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一

夏
目
漱
石
の
死
は
世
間
並
み
に
︑
新
聞
で
知
っ
た
︒
そ
の
こ
ろ

私
は
牛
込
天
神
町
の
借
家
に
い
た
が
︵
そ
の
家
は
生
田
春
月
の
家

と
︑
す
ぐ
に
軒
を
接
し
て
い
た
︶︑
そ
の
こ
ろ
の
習
慣
で
︑
朝
︑

目
を
さ
ま
す
と
寝
床
の
中
で
︑
ま
ず
ひ
と
と
お
り
四
五
種
の
新
聞

を
読
む
こ
と
に
し
て
い
た
︒
そ
の
時
も
枕
許
に
揃
え
て
あ
る
新
聞

を
取
っ
て
拡
げ
て
見
る
と
︑
漱
石
の
死
が
大
き
な
記
事
に
な
っ
て
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報
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
私
の
目
を
射
た
の
で
ハ
ッ
と
し
た
︒
も

っ
と
も
︑
そ
の
前
か
ら
漱
石
の
胃
潰
瘍
の
再
発
や
︑
重
態
で
あ
る

こ
と
は
分
っ
て
い
た
が
︑
こ
の
前
の
修
善
寺
の
時
に
は
回
復
し
た

の
だ
し
︑
ま
さ
か
こ
ん
な
に
早
く
死
ぬ
こ
と
は
な
い
よ
う
な
気
が

し
て
い
た
︒
そ
れ
が
四
五
種
の
新
聞
の
ど
れ
に
も
︑
確
か
に
漱
石

の
死
が
大
き
く
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
漱
石
が
死
ん
だ
！
﹂

と
思
う
と
私
の
こ
こ
ろ
は
︑
不
思
議
な
寂
し
さ
に
襲
わ
れ
た
︒
た

だ
悲
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
が
︑
涙
が
た
わ
い
も
な
く
流
れ

、
、
、

て
︑
自
分
で
も
恥
し
い
ほ
ど
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
気
持
の
調
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子
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
が
︑
と
に
か
く
あ
ん
な
こ
と
は
珍
ら

し
い
経
験
で
あ
る
︒
そ
の
後
有
島
武
郎
や
芥
川
竜
之
介
が
死
ん
だ

時
に
も
︑
や
っ
ぱ
り
新
聞
の
報
道
で
知
っ
た
し
︑
死
に
方
が
死
に

方
で
あ
る
だ
け
に
︑
そ
の
報
道
記
事
な
ど
も
相
当
大
袈
裟
な
も
の

だ
っ
た
し
︑
は
げ
し
い
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
は
事
実
だ
が
︑
し
か

し
漱
石
の
死
の
場
合
の
ご
と
き
感
銘
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も

の
だ
っ
た
︒
何
か
頼
り
を
失
っ
た
よ
う
な
空
虚
と
︑
寂
し
さ
と
哀

し
さ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
か
と
い
っ
て
文
学
の
う
え
で
︑
ハ
ッ
キ
リ
漱
石
を
頼
り
に

し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
し
︑
漱
石
の
生
前
に
漱
石
の
作
品
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な
ど
︑
一
つ
も
感
服
し
た
覚
え
も
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
当
時
の
自

然
主
義
文
学
の
風
潮
に
心
酔
し
て
︑
生
活
派
経
験
派
の
文
学
を
尊

重
し
て
い
る
私
と
し
て
は
︑
書
斎
派
の
文
学
で
あ
る
漱
石
の
作
品

な
ど
︑
い
く
ら
読
ん
で
も
ど
う
も
物
足
り
な
い
︒
向
う
見
ず
に
漱

石
に
向
っ
て
作
品
の
悪
口
な
ど
言
っ
て
︑
ム
キ
に
な
っ
て
怒
ら
れ

た
こ
と
な
ど
も
何
遍
か
あ
っ
た
︒

漱
石
は
︑ま
ず
私
が
漱
石
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
と︵
愛

読
し
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
︶︑
い
つ
で
も
そ
の
た
び
に
︑﹁
そ

れ
は
ど
う
も
有
難
う
﹂
と
言
っ
て
︑
必
ら
ず
か
る
く
頭
を
下
げ
る

の
で
あ
っ
た
︒
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だ
が
︑
す
こ
し
で
も
悪
く
言
う
と
す
ぐ
に
怒
っ
て
︑
ム
キ
に
な

っ
て
滔
々
と
議
論
を
す
る
︒
元
来
漱
石
は
理
論
︵
ロ
ジ
ッ
ク
と
言

と
う
と
う

っ
た
︶
尊
重
癖
が
あ
っ
て
︑
な
ん
で
も
カ
ン
で
も
論
理
の
ツ
ジ
ツ

マ
が
合
わ
な
い
と
承
服
し
な
い
︒
だ
か
ら
私
な
ど
の
論
理
を
無
視

し
た
印
象
批
評
な
ど
︑
決
し
て
受
け
い
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ

る
︒

︱
そ
う
い
う
何
事
で
も
論
理
的
に
整
理
し
な
け
れ
ば
承
知

で
き
な
い
漱
石
の
気
質
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
作
品
の
構
成
の
う

え
に
も
︑
展
開
や
運
び
の
う
え
な
ど
に
も
︑
よ
く
現
わ
れ
て
い
る

と
思
う
が
︑
私
の
批
評
な
ど
に
も
す
ぐ
に
ム
キ
に
な
っ
て
︑
自
己

の
論
理
で
論
破
し
よ
う
と
し
て
躍
起
に
な
る
︒そ
の
熱
心
な
こ
と
︑
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克
明
で
諄
い
こ
と
︑
す
こ
し
病
的
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら

く
ど

い
だ
っ
た
し
︑
私
な
ど
の
批
評
に
た
い
し
て
︑
あ
ん
な
に
ム
キ
に

な
る
人
も
珍
ら
し
か
っ
た
︒

漱
石
は
︑
自
己
の
論
理
を
固
執
す
る
一
面
に
は
︑
他
人
の
論
理

を
尊
重
す
る
美
徳
を
︑
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
︒

︱
論
理
と
い

う
よ
り
も
︑
言
っ
て
み
れ
ば
私
な
ど
の
は
屁
理
屈
の
よ
う
な
も
の

だ
が
︑
そ
れ
で
も
論
理
的
運
び
を
付
け
て
説
明
す
る
と
︑
す
ぐ
に

釈
然
と
し
た
︒
そ
こ
に
漱
石
の
美
し
い
性
格
と
︑
い
か
に
も
教
養

の
高
い
紳
士
ら
し
さ
と
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
が
︑
い
つ
だ

っ
た
か

︱
そ
れ
は
私
が
漱
石
を
知
っ
て
か
ら
ま
も
な
く
の
こ
と
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だ
っ
た
と
思
う
が
︑
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
︒

例
の
ご
と
く
私
が
訪
問
記
事
を
取
り
に
行
く
と
︑
漱
石
は
玄
関

に
突
っ
立
っ
て
︑
露
骨
に
プ
ン
プ
ン
怒
っ
た
態
度
で
︑

﹁
何
用
が
あ
っ
て
来
た
ん
だ
﹂

と
︑
言
う
︒

私
は
か
っ
て
が
ち
が
う
の
で
︑
何
ん
だ
か
へ
ん
だ
わ
い
と
腹
の

中
で
は
思
い
な
が
ら
︑
一
つ
談
話
を
し
て
も
ら
い
に
来
た
の
だ
と

い
う
と
︑

﹁
君
は
︑
僕
の
こ
と
を
床
の
間
の
置
物
の
よ
う
な
お
や
じ
だ
と
書

い
た
だ
ろ
う
﹂
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漱
石
に
反
問
さ
れ
て
も
︑
す
ぐ
に
は
私
に
は
何
の
こ
と
だ
か
分

