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明
治
三
十
八
年
﹃
猫
﹄
の
第
一
回
と
﹃
倫
敦
塔
﹄
と
が
発
表
さ

れ
て
か
ら
大
正
五
年
﹃
明
暗
﹄
が
書
き
さ
し
の
ま
ま
中
絶
さ
れ
る

ま
で
と
い
う
時
期
は
︑
ち
ょ
う
ど
自
然
主
義
の
確
立
か
ら
一
応
の

円
熟
に
到
達
す
る
ま
で
の
時
期
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
︒

島
崎
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄︵
三
十

九
年

︶
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
自
然
主

義
は
︑
そ
の
後
田
山
花
袋
の
﹃
蒲
団
﹄︵
四
十

年

︶
を
経
て
そ
の
傾

向
に
化
せ
ら
れ
た
徳
田
秋
聲
の
﹃
新
世
帯
﹄︵
四
十

一
年

︶
そ
の
他
に

よ
る
そ
の
派
へ
の
参
加
や
︑
國
木
田
獨
歩
の
﹃
竹
の
木
戸
﹄︵
同上

︶
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や
﹃
二
老
人
﹄︵
同上

︶
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
一
つ
の
周
期
を
終
っ

た
と
も
い
え
る
︒
自
我
解
放
の
た
め
の
闘
い
に
立
上
っ
た
﹃
破
戒
﹄

の
道
が
﹃
蒲
団
﹄
に
お
い
て
解
放
な
ど
容
易
に
望
み
得
ぬ
が
故
の

焦
慮
に
後
退
し
た
あ
げ
く
︑
そ
う
し
た
解
放
へ
の
意
欲
な
ど
す
べ

て
放
棄
し
て
︑
閉
じ
き
ら
れ
た
生
の
薄
暗
さ
を
た
だ
静
か
に
眺
め

よ
う
と
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
秋
聲
の
諸
作
や
︑
獨
歩
の
上

記
諸
作
に
示
さ
れ
た
諦
観
な
ど
に
と
落
ち
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
︒
四
十
二
年
前
後
を
境
と
し
て
そ
の
派
そ
の
も
の
が
分
化
期
に

入
る
と
と
も
に
︑
い
わ
ゆ
る
反
自
然
主
義
の
波
が
高
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
の
も
︑
む
ろ
ん
そ
れ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
現
象
だ
っ
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た
︒が

︑
周
知
の
通
り
自
然
主
義
の
歴
史
は
そ
れ
で
終
っ
た
の
で

な
く
︑﹃
蒲
団
﹄
に
次
い
で
書
か
れ
た
﹃
生
﹄︵
四
十

一
年

︶
か
ら
﹃
妻
﹄

︵
四
十

二
年

︶
を
経
て
﹃
田
舎
教
師
﹄︵
同上

︶
に
行
く
間
に
︑
花
袋
も
あ

る
程
度
客
観
主
義
の
態
度
に
徹
し
て
︑
家
と
残
存
封
建
性
の
問
題

や
解
放
思
想
と
帝
国
主
義
的
軍
国
思
想
と
の
矛
盾
な
ど
を
捉
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
︑﹃
春
﹄︵
四
十

一
年

︶
で
告
白
体
に
傾
い
た
藤

村
も
次
の
大
作
﹃
家
﹄︵
四
十

三
年

︶
で
は
︑
或
る
程
度
そ
の
﹃
春
﹄
と

﹃
破
戒
﹄
を
止
揚
し
た
よ
う
な
か
た
ち
の
中
に
家
の
問
題
を
見
つ

め
尽
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
然
主
義
文
学
と
し
て
の
一
つ
の
絶
頂
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を
画
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
そ
の
派
の
新
進

作
家
と
し
て
登
場
し
た
正
宗
白
鳥
や
眞
山
青
果
が
︑
そ
れ
ら
の

人
々
よ
り
も
一
層
鋭
い
批
判
主
義
を
も
っ
て
︑
人
生
の
空
し
さ
や

人
間
の
愚
劣
さ
を
剔
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
︑
そ
う
い
う

風
潮
が
秋
聲
を
さ
え
動
か
し
て
︑
彼
に
も
若
干
の
批
判
主
義
的
傾

向
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義

文
学
運
動
と
し
て
の
頂
角
は
む
ろ
ん
こ
の
時
期
に
認
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
の
頂
角
的
な
時
期
に
お
い
て
主
知
的
な
批
判
主
義
を

領
略
し
た
と
は
い
っ
て
も
︑
そ
の
傾
向
に
最
も
深
く
徹
し
て
い
た
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と
見
ら
れ
る
白
鳥
さ
え
︑
早
く
﹃
妖
怪
画
﹄︵
四
十

一
年

︶
や
﹃
地
獄
﹄

︵
四
十

二
年

︶
の
頃
か
ら
人
生
を
何
か
し
ら
え
た
い
の
知
れ
ぬ
不
気
味

、
、
、

さ
を
持
つ
と
こ
ろ
と
感
じ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
不
気
味
さ
の
正
体

を
明
確
化
す
る
だ
け
の
知
性
は
持
ち
合
せ
て
い
な
か
っ
た
の
だ

し
︑そ
こ
に
自
然
主
義
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
︑

こ
の
派
の
批
判
主
義
は
結
局
彼
等
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
壁
の
正

体
を
見
究
め
る
こ
と
が
出
来
ず
︑
従
っ
て
無
理
想
無
解
決
の
生
の

不
安
や
怖
れ
に
沈
湎
し
た
あ
げ
く
︑
圧
し
歪
め
ら
れ
た
人
間
の
す

が
た
を
静
か
に
突
放
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
だ
け
の
結
論
に
落
着

