見
せ
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
せ
っ
か

く
捉
え
て
い
る
題
材
の
意
味
を
︑
そ
の
解
釈
に
お
い
て
狭
く
片
寄

せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
そ
の
題
材
の
描
敍
に
︑
十

分
明
確
で
な
い
不
透
明
さ
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
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る
︒
宮
本
百
合
子
が
漱
石
に
筆
力
の
弱
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を

感
じ
て
い
た
の
も
︑
恐
ら
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
観
察

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

﹃
彼
岸
過
迄
﹄
に
な
る
と
︑
森
本
と
敬
太
郎
と
須
永
と
い
う
そ

れ
ぞ
れ
タ
イ
プ
の
違
っ
た
三
人
の
青
年
が
︑
そ
の
タ
イ
プ
︵
性
格
︶

の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
活
動
し
て
い
る
社
会
の
外

側
に
閉
め
出
さ
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
独
と
逸
脱
と
物
足
ら
な
さ

の
生
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
か
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
︒
し
か

も
︑
そ
の
活
動
す
る
社
会
に
君
臨
し
て
い
る
よ
う
な
実
業
家
田
口

は
︑
そ
の
三
人
の
一
人
で
あ
る
敬
太
郎
を
︑
何
か
わ
け
の
わ
か
ら
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ぬ
探
偵
類
似
の
仕
事
に
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
働
か
せ
た
り
︑
極

め
て
か
ん
た
ん
に
彼
に
位
置
を
与
え
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

人
間
を
そ
の
タ
イ
プ
︵
性
格
︶
の
相
違
な
ど
無
視
し
て
背
後
か
ら

操
り
動
か
し
て
い
る
力
の
本
体
と
か
︑
そ
う
い
う
本
体
の
世
界
に

は
ど
う
し
て
も
入
れ
な
い
人
間
の
あ
り
方
と
か
い
う
も
の
に
つ
い

て
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
な
い
作
品
の
世
界
だ
と
は
い

え
ま
い
と
思
う
︒
一
方
︑
そ
う
い
う
田
口
が
︑
血
筋
と
か
許
婚
の

口
約
と
か
い
う
も
の
に
縋
り
つ
こ
う
と
し
て
い
る
須
永
の
母
の
衰

残
の
封
建
的
感
情
を
無
視
し
て
︑
須
永
に
そ
の
娘
を
与
え
る
の
を

拒
否
す
る
な
ど
と
い
う
の
も
︑
か
な
り
象
徴
的
な
意
味
を
感
じ
さ
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せ
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
い
う
含
み
多

い
世
界
を
描
い
て
い
る
作
者
は
︑
そ
う
い
う
世
界
に
住
む
須
永
の

不
幸
の
理
由
を
︑
彼
が
実
際
は
そ
の
母
の
子
で
は
な
く
︑
父
と
小

間
使
い
と
の
間
に
生
れ
た
罪
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
そ
う
い
う

罪
の
子
で
あ
る
が
故
に
︑
結
婚
す
る
気
も
な
い
女
と
親
し
く
し
て

い
る
男
を
嫉
妬
し
て
︑
彼
の
頭
に
重
い
文
鎮
の
一
撃
を
与
え
る
こ

と
を
空
想
す
る
な
ど
と
い
う
︑
未
生
以
前
か
ら
の
盲
目
的
な
力
に

押
流
さ
れ
る
人
間
で
し
か
な
い
こ
と
と
に
︑
見
出
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
須
永
の
話
﹂
一
節
を
さ
え
し
め
く
く
る

に
は
足
り
ぬ
結
論
で
あ
っ
た
と
思
う
が
︑
し
か
も
そ
こ
で
そ
う
し
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た
結
論
に
到
達
し
た
作
者
が
︑
一
方
に
は
﹃
行
人
﹄
の
よ
う
な
作

品
に
傾
く
と
と
も
に
︑
他
方
に
は
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
の
よ
う
な
作
品
を

描
い
て
︑
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
原
罪
の
怖
ろ
し
さ
が
︑
死
に
よ
る
以

外
処
置
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
み
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
が
度
々
書
い
て
来
た
通
り
︑﹃
彼
岸
過

迄
﹄
の
最
後
に
提
示
さ
れ
た
離
れ
て
眺
め
る
態
度
か
ら
︑﹁
則
天

去
私
﹂
へ
の
思
慕
を
い
よ
い
よ
明
確
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
の
作
品
の
語
る
と
こ
ろ
が
︑
い
ず
れ
も
極
め
て

深
刻
な
心
の
消
息
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
れ
が

上
記
の
よ
う
な
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
世
界
全
体
に
対
す
る
総
括
的
な
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結
論
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
の
十
分
妥
当
な
展
開
と
も