ら
な
い
の
で
︑
ポ
カ
ン
と
し
て
い
る
と
︑

﹁
床
の
間
の
置
物
の
よ
う
な
︑
現
代
ば
な
れ
の
し
た
お
や
じ
を
訪ほ

う

問
し
て
︑
談
話
を
さ
せ
て
も
仕
方
な
い
だ
ろ
う
︒

︱
だ
か
ら
談

も
ん話

は
お
断
り
だ
﹂

言
い
捨
て
て
取
り
付
く
島
も
な
く
︑
さ
っ
さ
と
書
斎
に
引
っ
返

し
て
ゆ
く
︒
私
は
慌
て
て
追
い
す
が
ら
ん
ば
か
り
に
︑

﹁
ち
ょ
っ
と
︑
待
っ
て
下
さ
い
﹂

と
は
言
っ
て
も
︑
は
た
し
て
私
が
漱
石
の
こ
と
を
床
の
間
の
置

物
の
よ
う
な
︑
時
代
離
れ
の
し
た
お
や
じ
だ
な
ど
と
書
い
た
か
ど
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う
だ
か
︑
そ
ん
な
こ
と
は
と
っ
く
の
昔
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
︑
ど

う
も
思
い
出
せ
な
い
︒

だ
が
︑
書
い
た
当
人
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
︑
書
か
れ
た
本
人

が
こ
ん
な
に
カ
ン
カ
ン
に
怒
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
や
っ

ぱ
り
私
は
︑そ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る︵
は

た
し
て
そ
の
後
に
な
っ
て
分
っ
た
こ
と
だ
が
︑
私
は
訪
問
し
た
文

学
者
た
ち
の
印
象
記
を
書
い
て
い
た
の
で
︑
そ
の
﹁
第
一
印
象
録
﹂

に
漱
石
の
こ
と
も
書
い
た
中
に
︑そ
ん
な
印
象
を
受
け
た
こ
と
を
︑

正
直
に
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︶︒
と
に
か
く
私
は
︑
怒
っ
た
ま

ま
引
っ
込
も
う
と
す
る
漱
石
を
呼
び
留
め
て
お
い
て
︑
そ
こ
で
私
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の
言
い
分
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
︒

私
の
言
い
分
と
い
う
の
は
︑﹁
床
の
間
の
置
物
の
よ
う
な
﹂
印

象
を
受
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
だ
か
ら
正
直
に
︑
そ
の
と
お

り
に
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
私
の
職
業
は
訪
問
記
者

で
あ
る
︒
自
分
自
身
と
し
て
は
何
と
感
じ
よ
う
と
︑
職
業
の
建
前

と
し
て
は
︑
時
の
流
行
作
家
や
大
家
を
訪
問
し
て
︑
談
話
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自
己
の
感
情
を
没
し
て
ど
こ
へ
で
も
行
か

ね
ば
な
ら
ず
︑
誰
で
も
訪
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
目
的
は
談

話
を
取
る
に
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
ど
ん
な
こ
と
を
︑
私
が
個
人
的
に

感
じ
た
か
ら
と
か
︑
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
か
ら
と
か
︑
い
ち
い
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ち
カ
ド
に
取
っ
て
追
い
帰
さ
れ
た
の
で
は
訪
問
記
者
と
し
て
の
本

分
が
立
た
な
い
︒﹁
床
の
間
の
置
物
の
よ
う
な
﹂
印
象
を
与
え
た

こ
と
が
気
に
喰
わ
な
い
の
な
ら
︑
怒
っ
て
こ
の
ま
ま
引
っ
込
ん
で

し
ま
う
よ
り
︑
一
つ
進
ん
で
そ
う
い
う
印
象
を
打
破
す
る
よ
う
な

談
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
︑
誠
意
を
披
瀝
し
て
︑
吃
々
と
し
て

き
つ
き
つ

弁
じ
立
て
た
の
で
あ
る
︒

私
の
一
所
懸
命
さ
に
動
か
さ
れ
た
の
か
︑
そ
の
屁
理
屈
に
納
得

し
た
の
か
︑そ
れ
と
も
ム
キ
に
な
っ
て
怒
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
︑

だ
ん
だ
ん
反
省
し
た
の
か
︑
と
に
か
く
私
が
喋
っ
て
い
る
の
を
聞

い
て
い
る
う
ち
に
︑
し
だ
い
に
気
持
が
解
け
て
き
た
ら
し
く
︑
書
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斎
に
通
し
て
︑
談
話
を
し
て
く
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
後
は
こ
と
に
漱

石
の
ほ
う
で
も
訪
問
記
者
の
仕
事
に
理
解
と
同
情
と
を
持
っ
て
く

ほ
う
も
ん

れ
た
し
︑
私
の
ほ
う
で
も
漱
石
に
た
い
し
て
︑
え
ら
い
文
学
者
と

し
て
と
い
う
よ
り
も
︑
何
か
人
間
的
な
深
い
慈
味
を
感
じ
︑
親
し

み
を
感
じ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
︒

そ
れ
に
は
漱
石
が
学
校
の
先
生
を
止
し
て
︑
専
心
文
学
を
や
る

こ
と
に
な
っ
て
︑
本
郷
か
ら
牛
込
南
町
に
移
っ
て
来
て
か
ら
は
︑

私
は
牛
込
の
喜
久
井
町
だ
と
か
︑
弁
天
町
だ
と
か
︑
天
神
町
だ
と

か
移
転
は
し
て
も
︑
い
つ
で
も
漱
石
の
家
を
中
心
に
し
て
円
を
描

い
て
い
る
よ
う
な
動
き
方
を
し
た
結
果
に
な
っ
て
︑
住
居
が
近
い
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せ
い
も
あ
っ
て
︑
訪
問
以
外
に
も
時
々
訪
ね
る
よ
う
な
こ
と
も
あ

ほ
う
も
ん

っ
た
︒
ま
た
︑
漱
石
が
散
歩
の
途
上
︑
ひ
ょ
っ
こ
り
行
き
逢
う
よ

う
な
こ
と
も
あ
っ
た
し
︑
が
ら
ん
と
し
た
明
る
い
昼
湯
の
湯
槽
か

ら
︑
し
ず
か
に
湯
気
が
立
ち
昇
っ
て
い
る
よ
う
な
銭
湯
で
︑
漱
石

と
た
っ
た
二
人
で
の
ん
び
り
と
︑
湯
に
浸
っ
た
り
︑
広
々
と
し
た

洗
い
場
で
︑
い
っ
し
ょ
に
胃
部
に
濡
れ
手
拭
を
当
て
︑
し
ず
か
に

揉
ん
で
み
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
︑
た
び
た
び
あ
っ
た
︒

漱
石
の
生
前
︑
そ
の
作
品
が
特
に
好
き
と
い
う
で
は
な
か
っ
た

し
︑
前
に
も
言
っ
た
よ
う
な
わ
け
で
︑
感
服
し
て
い
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
が
︑
人
間
的
な
無
類
の
慈
味
に
は
︑
ふ
か
く
親
し
み
も
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感
じ
て
い
た
し
︑
も
ち
ろ
ん
自
分
も
文
学
に
は
野
心
の
あ
る
こ
と

だ
か
ら
︑
書
い
た
ら
一
つ
ぜ
ひ
見
て
も
ら
い
た
い
と
は
︑
か
ね
て

ひ
と
り
で
心
に
期
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
傾
向
や
︑
行
き

方
は
ち
が
っ
て
も
︑
公
平
な
批
評
を
し
て
く
れ
る
の
は
漱
石
の
ほ

か
に
は
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
︑
そ
の
点
自
分
ひ
と
り
で
ひ
そ

か
に
信
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
深
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
漱