い
た
の
で
あ
る
︒
秋
聲
の
﹃
あ
ら
く
れ
﹄︵
大
正

四
年

︶
や
白
鳥
の
﹃
死
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者
生
者
﹄︵
同
五

年

︶
な
ど
を
そ
う
い
う
結
論
的
な
場
所
で
の
代
表
作

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
︑そ
れ
ら
の
作
品
が
出
た
頃
に
な
る
と
︑

花
袋
も
そ
の
平
面
描
写
論
に
徹
底
し
た
か
た
ち
の
﹃
一
兵
卒
の
銃

殺
﹄︵
大
正

六
年

︶
な
ど
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
︑
藤
村
も
ま

た
﹃
桜
の
実
の
熟
す
る
時
﹄︵
同年

︶
な
ど
で
本
格
的
な
客
観
主
義

小
説
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
少
し
後

に
は
傑
作
﹃
あ
る
女
の
生
涯
﹄︵
大
正

十
年

︶
な
ど
も
生
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
︒
花
袋
の
宗
教
へ
の
傾
き
や
藤
村
の
新
現
実
主
義

的
傾
向
へ
の
転
身
な
ど
︑な
お
残
さ
れ
た
揺
蕩
は
あ
っ
た
け
れ
ど
︑

自
然
主
義
の
自
然
主
義
と
し
て
の
歴
史
は
︑
以
上
の
よ
う
に
見
て
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来
る
時
︑
こ
の
大
正
五
・
六
年
中
心
の
時
期
に
︑
一
応
の
ピ
リ
オ

ド
を
打
つ
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
の
周
期
と
正

に
重
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
﹃
猫
﹄
以
来
の
漱
石
の
道
は
︑
そ
う

い
う
自
然
主
義
の
歴
史
と
は
い
ろ
い
ろ
の
点
で
食
違
っ
て
い
な
が

ら
︑
一
面
に
は
ま
た
か
な
り
微
妙
に
か
ら
み
合
っ
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
う
い
う
点
を
少
し
調
べ
て
み
る
と
︑
彼
は
そ
の
作
﹃
猫
﹄
に

よ
っ
て
︑
自
分
の
生
を
梗
塞
す
る
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
は
げ

し
い
憤
り
と
軽
蔑
と
を
叩
き
つ
け
な
が
ら
︑
反
面
自
分
自
身
の
無

力
さ
を
痛
感
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
あ
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ら
ゆ
る
文
化
の
発
展
が
他
を
凌
ご
う
と
す
る
我
執
的
な
意
欲
の
集

積
な
の
で
あ
る
こ
と
を
憎
悪
し
な
が
ら
︑
自
分
自
身
︵
苦
沙
彌
先

生
︶
も
ま
た
一
個
の
我
執
人
で
し
か
な
い
こ
と
に
深
い
絶
望
を
感

じ
て
い
る
︒
そ
の
絶
望
と
無
力
感
と
が
彼
を
俳
諧
的
な
笑
い
に
逃

げ
こ
ま
せ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
正
に
自
然
主
義
の
ぶ
つ
か
っ
た

絶
望
そ
の
も
の
の
中
か
ら
出
発
し
た
漱
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
思

わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
︒そ
う
い
う
絶
望
と
無
力
感
と
を
踏
ま
え
︑

現
実
へ
の
現
実
主
義
的
関
心
を
す
て
て
︑
豊
か
に
楽
し
い
情
趣
の

世
界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
﹃
草
枕
﹄︵
三
十

九
年

︶
か
ら
﹃
三
四
郎
﹄

︵
四
十

一
年

︶
な
ど
に
か
け
て
の
作
者
が
︑
新
浪
漫
主
義
の
作
家
を
も



13

っ
て
称
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
︑
一
面
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
う
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
小
説
家
と
し
て
の
出
発
の
時
期
は

﹃
破
戒
﹄
と
同
じ
で
も
︑
実
質
的
に
は
自
然
主
義
の
行
詰
り
を
承

け
て
立
上
っ
た
よ
う
な
︑
そ
ん
な
位
置
を
し
め
る
漱
石
だ
っ
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
頃
の
彼
は
︑
そ
う
い
う
無
力
感
や
絶
望

を
彼
自
身
に
と
っ
て
の
究
極
の
問
題
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ

た
︒﹃
猫
﹄
の
或
る
部
分
に
つ
い
て
畔
柳
芥
舟
宛
に
﹁
こ
れ
は
自

分
の
一
面
の
感
想
だ
﹂
と
書
き
︑﹃
草
枕
﹄
に
つ
い
て
も
森
田
草

平
宛
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
の
で
も
明
瞭
な
よ
う
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に
︑
そ
の
頃
の
彼
は
ま
だ
自
分
自
身
の
世
界
を
ほ
ん
と
に
つ
き
つ

め
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
だ
か
ら
一
方
に
﹃
草
枕
﹄
の
よ
う
な
絶
望
的
な
逃
避
を
姿

勢
し
た
作
品
を
示
し
て
し
な
が
ら
︑
他
方
に
は
﹃
坊
つ
ち
ゃ
ん
﹄

︵
三
十

九
年

︶
や
殊
に
﹃
野
分
﹄︵
四
十

年

︶
の
よ
う
な
積
極
的
な
闘
い
の
気

組
を
盛
り
こ
ん
だ
作
品
を
も
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
後
者
の
場