い
え
ま
い
︒
も
う
く
ど
く
ど
と
述
べ
て
い
る
余
白
が
な
い
が
︑
原

罪
と
か
我
執
と
か
い
う
も
の
も
︑
実
は
す
で
に
﹃
猫
﹄
に
も
か
な

り
色
濃
く
押
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑﹃
虞
美

人
草
﹄
の
藤
尾
が
﹁
我
執
の
女
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
こ
と
も
︑
恐
ら
く
周
知
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
う
し
て
早
く
か

ら
持
合
せ
て
い
た
観
念
を
実
証
す
る
た
め
か
の
よ
う
に
︑
写
実
主

義
的
探
求
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
漱
石
の
作
品
が
︑
そ
の
写

実
主
義
が
触
れ
か
け
て
い
た
問
題
の
す
べ
て
を
掬
尽
し
た
結
論
に

到
達
し
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
︑
こ
う
見
て
来
れ
ば
い
よ
い
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よ
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
早
く
明
治
四
十
三
年
の
昔
に
︑
武
者

小
路
實
篤
に
よ
っ
て
︑﹁
結
局
運
河
だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で

評
さ
れ
た
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
や
︑
そ
の
参
禅
の
唐
突
さ
で
正
宗
白
鳥

を
怒
ら
せ
た
﹃
門
﹄
な
ど
が
︑
そ
う
い
う
構
成
上
の
不
十
分
さ
や

無
理
を
孕
む
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
そ
れ
だ
け
の
説
明
か
ら
で
も

推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
三
四
郎
﹂
で
野
々
宮

さ
ん
の
光
線
の
圧
力
を
試
験
す
る
装
置
の
話
を
き
い
た
廣
田
先
生

が
︑﹁
物
理
学
者
も
結
局
自
然
派
だ
﹂
と
い
う
よ
う
な
怪
気
熖
を

あ
げ
て
︑
列
席
の
人
々
を
煙
に
ま
い
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
い
ろ
い

ろ
の
装
置
を
設
け
る
こ
と

︱
文
学
で
い
え
ば
即
ち
作
品
の
虚
構
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性
が
︑
ど
こ
ま
で
も
自
然
や
真
実
を
探
り
生
か
す
た
め
の
︑
そ
の

意
味
で
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
︑
や
が
て
こ
う
し
た
漱
石
の
題
材
の
取
扱
い
方
や
作
品
構

成
法
上
の
問
題
と
︑結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
う
い
う
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ど
う
か
す
る
と
当
時
の
自
然

主
義
作
家
一
般
な
ど
よ
り
深
く
広
い
写
実
主
義
的
諦
視
を
示
し
た

漱
石
が
︑
も
一
つ
正
し
く
十
分
な
写
実
主
義
的
態
度
へ
の
徹
底
を

持
っ
て
い
た
ら
と
︑
惜
し
ま
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

と
思
う
︒
そ
う
い
う
点
で
は
︑
漱
石
は
明
か
に
自
然
派
を
通
り
越

し
た
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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最
後
に
︑
そ
う
い
う
探
求
と
実
験
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
動
か
ぬ
信
念
な
い
し
願
望
と
さ
れ
た
﹁
則
天
去
私
﹂
へ
の
思

慕
が
︑
そ
の
過
程
に
お
い
て
上
記
の
通
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
無

視
し
た
結
果
の
結
論
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
な
お
検
討

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然
だ
ろ

う
︒﹃
坑
夫
﹄
に
お
い
て
人
間
を
動
か
し
変
え
る
外
部
の
力
に
触

れ
た
人
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代
助
の
不
安
が
あ
あ
し
た
生
の
要
求

と
外
部
と
の
触
着
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
人
︑
ロ
シ

ア
文
学
の
不
安
を
上
記
の
よ
う
に
解
釋
し
て
見
せ
た
人
が
︑
や
が
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て
主
体
的
な
我
執
や
原
罪
に
の
み
す
べ
て
の
根
本
を
見
る
よ
う
に

な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
れ
が
設
定
さ
れ
た
生
の
態
度
で
あ
っ
た
と

い
う
だ
け
で
も
︑
何
か
腹
ふ
く
れ
ぬ
思
い
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
は

な
い
か
︒
そ
れ
が
当
然
一
種
の
自
己
放
棄
で
あ
っ
て
し
か
も
上
記

の
通
り
厳
し
い
倫
理
的
要
求
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
点
そ
の
他
︑

な
お
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
く
あ
る
わ
け
だ

が
︑
例
に
よ
っ
て
紙
数
を
超
過
し
た
模
様
な
の
で
︑
そ
れ
は
ま
た

機
会
が
あ
っ
た
折
に
譲
ろ
う
︒
不
備
と
︑﹁
二
三
の
問
題
﹂
な
ど

と
表
題
し
な
が
ら
︑
書
い
て
い
る
間
に
い
つ
の
間
に
か
漱
石
に
つ

い
て
の
一
つ
の
素
描
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
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を
︑
謹
ん
で
お
詑
び
申
上
げ
る
︒︵
二
十
五
年
十

一
月
﹁

学
﹂

︶
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