石
の
死
を
知
っ
て
︑
何
か
空
虚
を
感
じ
た
の
も
︑
涙
が
留
め
度
も

な
く
流
れ
た
り
し
た
の
も
︑
た
だ
の
感
傷
ば
か
り
で
は
な
く
︑
理

由
は
そ
ん
な
点
に
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹁
力
を
落

し
た
﹂
感
じ
だ
っ
た
︒
親
の
死
ん
だ
時
に
も
︑
あ
ん
な
寂
し
い
気
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持
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
︑
涙
な
ん
か
流
し
た
こ
と
も
な

い
の
に
︑
ま
っ
た
く
不
思
議
で
あ
る
︒

そ
の
後
も
漱
石
の
こ
と
は
︑
よ
く
思
い
出
す
︵
そ
れ
が
漱
石
の

文
学
の
こ
と
で
は
な
く
︑
漱
石
の
人
間
の
こ
と
で
あ
る
︶︒
思
い

出
し
て
は
︑い
つ
で
も
し
み
じ
み
と
懐
し
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
︒

家
庭
生
活
の
う
え
で
は
病
的
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
︑
い
ろ
い
ろ
激

し
い
癖
を
持
っ
て
い
た
人
ら
し
く
︑
そ
れ
は
﹁
道
草
﹂
な
ど
を
読

ん
で
も
よ
く
分
る
︒
漱
石
が
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
こ
ろ
︑
長
ら
く

女
中
を
し
て
い
た
と
い
う
中
年
の
婦
人
が
︑
そ
の
後
し
ば
ら
く
私

の
家
で
働
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
り
し
て
︑
そ
の
婦
人
か
ら
も
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直
接
に
︑﹁
道
草
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
そ
の
当
時
の
漱
石

の
日
常
生
活
を
聞
い
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
︒
だ
が
︑
私
が
い
つ

で
も
思
い
出
す
漱
石
は
︑
円
熟
し
た
人
格
の
漱
石
で
あ
る
︒
教
養

の
高
い
︑
い
か
に
も
学
者
ら
し
く
︑
ま
た
高
尚
な
紳
士
と
し
て
の

漱
石
で
あ
り
︑
温
厚
で
︑
心
の
真
直
ぐ
な
︑
思
い
や
り
が
深
く
て

懐
か
し
い
人
間
味
の
あ
ふ
れ
た
漱
石
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
私
は
た
び
た
び
漱
石
を
訪
ね
て
も
︑
家
庭
的
な
漱

石
と
い
う
も
の
を
直
接
に
は
︑
ち
っ
と
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

い
つ
も
玄
関
か
ら
真
直
ぐ
に
書
斎
に
つ
づ
い
た
座
敷
に
通
っ
た

し
︑
漱
石
は
何
度
訪
問
し
て
も
︑
決
し
て
一
度
も
人
を
待
た
せ
る
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と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
自
分
が
先
に
キ
チ
ン
と
座
敷
の
座
蒲

団
に
坐
っ
て
︑客
を
迎
え
る
態
勢
を
と
と
の
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

相
対
し
て
客
の
座
蒲
団
が
敷
い
て
あ
る
︒
漱
石
の
坐
っ
て
い
る
座

蒲
団
も
︑
客
の
座
蒲
団
も
同
じ
も
の
で
あ
る
︒
お
茶
を
出
す
茶
碗

で
も
︑
す
べ
て
客
と
主
人
と
同
じ
で
︑
こ
れ
は
い
っ
さ
い
が
平
等

で
た
い
へ
ん
気
持
が
よ
か
っ
た
︒
家
に
よ
っ
て
は
主
人
の
座
蒲
団

だ
け
別
だ
っ
た
り
︑
湯
呑
み
茶
碗
だ
け
別
だ
っ
た
り
︑
食
事
の
時

に
箸
や
茶
碗
が
別
だ
っ
た
り
と
い
う
家
風
が
あ
る
が
︑
あ
れ
は
ど

う
も
感
じ
が
よ
く
な
い
︵
私
も
自
分
で
家
庭
を
持
っ
た
ら
︑
こ
の

流
儀
で
や
ろ
う
と
ひ
そ
か
に
考
え
た
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︶︒
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い
っ
さ
い
が
客
と
同
じ
こ
と
︑客
に
接
す
る
態
度
な
ど
も
同
じ
で
︑

決
し
甲
乙
が
な
い
︒
中
村
是
公
と
か
︑
そ
の
時
の
何
と
か
い
う
文

部
次
官
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が︵
そ
れ
は
有
名
な
︑

漱
石
が
博
士
号
を
辞
退
し
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
︶︑
中
村

是
公
で
も
︑
文
部
次
官
で
も
︑
訪
問
記
者
の
中
村
武
羅
夫
で
も
︑

漱
石
の
接
す
る
態
度
は
皆
な
同
じ
こ
と
︒
こ
れ
は
た
い
へ
ん
気
持

ち
が
い
い
こ
と
だ
が
︑
な
か
な
か
誰
で
も
そ
う
は
い
か
な
い
︒
私

の
知
っ
て
い
る
中
で
は
漱
石
の
ほ
か
に
徳
田
秋
声
氏
が
あ
る
︒
そ

う
言
え
ば
漱
石
の
人
間
味
と
秋
声
氏
の
人
間
味
と
に
は
︑
一
脈
相

通
ず
る
も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
の
点
が
私
な
ど
に
は
無
条
件
に
魅
力
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で
あ
る
︒
漱
石
は
そ
の
教
養
か
ら
︑
秋
声
氏
は
そ
の
天
性
に
よ
っ

て
︑
何
か
人
間
の
感
情
と
か
︑
哀
し
い
神
経
と
い
う
よ
う
な
も
の

に
た
い
し
て
︑
無
限
の
劬
わ
り
と
い
う
か
︑
慈
し
み
を
持
っ
て
い

い
た

て
く
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
こ
が
や
や
も
す
れ
ば
傷
つ

き
や
す
く
︑
尖
り
や
す
く
︑
摺
え
や
す
く
︑
常
に
慄
え
お
の
の
い

て
い
る
よ
う
な
私
た
ち
の
神
経
を
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
庇
っ

て
く
れ
る
結
果
に
な
り
︑
そ
の
点
が
私
た
ち
を
感
激
さ
せ
も
す
れ

ば
︑親
し
み
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
︱

今
に
な
っ
て
︑
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
︑
と
に
か
く

亡
く
な
っ
て
か
ら
後
︑
す
で
に
二
十
数
年
と
い
う
月
日
が
経
っ
て
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い
る
の
に
︑
そ
の
間
に
は
海
あ
り
山
あ
り
︑
ず
い
ぶ
ん
忙
し
い
月

日
も
過
ご
し
て
き
て
い
る
の
だ
が
︑べ
つ
に
骨
肉
で
も
な
い
の
に
︑

ど
う
か
し
た
場
合
に
ふ
と
思
い
出
し
て
懐
し
さ
に
浸
り
︑
墓
参
で

も
し
た
い
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
︵
そ
の
く
せ
一
度
も
︑
墓

参
な
ど
し
た
こ
と
も
な
い
が
︶︒
と
に
か
く
︑
漱
石
の
人
間
的
慈

味
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
︑
私
に
は
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
︒
ほ
ん
と
う
に
い
い
人
で
あ
っ
た
︒

訪
問
記
者
の
よ
う
な
摺
れ
っ
か
ら
し
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
︑

何
度
人
を
訪
ね
て
も
︑
個
人
的
に
は
少
し
も
親
し
く
は
な
ら
な
い

の
が
常
で
あ
る
︒
職
業
の
た
め
の
訪
問
な
の
で
︑
向
う
も
心
か
ら
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打
ち
解
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
が
当
然
だ
し
︑
こ
ち