合
に
は
﹃
破
戒
﹄
か
ら
少
く
と
も
そ
う
い
う
気
組
や
態
度
の
上
で

の
鼓
舞
や
示
唆
を
受
け
て
い
る
事
実
を
さ
え
示
す
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
そ
の
頃
は
ま
だ
ほ
ん
と
の
行

き
づ
ま
り
を
感
ず
る
ま
で
に
打
砕
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
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こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
自
分
自
身
の
世
界
を
ほ
ん
と
に

つ
き
つ
め
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
一
つ
に
は
そ
の
頃
の
彼
が
︑
文
学
を
彼
自
身
に
と
っ
て

絶
対
の
︑
ど
う
し
て
も
そ
こ
を
通
り
越
さ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

の
︑
従
っ
て
全
身
的
に
の
め
り
込
ん
で
行
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

問
題
と
の
格
闘
の
場
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
︑
考
え
る
と
こ
ろ
ま

で
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
だ
っ
た
︒
文
学

が
自
分
自
身
の
生
の
道
を
き
り
ひ
ら
こ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で

は
な
く
て
︑
現
に
自
分
の
抱
い
て
い
る
思
想
︵
観
念
︶
で
現
実
を
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裁
こ
う
と
し
た
り
︑
題
材
を
都
合
よ
く
配
列
し
た
り
人
物
を
傀
儡

化

︱
な
い
し
恣
意
的
に
抽
象
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

一
面
的
な
感
懐
や
思
い
つ
き
を
語
ろ
う
と
し
た
り
す
る
だ
け
の
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
旧
め
か
し
い
物
語
的

性
格
と
通
俗
性
と
が
そ
の
頃
の
漱
石
の
作
品
に
は
つ
い
て
廻
ら
ず

に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
己
を
つ
き
放
し
て
対
象
化
す
る

こ
と
︑
な
い
し
自
分
自
身
が
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
当
面
の
課
題

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
近
代
文
学
の
近
代
文
学
と
し

て
の
特
質
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
う
し
て
ま
だ

そ
こ
ま
で
は
到
ら
ぬ
も
の
の
多
く
を
残
し
て
い
た
漱
石
の
文
学
意
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識
は
︑
そ
れ
だ
け
前
近
代
的
な
旧
さ
を
残
し
て
い
た
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
う
い
う
意
識
が
︑
彼
に
と
っ
て
最
も
根
本
的

な
︑
ど
う
し
て
も
そ
こ
を
避
け
て
は
過
ご
せ
な
い
課
題
を
︑
彼
自

身
の
文
学
の
対
象
と
し
て
選
ば
せ
る
か
わ
り
に
︑
一
歩
も
二
歩
も

後
退
し
た
と
こ
ろ
で
︑
も
っ
と
﹁
余
裕
の
あ
る
態
度
﹂
に
﹁
遊
ば

せ
る
﹂
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
の
だ
︒
上
記
の
よ
う
な
新
し
い
課

題
を
孕
ん
で
い
た
﹃
猫
﹄
さ
え
︑
そ
の
た
め
そ
の
課
題
そ
の
も
の

と
ま
と
も
に
取
組
ん
だ
作
品
と
は
な
ら
ず
︑
結
局
多
く
の
遊
び
を

、
、
、

含
ん
だ
滑
稽
文
学
と
し
て
の
域
を
出
る
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
教
職
を
去
っ
て
専
門
の
作
家
と
な
っ
た
た
め
に
︑
ま
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と
も
に
彼
の
全
力
を
出
し
き
っ
て
み
よ
う
と
し
た
﹃
虞
美
人
草
﹄

︵
四
十

年

︶
が
︑
そ
れ
故
に
猫
と
相
似
た
憤
り
と
絶
望
的
な
無
力
感

と
に
引
裂
か
れ
た
作
者
自
身
の
す
が
た
を
そ
れ
と
な
く
髣
髴
さ
せ

る
も
の
に
な
っ
て
い
な
が
ら
︑
作
品
の
性
格
と
し
て
は
極
め
て
啓

蒙
的
な
︑
従
っ
て
作
者
自
身
の
疑
惑
な
ど
ど
こ
に
も
影
さ
し
て
い

な
い
ほ
ど
︑
割
切
れ
た
通
俗
的
作
為
の
物
語
に
な
っ
て
い
た
こ
と

な
ど
に
も
︑
そ
う
い
う
作
者
の
す
が
た
は
端
的
に
う
か
が
わ
れ
た

わ
け
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
明
か
に
生
の
根
本
的
な
問
題
に
ぶ
つ
か
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
物
語
作
者
の
態
度
で
あ
り
︑
従
っ
て
そ
れ

が
と
も
す
れ
ば
こ
の
作
者
を
自
然
主
義
以
前
の
旧
い
作
家
で
あ
る
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か
に
印
象
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
は
げ
し
い
怒
り

と
無
力
感
と
に
分
裂
し
て
い
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
分
裂
の
苦
悩
な