ら
と
し
て
も
あ
る
限
界
を
越
え
て
︑
人
の
ふ
と
こ
ろ
に
飛
び
込
ん

で
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な

︱
そ
う
い
う
気
を
許
し
た
親
し
み
方
は

し
な
い
の
で
あ
る
︒
職
業
を
弁
え
︑
自
分
は
自
分
と
し
て
の
矜
恃

を
保
ち
︑
常
に
謹
し
み
ぶ
か
い
節
度
を
も
っ
て
︑
そ
の
う
え
で
客

間
に
で
も
書
斎
に
で
も
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
︒
旗
じ
る
し
を
押
し
立

て
て
︑
敵
陣
に
斬
り
込
ん
で
ゆ
く
の
と
同
じ
よ
う
な
気
持
で
あ
る

と
言
っ
て
も
︑
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
︒

だ
か
ら
人
が
笑
顔
を
見
せ
て
も
︑容
易
に
は
心
は
許
さ
な
い
し
︑

い
く
ら
た
び
た
び
訪
問
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
︑
決
し
て
だ
ら
し
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な
く
人
に
親
し
ん
だ
り
︑
甘
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
︒

︱
こ

れ
は
私
の
狷
介
な
︑
よ
く
な
い
性
格
に
も
依
る
こ
と
だ
ろ
う
が
︑

け
ん
か
い

と
に
か
く
そ
う
い
う
躾
を
よ
く
よ
く
自
分
に
叩
き
込
ん
で
い
る
の

で
︑
訪
問
の
仕
事
か
ら
個
人
的
に
親
し
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
︑
ま
っ
た
く
希
れ
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
︒
夏
目
漱
石
︑
鈴
木

ま

三
重
吉
︑
そ
れ
か
ら
初
め
の
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
書
い
た
横
山
源
之

助
︑
こ
の
三
人
だ
け
は
私
が
仕
事
の
関
係
か
ら
個
人
的
に
ま
で
親

し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
︒
い
ま
や
そ
の
三
人

と
も
す
で
に
亡
し
矣
で
あ
る
︒

と
に
か
く
漱
石
は
︑
そ
の
時
分
に
は
時
代
の
風
潮
と
︑
私
自
身
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の
環
境
と
性
格
と
か
ら
ひ
ど
く
荒
ん
で
︑
ま
る
で
い
が
み
の
権
太

、
、
、

の
よ
う
な
無
頼
の
徒
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
私
な
ど
の
人
間

を
︑
一
個
の
独
立
人
と
し
て
尊
重
し
て
く
れ
た
し
︑
人
間
的
公
正

と
温
容
を
も
っ
て
接
し
て
く
れ
た
︒

︱
そ
う
い
う
点
が
︑
そ
の

時
に
個
人
的
親
し
み
を
感
じ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
い
つ
ま
で
も
人

間
的
懐
し
さ
と
し
て
残
っ
て
︑
今
に
な
る
ま
で
私
の
こ
こ
ろ
に
消

え
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
火
傷
の
痕
の
よ
う
に
︑
私
の
心
臓
に
い
つ

ま
で
も
残
っ
て
い
る
︒

︱
そ
れ
は
死
ぬ
ま
で
残
っ
て
い
る
に
ち

が
い
な
い
︒

私
は
︑
漱
石
の
と
こ
ろ
に
ゆ
く
と
︑
た
い
て
い
二
三
時
間
く
ら
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い
は
坐
り
込
ん
で
話
を
し
た
︒
そ
ん
な
に
た
び
た
び
行
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
が
︑
行
く
と
い
つ
で
も
長
く
な
っ
た
︒
そ
の
場
合

の
話
と
い
う
の
が
︑
必
ず
し
も
文
学
の
話
ば
か
り
で
は
な
い
︒
文

学
の
話
な
ど
よ
り
も
む
し
ろ
漱
石
は
︑
そ
の
こ
ろ
の
私
の
デ
カ
ダ

ン
な
気
持
や
︑
境
遇
や
生
活
な
ど
の
話

︱
そ
う
い
う
個
人
的
な

話
を
︑
喜
ん
で
聞
く
の
で
あ
っ
た
︒
十
九
世
紀
末
の
思
潮
的
影
響

か
ら
︑
懐
疑
的
虚
無
的
な
人
生
観
上
の
苦
悶
や
︑
や
や
も
す
れ
ば

退
廃
に
傾
き
や
す
い
荒
み
が
ち
の
感
情
や
生
活
や
︑
そ
う
い
う
話

に
ひ
ど
く
興
味
を
持
っ
て
熱
心
に
聞
く
ば
か
り
で
は
な
く
︑
漱
石

は
自
己
の
哲
学
を
披
瀝
し
て
︑
こ
ち
ら
の
煩
悶
に
解
決
を
与
え
て
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く
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
誠
実
さ
と
︑
深
切
と
は
分

っ
て
も
︑
し
か
し
︑
漱
石
の
抽
象
的
な
立
派
な
論
理
が
︑
こ
ち
ら

の
実
感
に
は
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
ひ
び
か
な
い
憾
み
が
あ
る
の
は
︑

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
︒
知
的
矛
盾
か
ら
来
る
苦
悶
な

ら
︑
論
理
の
整
理
に
よ
っ
て
立
派
に
解
決
で
き
る
の
だ
ろ
う
が
︑

実
生
活
と
実
感
上
の
現
実
的
な
苦
悩
は
︑
抽
象
的
論
理
の
整
理
に

よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
た
と
い
そ
う
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
場
合
の
漱
石
の
人

間
的
誠
実
や
︑
こ
ち
ら
の
病
め
る
こ
こ
ろ
に
対
す
る
同
情
や
劬
わ

り
︑
そ
の
ひ
た
ム
キ
な
深
切
と
い
う
も
の
は
︑
人
間
的
な
温
か
さ

、
、
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と
し
て
︑
ふ
か
く
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
︑
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
貴

重
な
感
銘
と
し
て
︑
忘
れ
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
︒

﹁
夜
は
皆
な
が
来
て
賑
や
か
だ
が
︑
し
か
し
︑
ゆ
っ
く
り
落
着
い

て
話
も
で
き
な
い
か
ら
ね
︒
昼
の
中
に
来
た
ま
え
﹂

漱
石
は
私
に
︑
そ
う
言
っ
て
く
れ
た
︒
だ
か
ら
私
は
い
つ
で
も

時
間
を
見
計
っ
て
︑
木
曜
日
の
お
午
ち
ょ
っ
と
過
ぎ
に
出
か
け
る

の
で
あ
っ
た
が
︑
三
時
四
時
ご
ろ
︑
時
に
よ
る
と
夕
方
ま
で
く
ら

い
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
ま
だ
若
い
三
宅
や
す
子
に
初
め
て
会
っ

た
の
も
漱
石
の
座
敷
だ
っ
た
︒
晩
年
の
滝
田
樗
蔭
が
︑
紙
や
筆
を

ど
っ
さ
り
担
ぎ
込
ん
で
来
て
︑
誰
が
い
よ
う
が
︑
ど
ん
な
話
を
し
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て
い
よ
う
が
︑
そ
ん
な
こ
と
に
は
い
っ
さ
い
お
構
い
な
く
︑
自
分

だ
け
傍
若
無
人
に
大
き
な
硯
に
墨
を
摺
り
︑
さ
っ
さ
と
紙
を
拡
げ

て
︑
赤
壁
の
賦
を
書
け
と
か
何
を
書
け
と
か
︑
と
て
つ
も
な
い
大

物
を
書
か
せ
て
︑
今
度
の
木
曜
日
ま
で
に
何
と
か
を
書
い
て
お
い

て
く
れ
と
注
文
ま
で
残
し
て
お
い
て
︑
で
き
上
っ
た
書
を
こ
れ
は

素
晴
ら
し
い
と
か
︑
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
ち
ょ
っ
と
ど
う
と
か
︑
か

っ
て
な
批
評
を
し
て
︑
出
来
の
わ
る
い
の
は
置
い
て
ゆ
け
と
言
わ

れ
る
の
も
関
わ
ず
︑
み
ん
な
引
っ
く
る
め
て
一
抱
え
も
抱
え
て
帰

っ
て
ゆ
く
︒
春
陽
堂
の
何
と
か
言
っ
た
番
頭
さ
ん
が
︵
漱
石
に
二

三
年
遅
れ
て
︑
や
っ
ぱ
り
胃
潰
瘍
で
死
ん
だ
︶︑
出
版
の
こ
と
で
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ひ
ど
く
叱
ら
れ
て
い
た
の
も
︑
や
っ
ぱ
り
あ
の
座
敷
だ
っ
た
︒
い

ろ
い
ろ
な
思
い
出
の
残
っ
て
い
る
書
斎
の
洋
室

︱
と
い
う
よ
り

も
和
洋
折
衷
の
室
に
つ
づ
い
た
あ
の
座
敷
だ
っ
た
︒

漱
石
は
︑
私
が
結
婚
し
た
時
に
字
を
書
い
て
く
れ
た
︒
私
は
べ

つ
に
紙
を
買
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
し
︑
墨
を
磨
っ
た

わ
け
で
も
な
い
が
︵
た
ぶ
ん
︑
滝
田
樗
蔭
が
持
っ
て
い
っ
た
紙
だ

ろ
う
︶
漱
石
は
私
に
字
を
や
る
か
ら
︑
こ
の
中
か
ら
い
い
の
を
選

ん
で
持
っ
て
ゆ
け
と
言
っ
て
︑
自
分
の
坐
っ
て
い
る
後
ろ
の
鴨
居

か
ら
五
六
枚
の
書
を
ぶ
ら
下
げ
て
見
せ
た
︒
ど
れ
が
い
い
の
か
︑

ど
れ
で
も
同
じ
よ
う
で
︑
私
に
は
分
ら
な
い
で
迷
っ
て
い
る
と
︑
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漱
石
は
こ
れ
が
よ
か
ろ
う
と
︑
自
分
で
選
ん
で
く
れ
た
︒
そ
れ
は

何
と
か
カ
ン
と
か
幽
樹
満
川
雲
と
書
い
た
も
の
だ
っ
た
︒
読
み
方

ま
で
教
え
て
も
ら
っ
て
︑
も
う
一
枚
︑
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
不
出
来

だ
か
ら
と
︑
漱
石
が
顔
を
し
か
め
る
の
を
し
い
て
貰
っ
て
︑
そ
れ

は
す
ぐ
に
書
画
の
好
き
な
中
根
さ
ん
に
上
げ
た
︒
そ
の
何
と
か
カ

ン
と
か
幽
樹
満
川
雲
は
︑
表
装
し
て
記
念
に
大
事
に
し
て
お
い
た

の
だ
が
︑
飼
い
猫
が
サ
カ
リ
の
つ
い
た
時
に
︑
床
の
間
に
掛
け
て

あ
る
の
に
小
便
を
引
っ
か
け
て
︑
下
部
の
方
に
少
し
シ
ミ
を
付
け

た
︒
後
で
金
子
薫
園
さ
ん
が
譲
っ
て
く
れ
と
あ
ま
り
熱
心
に
せ
が

む
の
で
︑
百
円
で
売
っ
た
︒
そ
の
時
に
は
漱
石
の
書
よ
り
も
︑
私
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に
は
百
円
紙
幣
の
ほ
う
が
有
難
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
の
時
漱
石
は
︑
私
に
向
っ
て
夫
婦
喧
嘩
は
︑
ま
だ
や
ら
な
い

か
と
聞
く
か
ら
︑
ま
だ
大
喧
嘩
は
や
っ
た
こ
と
が
な
い
し
︑
私
の

両
親
が
始
終
大
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
た
の
で
︑
子
供
ご
こ
ろ
に
夫

婦
喧
嘩
は
懲
り
懲
り
だ
か
ら
︑
い
つ
ま
で
も
や
ら
な
い
つ
も
り
だ

と
答
え
る
と
︑
漱
石
は
大
い
に
笑
っ
て
︑

﹁
そ
の
心
掛
け
は
立
派
だ
が
︑
し
か
し
夫
婦
喧
嘩
と
い
う
も
の

は
︑
や
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
よ
︒
な
に
し
ろ
女
と

い
う
ヤ
ツ
は
愚
劣
な
動
物
で
︑
ロ
ジ
ッ
ク
が
通
じ
な
い
ん
だ
か
ら

ね
﹂
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と
言
っ
て
︑
夫
婦
喧
嘩
の
コ
ツ
を
教
え
て
く
れ
た
︒
そ
れ
は
女
は

理
屈
で
も
駄
目
だ
し
︑
殴
っ
て
も
駄
目
だ
︒
痛
い
く
ら
い
は
平
気

だ
し
︑
身
に
沁
み
る
ほ
ど
殴
る
に
は
︑
こ
ち
ら
が
非
力
だ
か
ら
息

が
つ
づ
か
な
い
︒
そ
こ
で
植
木
鉢
で
も
い
い
し
︑
安
物
の
皿
小
鉢

で
も
い
い
か
ら
︑
あ
ま
り
高
価
で
な
い
よ
う
な
瀬
戸
物
を
叩
き
付

け
て
こ
わ
す
の
で
あ
る
︒
二
銭
か
三
銭
の
瀬
戸
物
で
も
︑
力
い
っ

ぱ
い
叩
き
つ
け
る
と
︑
大
袈
裟
な
音
を
立
て
て
み
じ
ん
に
砕
け
る

の
で
︑
こ
ち
ら
の
疳
癪
は
す
っ
と
晴
れ
る
し
︑
女
は
欲
だ
け
は
深

、
、

い
か
ら
︑
音
だ
け
の
効
果
に
慴
え
て
︑
こ
れ
で
は
世
帯
が
堪
ら
ぬ

と
︑
す
ぐ
に
閉
口
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
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﹁
夫
婦
喧
嘩
は
︑
安
物
の
瀬
戸
物
を
打
ち
こ
わ
す
に
限
る
よ
﹂
と

、
、
、

教
え
て
漱
石
は
︑
い
か
に
も
会
心
そ
う
な
微
笑
を
︑
例
の
唇
の
隅

の
あ
た
り
に
縹
緲
と
し
て
漂
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
時
の

風
貌
が
今
も
あ
り
あ
り
と
目
に
見
て
い
る
ご
と
く
︑
私
の
眼
底
に

残
っ
て
い
る
︒

さ
て
こ
の
一
回
分
は
︑
漱
石
の
人
間
味
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に

費
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
私
は
漱
石
の
文
学
に
つ
い
て
︑
も
う
一
回

書
く
こ
と
を
許
し
て
も
ら
い
た
い
︒
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二

生
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
死
後
に
及
ん
で
も
し
ば
ら
く
の
間

は

︱
す
な
わ
ち
支
那
事
変
が
勃
発
し
た
前
後
の
こ
ろ
ま
で
は
︑

し

な

鷗
外
文
学
と
漱
石
文
学
と
を
比
較
す
る
と
︑
一
部
の
人
々
を
除
い

て
一
般
的
に
は
漱
石
文
学
の
ほ
う
が
︑
ず
っ
と
盛
ん
で
も
あ
っ
た

し
︑
ま
た
持
て
囃
さ
れ
て
い
た
と
思
う
︒
こ
れ
は
文
学
の
本
質
的

な
も
の
を
計
量
す
る
こ
と
の
標
準
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
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け
れ
ど
も
︑
全
集
や
そ
の
他
の
作
品
な
ど
の
普
及
の
量
か
ら
言
っ