ど
と
は
こ
う
し
て
全
然
風
馬
牛
で
あ
る
か
の
態
度
を
示
し
て
い
た

こ
と
が
︑
彼
の
文
学
史
上
に
お
け
る
位
置
を
︑
単
純
に
は
片
づ
け

き
れ
な
い
む
ず
か
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
︒
自
然
主

義
以
前
の
人
の
よ
う
で
も
あ
り
︑
以
後
の
人
の
よ
う
で
も
あ
っ
た

の
だ
か
ら
︒

そ
う
い
う
錯
雑
は
︑﹃
坑
夫
﹄︵
四
十

一
年

︶
や
﹃
夢
十
夜
﹄︵
同上

︶
と

﹃
そ
れ
か
ら
﹄︵
四
十

二
年

︶
と
の
間
に
も
見
出
さ
れ
る
︒﹃
虞
美
人
草
﹄

や
﹃
三
四
郎
﹄
を
経
た
後
の
︑
い
わ
ば
彼
に
と
っ
て
の
第
二
の
出
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発
点
と
も
見
ら
れ
る
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
は
︑
同
時
に
彼
に
お
け
る
自

然
主
義
的
開
眼
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
︒
自
分
自

身
の
本
質
的
な
要
求
に
生
き
よ
う
と
し
た
代
助
が
︑
そ
れ
を
強
く

決
意
し
て
立
上
り
な
が
ら
︑
そ
の
瞬
間
に
周
囲
の
社
会
と
の
触
着

を
ひ
ど
く
怖
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
︑
三
千
代
に
鋭
く
た
し
な
め
ら

れ
る
ほ
ど
︑
醜
く
動
揺
し
て
い
る
か
た
ち
は
︑
直
ち
に
﹃
破
戒
﹄

と
そ
の
結
末
と
を
思
わ
せ
よ
う
︒
自
分
を
明
か
に
し
て
強
く
そ
の

本
質
に
生
き
よ
う
と
し
た
丑
松
が
︑
そ
の
決
意
を
行
動
に
移
す
と

同
時
に
よ
ろ
め
い
て
︑
膝
と
額
を
床
に
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
か

た
ち
は
︑
右
の
よ
う
な
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
結
末
と
正
に
重
ね
写
真
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の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
え
い
え
そ
う
で
は
な
い
か
︒
そ
う
い
う
点

か
ら
い
え
ば
︑
漱
石
は
自
然
主
義
が
分
化
期
に
入
り
か
け
た
頃
に

な
っ
て
︑
そ
の
派
の
早
く
か
ら
取
上
げ
て
い
た
課
題
に
︑
よ
う
や

く
正
面
き
っ
て
ぶ
つ
か
ろ
う
と
す
る
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
と
も
︑
見
ら
れ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
先
行
し
た

﹃
坑
夫
﹄
で
は
︑﹃
猫
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
無
力
感
に
一
歩
を

進
め
て
︑
個
性
と
か
統
一
さ
れ
た
性
格
と
か
い
う
も
の
を
持
ち
得

な
い
人
間
の
弱
さ
と
頼
り
な
さ
と
を

︱
つ
ま
り
人
間
の
分
裂
性

を
鋭
く
見
つ
め
る
と
同
時
に
︑﹃
夢
十
夜
﹄
で
は
そ
う
い
う
無
力

さ
と
手
を
つ
な
ぎ
合
っ
た
生
の
怖
れ
や
不
安
の
感
覚
な
ど
を
︑
そ
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の
由
来
を
も
こ
め
て
出
来
る
だ
け
深
く
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
っ
た
︒そ
れ
は
上
記
の
白
鳥
な
ど
と
同
じ
題
目
に
触
れ
な
が
ら
︑

一
歩
深
く
そ
の
由
来
を
も
見
究
め
よ
う
と
す
る
態
度
が
︑
そ
の
頃

す
で
に
漱
石
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
思
わ
せ

る
に
足
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
次
の
﹃
三
四
郎
﹄

で
は
む
し
ろ
﹃
草
枕
﹄
風
に
﹁
か
ぶ
れ
甲
斐
の
あ
る
空
気
﹂
の
世

界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
に
傾
い
た
あ
げ
く
︑
一
転
し
て

上
記
の
よ
う
な
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
世
界
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

自
然
主
義
を
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
︑
そ
れ
を
後
か
ら
追
い
か

け
つ
つ
あ
る
よ
う
な
趣
と
の
か
ら
み
合
い
が
︑
そ
こ
に
も
ま
た
見
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出
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
漱
石
は
こ
の
期
に
入
っ

て
も
や
は
り
ま
だ
そ
の
作
家
と
し
て
の
態
度
に
お
い
て
動
か
ぬ
人

に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
が
一
面
動
か
ぬ
事
実
で
あ
っ
た
に
し
て
も
︑﹃
そ
れ

か
ら
﹄
と
い
う
作
品
は
必
ず
し
も
上
記
の
よ
う
に
の
み
見
ね
ば
な

ら
ぬ
作
品
な
の
で
は
な
か
っ
た
︒
早
く
﹃
猫
﹄
に
お
い
て
無
力
さ

や
我
執
的
な
自
分
へ
の
鋭
い
自
意
識
を
示
し
て
い
た
作
者
は
﹃
虞

美
人
草
﹄
に
お
い
て
彼
自
身
の
主
張
を
全
面
的
に
提
示
し
よ
う
と

し
た
結
果
︑﹃
猫
﹄
の
後
し
ば
ら
く
の
間
は
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に

な
っ
て
い
た
無
力
感
や
我
執
の
問
題
を
︑
と
に
も
か
く
に
も
表
面
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に
押
出
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
の
﹃
坑
夫
﹄
や
﹃
夢
十
夜
﹄