て
も
︑
た
と
え
ば
文
庫
本
な
ど
に
作
品
が
集
録
さ
れ
て
い
る
点
か

ら
言
っ
て
も
︑
漱
石
の
ほ
う
が
鷗
外
に
勝
つ
こ
と
数
等
だ
っ
た
と

思
う
︒

ま
た
︑
専
門
的
に
見
て
も
漱
石
文
学
の
ほ
う
が
︑
関
心
を
持
た

れ
る
こ
と
が
大
き
く
︑
か
つ
重
き
を
な
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て

漱
石
論
や
漱
石
文
学
の
研
究
な
ど
も
︑
鷗
外
の
そ
れ
に
比
べ
る
と

は
る
か
に
多
く
現
わ
れ
て
い
た
︒
漱
石
は
彽
徊
趣
味
を
称
え
︑
余

裕
の
文
学
を
主
張
し
た
け
れ
ど
も
︑
何
と
い
っ
て
も
文
学
に
対
す

る
態
度
は
真
剣
で
︑
一
本
気
だ
っ
た
︒
文
学
の
道
に
打
ち
込
む
た
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め
に
は
︑
学
校
の
先
生
の
位
置
も
捨
て
た
し
︵
東
京
朝
日
新
聞
社

の
社
員
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
︶︑
ま
た
︑
文
部
省
が
せ
っ
か
く

与
え
よ
う
と
い
う
︑
文
学
博
士
の
称
号
を
も
︑
辞
退
し
て
し
ま
っ

た
︵
多
少
ツ
ム
ジ
曲
り
の
性
癖
が
加
味
さ
れ
て
い
る
キ
ラ
イ
な
し

と
し
な
い
ま
で
も
︶︒
そ
れ
か
ら
時
の
元
勲
西
園
寺
公
爵
が
︵
そ

の
当
時
は
侯
爵
だ
っ
た
が
︶︑
有
名
な
雨
声
会
の
催
し
に
︑
文
学

者
の
一
人
と
し
て
漱
石
を
も
招
待
し
た
の
に
︑
断
っ
て
出
席
し
な

か
っ
た
︵
そ
れ
は
漱
石
の
俗
流
に
伍
す
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な

い
さ
ぎ
よ

い
偏
屈
さ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
も
︶︒
と
に
か
く
漱
石
が
文

学
者
と
し
て
立
っ
て
か
ら
以
後
︑
そ
の
死
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
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十
年
間
と
い
う
も
の
は
︑
一
途
の
気
持
を
も
っ
て
ひ
た
す
ら
︑
文

学
の
道
に
没
頭
し
︑
文
学
の
世
界
だ
け
に
生
き
た
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

文
学
に
対
す
る
漱
石
の
そ
の
一
轍
と
︑
真
剣
さ
と
は
︑
漱
石
の

す
べ
て
の
作
品
を
通
じ
て
︑
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
︒
彽
徊

趣
味
を
称
え
︑
余
裕
の
文
学
を
主
張
し
︑﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂

だ
と
か
︑﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
な
ど
の
ご
と
き
風
刺
小
説
や
︑
ユ
ウ

モ
ア
小
説
は
書
い
て
も
︑
漱
石
が
文
学
に
打
ち
込
み
︑
創
作
と
取

り
組
ん
で
い
る
姿
と
い
う
も
の
は
︑
ま
っ
た
く
血
み
ど
ろ
で
あ
る

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
悲
壮
で
あ
る
︒
作
品
を
通
し
て
現
わ
れ
る
と
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こ
ろ
の
漱
石
は
︑
彽
徊
趣
味
や
余
裕
な
ど
と
い
う
言
葉
と
は
お
よ

そ
正
反
対
に
傷
々
し
い
く
ら
い
ム
キ
で
一
途
で
は
な
い
か
︒﹁
門
﹂

の
主
人
公
夫
妻
の
生
活
を
見
よ
︒
つ
い
に
は
自
殺
よ
り
ほ
か
に
行

く
べ
き
道
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
﹁
心
﹂
の
主
人
公
﹁
先

生
﹂
の
苦
悶
を
見
よ
︒﹁
行
人
﹂
に
お
け
る
兄
の
懐
疑
と
︑﹁
道

草
﹂
の
主
人
公
の
狂
え
る
頭
脳
と

︱
お
よ
そ
漱
石
の
作
品
に
描

か
れ
て
い
る
人
物
と
い
う
も
の
は
︑教
養
や
気
品
な
ど
に
よ
っ
て
︑

い
く
ら
か
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
︑
す
べ

て
陰
惨
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
暗
い
心
で
あ
り
︑
憂
鬱
な
雰
囲

気
な
ら
ぬ
は
な
い
︒
生
活
の
う
え
で
は
中
流
階
級
と
し
て
多
少
の
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余
裕
は
あ
る
と
し
て
も
︑
心
理
の
う
え
で
は
ギ
リ
ギ
リ
の
限
度
に

お
い
て

︱
一
歩
間
違
え
ば
発
狂
か
自
殺
か
と
い
う
危
っ
か
し
い

苦
悩
の
最
大
限
の
境
目
に
お
い
て
︑
苦
し
み
︑
藻
掻
き
︑
喘
ぎ
喘

ぎ
生
き
て
い
る
み
じ
め
な
人
間
の
姿
で
は
な
い
か
︒

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
︑
当
時
の
自
然
主
義
文
学
に
お
い
て
主
と
し

て
取
扱
わ
れ
た
貧
窮
と
か
︑
貧
乏
と
か
︑
そ
う
い
う
生
活
上
の
苦

労
と
は
違
っ
た
世
界
で
あ
る
︒
漱
石
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
人

物
の
苦
悩
と
い
う
も
の
は
︑
人
間
の
﹁
精
神
﹂
と
﹁
心
理
﹂
の
世

界
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
︒
貧
乏
な
ど
と
い
う
よ
う
な
︑
そ

ん
な
生
活
や
環
境
上
の
苦
し
み
で
は
な
く
︑
も
っ
と
人
間
そ
の
も
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の
の
本
質
に
即
し
た
﹁
精
神
﹂
と
﹁
心
理
﹂
に
根
ざ
し
た
苦
し
み

で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
運
命
的
で
も
あ
る
し
︑
ま
た
深
刻
で
も
あ
る
︒

い
く
ら
の
金
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
で
た
ち
ま
ち
ど
こ
か
へ
吹
っ
飛
ん

で

︱
解
消
し
て
し
ま
う
よ
う
な
苦
し
み
と
は
性
質
が
本
質
的
に

異
っ
て
︑
も
っ
と
人
間
そ
の
も
の
の
本
来
性
に
即
し
た
苦
悩
で
あ

る
︒

︱
そ
の
点
漱
石
の
文
学
は
︑
い
さ
さ
か
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の

脈
を
引
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
︒
当
時
︑
自
然
主
義
文
学
の
一

派
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
﹁
余
裕
の
文
学
﹂
な
ど
と
は
︑
ま
っ
た

く
正
反
対
な
﹁
暗
い
文
学
﹂
と
言
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
︒

文
学
に
対
す
る
そ
の
傷
々
し
い
ま
で
に
ひ
た
ム
キ
な
漱
石
の
態
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度
に
比
べ
る
と
︑
鷗
外
の
文
学
に
対
す
る
態
度
こ
そ
︑
ず
い
ぶ
ん

余
裕
が
あ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
漱
石
が
血
み
ど
ろ
に
な

っ
て
︑
傍
目
も
振
ら
ず
︑
た
だ
一
筋
に
文
学
を
生
活
し
て
い
る
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
比
べ
て
︑
鷗
外
こ
そ
実
験
室
の
中
で
文
学
を
さ
ま
ざ
ま
に
試
験