は
︑だ
か
ら
上
記
の
無
力
感
そ
の
も
の
を
当
面
の
主
題
と
し
た
り
︑

不
安
や
怖
れ
の
奥
に
我
執
と
か
原
罪
意
識
と
か
い
う
も
の
を
仄
め

か
し
た
り
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
次
い
で
書
か
れ
た

﹃
三
四
郎
﹄
は
︑
そ
れ
が
一
面
﹁
か
ぶ
れ
甲
斐
あ
る
空
気
﹂
の
漂

う
世
界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
そ
う
い
う
主
題
的
な
関
連
か
ら
い
え
ば
︑
人
間
の
動
か
さ
れ

や
す
さ
と
そ
れ
故
の
信
頼
し
が
た
さ
と
を
︑
そ
う
し
た
﹁
空
気
﹂

の
中
に
そ
っ
と
包
ん
だ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
展
開
を
承
け
た
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
も
︑
だ
か
ら
実
際
は
上
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記
の
よ
う
な
触
着
そ
の
も
の
を
当
面
の
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
は

な
く
︑
そ
う
し
て
人
間
を
動
か
す
力
が
ど
こ
に
あ
る
か
を

︱
従

っ
て
生
の
不
安
や
怖
れ
が
何
故
に
生
れ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
︑

探
求
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
究
極
の
意
図
を
持
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
人
間
の
動
か
さ
れ
や
す

さ
と
そ
れ
故
の
信
頼
し
が
た
さ
と
を
思
う
が
故
に
︑
廣
田
さ
ん
を

半
隠
逸
的
な
﹁
批
評
家
﹂
と
い
う
境
涯
に
逃
げ
こ
ま
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
﹃
三
四
郎
﹄
の
作
者
は
︑
こ
う
し
て
人
間
が
﹁
自

然
﹂
の
命
ず
る
ま
ま
に
生
き
る
と
い
う
︑
正
に
そ
の
事
の
中
に
︑

周
囲
と
の
触
着
の
必
然
も
不
安
や
怖
れ
の
由
来
も
︑
含
ま
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
こ
と
を
語
る
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
作
者
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
後
の
作
者
の
道
が
︑
そ
う
し
て
怖
ろ
し
く
危

い
も
の
を
含
ん
で
い
る
人
間
の
本
質
︵
即
ち
自
分
自
身
の
本
体
︶

が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
︑
徹
底
的
に
探
り
尽
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
︑
こ
れ
は
単
純
に
﹃
破
戒
﹄
と
の
重

ね
写
真
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
︑
少
く
と
も
自
照
性
へ
の
数
段
の

徹
底
と
︑
従
っ
て
自
意
識
︵
自
己
批
判
︶
時
代
へ
の
漱
石
の
新
し

い
出
発
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
考
え
ら
れ
て
も
い
い
こ

と
に
な
る
わ
け
だ
ろ
う
と
思
う
︒﹃
虞
美
人
草
﹄
か
ら
﹃
三
四
郎
﹄

に
か
け
て
︑
な
お
旧
め
か
し
い
作
為
主
義
の
文
学
意
識
は
残
し
て
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い
て
も
︑
と
に
か
く
そ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
お
い
て
自
分
自
身
の

主
張
を
出
来
る
だ
け
整
理
し
て
み
た
こ
と
が
︑
そ
う
い
う
転
換
の

そ
も
そ
も
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
い
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
︒
そ
の
意
味
で
は
こ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
か
ら
﹃
そ
れ
か
ら
﹄

に
か
け
て
が
︑
漱
石
の
旧
殼
を
脱
し
て
近
代
作
家
に
生
れ
か
わ
ろ

う
と
し
た
︑
重
大
な
過
渡
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
そ
う
い
う
過
程
を
経
て
開
始
さ
れ
た
漱
石
の
自
己
追

求
が
︑
結
局
﹃
猫
﹄
以
来
彼
の
意
識
に
ち
ら
つ
い
て
い
た
我
執
の

怖
ろ
し
さ
や
そ
れ
の
不
可
厭
離
性
を
確
認
し
て
︑
そ
れ
故
に
﹁
則

天
去
私
﹂
の
あ
り
が
た
さ
を
思
う
と
こ
ろ
に
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
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こ
と
は
︑
誰
で
も
知
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
文

学
面
か
ら
い
え
ば
︑﹁
私
﹂︵
我
執
・
小
我
︶
を
去
っ
て
﹁
天
﹂︵
叡

知
・
大
我
︶
に
つ
く
こ
と
へ
の
要
請
と
見
ら
れ
る
し
︑
漱
石
自
身

も
生
涯
そ
の
気
も
ち
を
完
全
に
棄
て
き
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た

け
れ
ど
︑
少
く
と
も
﹃
道
草
﹄︵
大
正

四
年

︶
か
ら
﹃
明
暗
﹄
に
か
け
て

の
彼
は
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
半
ば
乗
越
し
か
け
て
︑
諦
観
的
な

が
ら
一
種
の
明
る
い
悟
達
に
入
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
一
面
を
も
示

し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
そ
の
仄

か
な
露
頭
が
見
え
て
い
た
主
張
を
発
展
さ
せ
て
︑
人
間
の
よ
き
意

志
と
か
高
い
も
の
へ
の
憬
れ
と
か
い
う
も
の
は
︑
し
ょ
せ
ん
は
罪
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と
か
我
執
と
か
い
う
も
の
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
人

間
は
皆
高
い
目
標
を
見
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ
へ
の
到
達
は
結
局
我

執
的
・
相
剋
的
な
過
程
を
通
し
て
す
る
ほ
か
仕
方
が
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
だ
︑
そ
れ
が
人
間
の
自
然
な
の
だ
と
い
う
の
が
︑