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
い
る
︒
弄
ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
し
︑
楽
し
ん
で

、
、
、
、

い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
︒
ひ
た
ム
キ
で
一
途
な
漱
石
は
︑
小

説
以
外
は

︱
そ
れ
も
現
代
小
説
の
形
式
に
お
い
て
︑
現
代
の
人

物
を
描
き
︑
現
代
人
の
心
理
を
取
扱
う
以
外
に
は
︑
他
を
省
み
る

暇
が
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
一
冊
︑
講
義
を
整
理
し
て
纏
め
た
﹁
文

学
論
﹂︵
こ
れ
が
た
い
し
た
著
述
で
あ
る
︶
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒
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俳
句
と
漢
詩
を
少
し
ば
か
り
や
っ
た
よ
う
だ
が
︑
そ
れ
も
鷗
外
の

短
歌
や
詩
ほ
ど
多
作
で
は
な
い
︒
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
絵
筆
を
弄

ん
だ
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
ま
っ
た
く
余
技
で
あ
っ
て
︑
文
学
こ
そ

漱
石
が
生
命
を
賭
け
て
取
組
ん
だ
一
生
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ

る
︒そ

こ
へ
行
く
と
鷗
外
の
文
学
は
︑
あ
く
ま
で
余
技
で
あ
っ
た
と

い
う
の
他
は
な
い
︒
余
技
で
も
あ
れ
だ
け
の
文
学
が
で
き
れ
ば
た

い
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
︑
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
に
ち
が
い

な
い
の
だ
け
れ
ど
も
︑
し
か
し
︑
余
技
に
は
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
余

技
だ
け
の
貫
禄
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
︒

︱
な
る
ほ
ど
作
品
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の
形
式
な
ど
も
多
方
面
で
あ
る
し
︑
い
ろ
い
ろ
な
試
み
も
し
て
い

る
し
︑
量
と
し
て
の
集
積
も
は
な
は
だ
大
で
あ
る
︒
そ
の
点
我
れ

我
れ
を
し
て
は
な
は
だ
畏
敬
せ
し
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
し

か
し
︑
そ
の
仕
事
の
質
の
迫
力
と
い
う
点
に
な
る
と
︑
男
子
の
一

生
を
た
だ
そ
の
一
筋
に
か
け
て
︑
必
死
の
努
力
を
文
学
に
傾
注
し

て
い
る
漱
石
の
文
学
に
は
︑は
る
か
に
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
︒

漱
石
の
文
学
に
は
白
刃
ひ
ら
め
く
真
剣
勝
負
の
気
魄
が
︑
惻
々
と

し
て
人
の
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
が
︑
鷗
外
の
余
技
文
学
は
︑
そ

の
一
つ
一
つ
が
は
な
は
だ
明
る
く
て
︑
快
適
で
あ
る
︒
こ
の
ご
ろ

傑
作
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
﹁
雁
﹂
を
見
よ
︒
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﹁
高
瀬
舟
﹂
を
見
よ
︒﹁
妄
想
﹂
に
し
て
も
﹁
阿
部
一
族
﹂
に
し

て
も
︑
取
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
そ
の
も
の
の
﹁
暗
さ
﹂
は
と
に
か

く
︑﹁
暗
い
﹂
題
材
を
取
扱
っ
て
い
る
鷗
外
そ
の
人
の
態
度
は
き

わ
め
て
明
る
い
︒い
か
に
作
品
に
打
ち
込
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
︑

身
を
も
っ
て
書
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
が
知
性
作
家
と
い
う
も

の
の
特
徴
で
も
あ
ろ
う
か
︒
多
少
の
面
白
さ

︱
興
味
を
感
じ
て

読
ん
で
も
︑
し
か
し
ど
こ
か
喰
い
足
り
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
︒

私
は
鷗
外
の
偉
大
を
決
し
て
認
め
ぬ
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
れ

は
主
と
し
て
あ
の
精
力
と
気
根
と
︑
頭
脳
の
明
快
さ
と
︑
そ
れ
か

ら
膨
大
な
仕
事
の
量
に
対
し
て
感
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
質
と
し
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て
は
常
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
る
︒
骨
の
髄
か
ら
震
い
お
の

の
か
さ
れ
る
態
の
モ
ノ
を
︑
鷗
外
の
余
技
文
学
が
持
た
な
い
か
ら

で
あ
る
︒
鷗
外
の
文
学
に
対
し
て
そ
ん
な
性
質
の
感
銘
を
求
め
る

の
は
︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く
求
め
る
私
の
ほ
う
が
間
違
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
私
に
も
分
っ
て
い
る
︒
が
︑
私
は
三
つ
子
の
時

代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
︑
常
に
文
学
に
対
し
て
た
だ
一
つ
の
も

の
を
求
め
て
き
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
の
な
い
文
学
は
私
に
と
っ
て

は
︑
あ
た
か
も
味
を
失
っ
た
塩
に
等
し
い
の
で
あ
る
︒

漱
石
が
偏
屈
な
ま
で
に
た
だ
一
筋
に
︑
狭
い
文
学
の
道
を
歩
い

た
の
に
対
し
て
︑
鷗
外
は
︑
そ
の
生
活
の
う
え
に
お
い
て
も
は
な
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は
だ
社
会
的
多
様
性
を
帯
び
︑
漱
石
の
生
活
と
は
好
個
の
対
照
を

な
す
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
漱
石
は
た
だ
一
つ
の
文
学
博
士

す
ら
辞
退
し
て
受
け
な
か
っ
た
の
に
︑
鷗
外
は
本
業
の
医
学
博
士

の
う
え
に
︑
さ
ら
に
文
学
博
士
の
肩
書
も
持
っ
て
い
る
︒
漱
石
は

文
学
に
打
ち
込
む
た
め
に
は
︑
ゆ
く
ゆ
く
大
学
教
授
の
位
置
に
ま

で
進
む
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
教
師
の
地
位
を
抛
っ
て
し
ま
っ
た
の

に
対
し
て
︑
鷗
外
は
陸
軍
軍
医
総
監
と
い
う
か
が
や
か
し
い
官
職

を
身
に
持
ち
な
が
ら
︑
盛
ん
に
文
学
上
の
活
動
を
試
み
︑
し
か
も

そ
の
う
え
博
物
館
館
長
で
あ
る
と
か
︑
国
語
審
議
会
の
委
員
で
あ

る
と
か
︑
い
ろ
い
ろ
な
方
面
に
首
を
突
っ
込
む
し
︑
と
い
っ
て
は
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言
葉
が
よ
く
な
い
が
︑
と
に
か
く
多
方
面
に
活
躍
を
つ
づ
け
た
︒

漱
石
は
文
学
の
う
え
に
名
を
な
さ
な
い
時
代
に
︑
そ
の
作
品
発
表

の
舞
台
を
提
供
し
て
く
れ
た
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
に
対
し
て
︑
終
生

変
ら
ざ
る
情
誼
を
感
じ
て
い
た
ら
し
い
が
︑︵
そ
れ
は
生
前
の
子

規
と
の
関
係
も
あ
っ
て
︶
し
た
が
っ
て
雑
誌
に
対
す
る
漱
石
と
し

て
の
特
別
の
因
縁
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
た
だ
一
つ
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂

の
み
で
あ
る
︒
が
︑
鷗
外
は
自
分
で
﹁
し
が
ら
み
草
紙
﹂
な
ど
と

い
う
雑
誌
を
発
行
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
︒
弟
の
三
木
竹
治
と
の

縁
故
も
あ
っ
て
︑﹁
歌
舞
伎
﹂
と
い
う
演
劇
雑
誌
に
︑
特
別
の
関

係
を
持
っ
た
り
︑
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
﹁
昴
﹂
に
は
寄
稿
の
上
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で
特
別
の
援
助
を
与
え
た
り
︑
文
学
活
動
の
う
え
に
な
か
な
か
野