そ
こ
に
示
さ
れ
た
諦
観
の
内
容
だ
っ
た
︒
そ
う
で
し
か
あ
り
得
な

い
人
間
の
自
然
を
悲
し
む
気
も
ち
が
︑
最
後
の
作
品
で
あ
る
﹃
明

暗
﹄
に
も
な
お
裁
く
気
も
ち
や
怖
れ
や
不
安
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に

し
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
︑
そ
れ
を
も
う
一
歩
つ
き
つ
め
れ
ば
︑
我

執
的
な
相
剋
の
暗
さ
を
通
し
な
が
ら
の
明
る
い
調
和
︵
達
成
︶
を
︑

髣
髴
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
我
執
の
断
滅
を
要
請
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す
る
か
に
見
え
る
則
天
去
私
の
言
葉
は
︑
こ
う
し
て
結
局
そ
う
し

た
調
和
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
﹁
あ
な
た
ま
か
せ
﹂
の
心
境
に
と
︑

結
び
つ
い
て
行
か
ず
に
は
い
な
い
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
く
ま
で
の
漱
石
の
苦
闘
は
︑
深
刻
悲
痛

を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
そ
う
し
て
到
達
さ
れ
た
心
境
が
極

め
て
深
く
澄
ん
だ
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
も
︑﹃
明
暗
﹄

そ
の
も
の
が
示
し
て
い
た
︒
そ
れ
が
も
う
一
段
澄
み
き
っ
た
と
し

た
ら
︑
は
げ
し
い
闘
争
と
相
剋
と
を
孕
み
な
が
ら
展
開
し
て
行
く

人
生
の
歴
史
を
︑
静
か
に
つ
き
放
し
て
眺
め
渡
し
た
よ
う
な
作
品
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が
︑
そ
こ
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ろ
う
︒
瀧
澤
克
巳
が

漱
石
文
学
の
究
極
に
大
き
な
叙
事
文
学
を
予
想
し
て
い
た
の
も
︑

そ
の
意
味
で
は
決
し
て
失
当
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
は
︑
一
方
か
ら
い
え
ば
︑
そ
う
し
た
我
執
的
な
相
剋

や
闘
争
を
通
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
世
相
や
歴
史
の
発
展
を
︑

そ
れ
に
対
す
る
う
と
ま
し
さ
と
無
力
感
と
の
入
り
ま
じ
っ
た
複
雑

な
心
境
か
ら
︑
絶
望
的
な
か
ん
し
ゃ
く
と
笑
い
と
を
も
っ
て
眺
め

渡
す
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
﹃
猫
﹄
の
世
界
を
︑
心
境
的
な
深
ま
り

故
の
静
か
な
微
笑
を
も
っ
て
も
う
一
度
眺
め
か
え
す
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
の
と
︑
何
の
違
い
も
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
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な
ろ
う
︒
触
着
の
焦
ら
立
た
し
さ
に
疲
れ
て
︑﹁
王
者
の
民
は
蕩
々

た
り
﹂
の
心
境
的
平
安
を
ひ
そ
か
に
望
ん
で
い
た
﹃
猫
﹄
の
作
者

が
︑
結
局
そ
う
し
て
所
期
し
た
通
り
の
﹁
あ
な
た
ま
か
せ
﹂
の
心

境
的
平
安
に
到
達
し
か
け
た
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
漱
石
は
そ
の
出
発
以
来
一
歩
も
前
進
し
な
か
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
︑
事
実
ま
た
︑
そ
の
思
想
の
一
面

を
他
に
も
強
要
し
よ
う
と
し
た
初
期
時
代
の
二
三
作
を
別
に
す
れ

ば
︑
或
る
意
味
で
は
彼
に
お
け
る
自
然
主
義
的
出
発
と
見
ら
れ
た

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
お
い
て
さ
え
︑
実
際
は
上
記
の
通
り
外
に
対
し

て
闘
い
を
挑
も
う
と
し
た
の
で
は
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
内
に
自
ら
吟
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味
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
く
ら
い
だ
か

ら

︱
つ
ま
り
彼
自
身
の
解
放
の
た
め
に
闘
お
う
と
す
る
意
欲
は

そ
の
際
に
さ
え
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
く
ら
い
な
の
だ
か

ら
︑
そ
の
さ
き
に
心
境
の
深
ま
り
は
あ
り
得
て
も
一
歩
の
前
進
も

あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
︑
当
然
の
帰
結
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒
往
々
に
し
て
処
女
作
に
そ
の
作
者
の
す
べ
て
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
︑
漱
石
な
ど
正
に
そ
う
い
う
場
合

の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒

し
か
も
︑
そ
う
い
う
結
果
が
生
れ
て
い
る
こ
と
に
は
︑
彼
の
作

家
と
し
て
の
方
法
の
問
題
が
や
は
り
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
︒
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﹃
三
四
郎
﹄
や
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
を
経
た
後
の
作
者
は
︑
著
し
く
写

実
主
義
に
傾
い
た
と
い
わ
れ
る
︒﹃
道
草
﹄
で
は
つ
い
に
自
然
主

義
に
屈
服
し
た
と
さ
え
い
わ
れ
た
︒
が
︑
そ
う
い
う
後
期
の
作
品

の
場
合
で
も
︑
彼
は
決
し
て
ほ
ん
と
の
写
実
主
義
作
家
と
な
り
得

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
現
実
を
諦
視
し
て
そ
こ
に
探
り
得
た

客
観
的
な
理
法
そ
の
も
の
に
根
本
的
な
生
の
依
拠
を
見
出
そ
う
と

す
る
態
度
は
︑
つ
い
に
彼
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
く
か
わ
り
に
︑
彼
は
や
は
り
彼
自
身

の
懐
抱
す
る
思
想
や
観
念
を
出
来
る
だ
け
現
実
に
即
し
て
実
証
し

よ
う
と
す
る
だ
け
の
態
度
に
︑
止
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
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実
験
で
は
あ
り
得
て
も
正
し
い
意
味
の
写
実
で
は
あ
り
得
ぬ
こ
と

は
︑
恐
ら
く
多
く
の
説
明
を
要
す
ま
い
︒
と
い
っ
て
も
︑﹃
三
四

郎
﹄
と
か
﹃
彼
岸
過
迄
﹄︵
四
十

五
年

︶
と
か
い
う
作
品
で
は
︑
一
面
そ

う
し
た
態
度
を
脱
却
し
か
け
て
い
る
か
の
趣
を
示
し
て
︑
そ
れ
に

よ
っ
て
自
然
主
義
者
の
つ
か
み
か
ね
て
い
た
壁
の
正
体
に
も
正
に

迫
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
の
写
実
の
確
さ
を
示
し
た
ば
か
り
か
︑﹃
そ

れ
か
ら
﹄
で
は
む
し
ろ
す
で
に
そ
の
壁
の
正
体
を
半
ば
知
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
を
さ
え
見
せ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
方
向
へ
の
可
能
性

は
そ
れ
以
上
に
は
あ
ま
り
伸
ば
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
う
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い
う
方
向
に
究
め
闘
う
べ
き
新
し
い
問
題
を
見
出
そ
う
と
す
る
意

欲
な
ど
全
然
持
て
ぬ
ほ
ど
︑
彼
自
身
の
抱
き
し
め
て
い
た
問
題
に

の
み
た
だ
一
筋
に
つ
な
が
れ
て
い
た
漱
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
彼
の
誠
実
さ
と
執
着
強
さ
と
が
感
じ
ら

れ
て
い
い
と
同
時
に
︑
そ
こ
に
も
ま
た
初
期
時
代
以
来
の
文
学
意

識
と
そ
こ
か
ら
来
た
方
法
︵
或
は
発
想
法
︶
と
が
︑
脱
却
し
難
く

か
ら
み
つ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
見
や
す
い
こ
と
で
あ

ろ
う
と
思
う
︒
生
活
的
心
境
的
に
は
﹁
則
天
去
私
﹂
を
望
む
よ
う

に
な
っ
て
も
︑
彼
が
な
お
そ
の
作
品
に
は
私
か
ら
出
た
題
材
の
対

比
的
な
配
列
や
実
験
的
な
装
置
な
ど
を
構
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
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っ
た
か
た
ち
は
︑﹃
明
暗
﹄
に
お
け
る
清
子
の
理
想
化
な
ど
か
ら

で
も
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
︒
彼
は
こ
う
し
て
ほ
ん
と
に
客
観
的

な
理
法
と
相
渉
る
と
か
︑
そ
れ
に
即
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
態
度

と
か
い
う
も
の
に
は
︑
つ
い
に
到
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
結
果
が
﹁
王
者
の
民
は
蕩
々
た
り
﹂
の
初
期
時
代

の
希
求
と
相
似
た
︑﹁
あ
な
た
ま
か
せ
﹂
の
人
間
否
定
を

︱
と

い
っ
て
い
な
け
れ
ば
自
力
や
自
主
性
の
否
定
を
︑
そ
の
究
極
的
な

到
達
所
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑
彼
の
世
界

が
﹃
明
暗
﹄
か
ら
も
う
一
歩
の
心
境
的
深
ま
り
を
示
し
た
と
こ
ろ

で
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
る
も
の
は
︑
相
剋
と
明
暗
を
孕
ん
で
去
来
す
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る
世
相
や
歴
史
の
つ
き
放
し
た
展
望
だ
け
で
︑
人
間
の
智
慧
と
力

の
歴
史
を
前
方
に
推
し
進
め
る
か
た
ち
を
︑
そ
う
い
う
推
進
力
に

貫
か
れ
た
世
界
と
し
て
如
実
に
描
き
出
す
も
の
な
ど
に
は
︑
恐
ら

く
な
り
得
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
が
い
か
に
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
富
ん
だ
歴
史
の
総
括
で
は
あ
り
得
て
も
︑
そ
こ
か
ら
新
し
い
人

間
の
意
志
が
か
き
立
て
ら
れ
て
来
ず
に
は
い
な
い
よ
う
な
新
し
い

様
式
の
文
学
は
︑
当
然
所
期
し
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
結
局
上
記
の
自
然
主
義
が
そ
の
結
論
的
な

到
達
所
に
お
い
て
示
し
た
も
の
と
︑
そ
れ
ほ
ど
に
は
違
わ
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
思
う
と
︑
漱
石
は
︑
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彼
自
身
一
応
は
反
自
然
主
義
を
意
識
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た

ば
か
り
か
︑
そ
の
出
発
点
は
明
か
に
そ
れ
と
異
っ
て
い
た
の
で
あ

り
な
が
ら
︑
そ
の
上
当
時
の
自
然
主
義
者
一
般
よ
り
︑
探
求
の
深

さ
や
広
さ
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
時
に
は
方
法
的
に
さ

え
よ
り
正
し
い
も
の
を
示
し
か
け
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
結
局
は

そ
れ
と
相
似
た
道
程
を
た
ど
る
以
上
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
作
家
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

同
じ
問
題
に
違
っ
た
か
た
ち
で
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
同
じ
よ
う
に
敗

北
し
た
作
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
単

に
自
然
主
義
の
知
的
限
界
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
ま
だ
そ
の
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主
体
意
識
に
か
な
り
お
ぼ
め
か
し
い
も
の
を
残
し
て
い
た
あ
の
時

代
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑
む
し
ろ
宿
命
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
も
の
だ
が
︑
上
記
の
通
り
時
折

は
そ
の
宿
命
的
な
限
界
を
踏
み
破
り
か
け
る
と
こ
ろ
ま
で
近
づ
き

な
が
ら
︑
そ
の
文
学
意
識
や
方
法
の
旧
さ
が
そ
の
可
能
性
を
成
熟

さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
た
ら
し

く
見
え
る
と
こ
ろ
に
︑
重
大
な
問
題
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
︒

一
面
自
然
主
義
を
乗
越
え
た
も
の
を
示
し
な
が
ら
︑
方
法
的
に
は

そ
れ
の
提
唱
し
た
客
観
主
義
に
ま
で
つ
い
に
到
り
得
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
︑
こ
う
し
て
少
く
と
も
漱
石
の
生
涯
に
決
定
的
な
影
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響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
そ
う
い
う
漱
石
の
道
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

彼
が
﹃
明
暗
﹄
な
ど
に
示
し
た
心
境
は
︑
一
転
す
れ
ば
白
樺
派
の
︑

全
体
的
な
調
和
を
予
定
し
た
全
自
我
肯
定
に
と
連
な
る
も
の
で
あ

り
︑
よ
り
多
く
︑
人
間
の
無
力
さ
や
罪
深
さ
を
感
じ
な
が
ら
︑
し

か
も
一
方
に
は
人
生
究
極
の
達
成
を
信
じ
て
︑
い
わ
ゆ
る
文
化
主

義
や
教
養
主
義
の
穏
か
な
良
識
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
新
現
実
主
義
時
代
の
考
え
方
と
︑
結
び
つ
く
も
の
に
な
っ
て

い
た
こ
と
も
見
や
す
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒
主
と
し
て
﹃
野
分
﹄
や

﹃
虞
美
人
草
﹄
に
説
か
れ
た
人
格
主
義
が
︑
大
正
期
文
学
の
重
要
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な
思
想
的
背
骨
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
周
知
の
通
り
で

あ
る
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
︑
自
然
主
義
の
行
き
づ
ま
り
を

承
け
て
立
上
っ
た
漱
石
の
道
は
︑
現
実
的
に
自
然
主
義
の
そ
れ
を

越
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
︒
た
だ
︑
そ
の
最
後
の
作
品

﹃
明
暗
﹄
を
も
っ
て
し
て
も
︑
白
樺
派
の
強
さ
や
明
る
さ
は
い
う

ま
で
も
な
く
︑
新
現
実
主
義
時
代
の
仄
か
な
肯
定
観
に
さ
え
︑
や

や
距
離
の
あ
る
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
あ
っ
た
漱
石
に
は
︑
そ
う
し

た
否
定
観
か
ら
肯
定
観
へ
の
﹁
一
転
﹂
が
︑
や
は
り
大
き
な
難
事

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
明
治
末
年
以
来
の

帝
国
主
義
的
資
本
主
義
の
新
し
い
発
展
を
︑
彼
等
の
世
界
と
感
じ
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て
い
た
世
代
と
︑
そ
れ
を
住
み
な
れ
た
社
会
の
質
約
転
換
と
し
か

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
世
代
と
の
感
覚
の
相
違
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ

て
い
い
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
︑

彼
自
身
そ
れ
を
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄︵
大
正

三
年

︶
の
中
に
書
い
て
い
た
通
り
︑

漱
石
は
や
は
り
明
治
時
代
に
生
き
た
人
と
し
て
︑
そ
の
転
換
期
の

苦
悩
を
最
も
ま
と
も
に
︑
且
つ
深
刻
に
味
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
そ
の

苦
悩
を
心
境
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
以
上
に
は
︑

出
ら
れ
な
か
っ
た
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
︒

﹃
明
暗
﹄
を
打
止
め
と
し
た
彼
の
文
学
史
上
の
位
置
も
︑
結
局
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
設
定
す
る
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
自
然
主
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義
の
場
合
と
合
せ
て
︑そ
れ
を
明
治
文
学
史
の
幕
切
と
見
る
の
が
︑

恐
ら
く
最
も
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
︑
自
然
主
義
の
場
合
よ

り
も
っ
と
多
く
の
脱
皮
し
き
れ
ぬ
も
の
を
残
し
て
い
た
反
面
︑
よ

り
新
し
い
探
求
や
思
想
性
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
だ
け

に
︑
こ
の
幕
切
に
立
つ
彼
の
す
が
た
に
は
豊
富
な
問
題
と
深
刻
さ

と
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
上
記

の
通
り
︑
そ
の
豊
富
さ
を
源
泉
と
し
て
︑
大
正
期
文
学
の
多
く
の

水
脈
が
そ
こ
か
ら
流
れ
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ

の
水
脈
に
批
議
す
べ
き
問
題
の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も

な
お
彼
に
多
少
の
責
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
と
に
か
く
重
要
な
位
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置
を
し
め
た
作
家
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

︵
二
十
六
年
十
一
月

﹁
明
治

大
正
文
学
研
究
﹂

第
六
号

︶
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