心
的
な
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
先
に
も
言
っ
た
ご
と
く

西
園
寺
公
の
招
待
を
漱
石
は
断
っ
た
が
︑
鷗
外
は
拘
泥
り
な
く
出

こ
だ
わ

席
し
て
い
る
︒

以
上
の
ご
と
き
は
︑
本
質
的
な
文
学
の
仕
事
の
う
え
か
ら
言
え

ば
︑
何
の
か
か
り
も
な
い

︱
実
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
︑
漱
石
と
鷗
外
と
い
う
二
人
の
文
学
者
の
気
質
を
︑
そ

れ
等
の
事
実
が
い
か
に
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
思
う
の
で
以
上

列
挙
し
て
み
た
ま
で
で
あ
る
︒
が
︑
そ
う
い
う
態
度
の
差
異
が
︑

多
少
こ
の
二
人
の
文
学
者
の
作
品
の
質
的
差
異
の
う
え
に
影
響
し
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て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

そ
う
い
う
見
方
を
す
る
こ
と

は
︑
文
学
作
品
を
批
判
す
る
便
宜
と
し
て
も
︑
邪
道
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ど
ち
ら

が
正
し
い
と
か
︑
ど
ち
ら
が
間
違
っ
て
い
る
と
か
︑
こ
の
事
実
を

基
礎
に
し
て
︑
そ
う
い
う
小
批
判
を
し
よ
う
と
す
る
気
持
は
︑
私

に
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
人
柄
の
対
照
を
示
せ
ば
足
る

の
だ
し
︑
二
人
の
文
学
者
の
作
品
そ
の
も
の
が
︑
け
っ
き
ょ
く
二

人
の
そ
の
人
柄
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
れ
ば
︑
そ
れ

で
満
足
な
の
で
あ
る
︒

鷗
外
と
漱
石
と
の
人
と
し
て
︑
作
家
と
し
て
の
対
照
を
説
明
す
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る
た
め
に
︑
だ
い
ぶ
多
く
の
筆
を
費
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
さ
て
問

題
の
焦
点
を
元
に
返
す
こ
と
に
し
て
︑
少
く
も
支
那
事
変
が
初
ま

る
前
後
の
こ
ろ
ま
で
は
︑
鷗
外
よ
り
も
漱
石
の
ほ
う
が
一
般
読
者

層
か
ら
も
︑
ま
た
専
門
の
領
域
に
お
い
て
も
関
心
を
持
た
れ
︑
重

ん
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
最
近

二
三
年
に
な
っ
て
そ
の
形
勢
が
︑
ま
っ
た
く
逆
転
を
示
し
た
ご
と

き
観
が
あ
る
の
は
何
ゆ
え
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
点
が
私
に
は
問
題
な

の
で
あ
る
︒
作
家
と
し
て
︑
文
学
作
品
の
質
の
点
か
ら
考
え
て
︑

そ
の
事
実
が
私
に
は
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
︒
理
由
が
分
ら

な
い
の
で
は
な
い
︒
理
由
は
ハ
ッ
キ
リ
指
摘
で
き
る
の
だ
が
︑
そ
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の
理
由
に
た
い
し
て
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
る
︒

文
学
の
新
し
い
時
代
は
︑
鷗
外
の
文
学
に
関
心
を
持
っ
て
も
︑

漱
石
の
文
学
は
多
く
省
み
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の

ご
ろ
若
い
文
学
者
の
間
に
お
い
て
︑
漱
石
の
文
学
に
つ
い
て
云
々

し
て
い
る
の
を
見
る
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
希
れ
で
あ
る

︱
と
い
う

よ
り
も
︑
皆
無
と
言
っ
て
も
あ
え
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
︒
最
も

多
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
鷗
外
で
あ
り
︑
つ
づ
い
て
二
葉
亭

四
迷
で
あ
り
︑
樋
口
一
葉
で
あ
り
︑
そ
の
他
で
あ
る
︒
た
ま
た
ま

漱
石
に
つ
い
て
何
か
言
っ
て
い
る
人
が
お
る
か
と
思
え
ば
︑
相
も

変
ら
ず
生
前
い
わ
ゆ
る
弟
子
と
称
し
て
漱
石
の
周
辺
を
取
巻
い
た
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人
々
た
ち
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
等
の
人
々
が
︑

漱
石
と
漱
石
の
文
学
と
を
心
か
ら
畏
敬
し
て
︑
真
摯
な
研
究
の
成

果
を
発
表
す
る
と
い
う
よ
り
も
︑言
葉
は
悪
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑

多
少
師
匠
を
喰
い
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
の
感
じ

ら
れ
る
発
言
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
︒

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
私
は
漱
石
の
た
め
に
一
抹
の
寂
し
さ

を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
い
っ
た
い
漱
石
の
文
学
は
︑
若
い

世
代
か
ら
関
心
を
持
た
れ
な
く
て
も
い
い
ほ
ど
︑
そ
れ
ほ
ど
す
で

に
過
去
的
の
作
家
で
あ
り
︑
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
私
は
機
会

あ
る
ご
と
に
︑
よ
く
若
い
世
代
の
文
学
者
た
ち
に
質
問
す
る
の
で
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あ
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
た
い
て
い
の
人
々
が

︱
十
人
の
中
の
八
九

人
ま
で
は
鷗
外
の
文
学
を
称
揚
し
て
︑
漱
石
の
文
学
を
つ
ま
ら
な

い
と
答
え
る
の
が
常
で
あ
る
︒
私
に
と
っ
て
も
か
つ
て
は
鷗
外
の

文
学
と
と
も
に
漱
石
の
文
学
も
︑
あ
ま
り
に
高
い
価
値
を
見
出
せ

な
い
と
い
う
の
が
︑
少
し
言
い
過
ぎ
で
あ
る
な
ら
︑
少
く
も
私
の

求
む
る
文
学
の
傾
向
と
は
︑
相
当
に
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
の
が

事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
昭
和
十
三
年
冬
か
ら
翌
十
四
年
正
月
に

か
け
て
︑
漱
石
の
全
作
品
を
繰
返
し
て
読
破
し
た
結
果
︑
漱
石
文

学
の
偉
大
さ
に
初
め
て
頭
を
下
げ
た
︒
こ
れ
こ
そ
︑
明
治
大
正
文

学
の
最
高
峰
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
十
九
世
紀
以
後
の
世
界
文
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学
の
最
も
高
き
も
の
と
比
肩
し
て
も
︑
決
し
て
遜
色
の
な
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
︒

そ
れ
以
来
私
は
︑
機
会
あ
る
た
び
に
漱
石
文
学
の
偉
大
を
説
く

の
で
あ
る
が
︑
私
の
説
に
同
感
し
て
く
れ
る
の
は
十
人
中
の
一
人

に
す
ぎ
な
い
︒
漱
石
文
学
の
真
価
と
い
う
も
の
は
︑
つ
い
に
若
い

世
代
に
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
す
べ
て
の
作
品
が
長
編

で
あ
る
こ
と
も
︑
フ
ラ
ン
ス
風
の
短
編
小
説
に
よ
っ
て
︑
多
く
文

学
に
親
し
ん
で
来
て
い
る
当
代
の
若
い
文
学
者
た
ち
に
は
︑
あ
る

い
は
取
り
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
︒
漱
石
文
学
の
持

つ
暗
さ
︑
憂
鬱
さ
︑
陰
気
で
重
く
る
し
い
と
こ
ろ
な
ど
︑
軽
快
好
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み
の
従
来
の
若
い
世
代
に
は
︑
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か

も
し
れ
な
い
︒
漱
石
文
学
に
は
明
る
さ
と
か
︑
気
の
利
い
た
都
会

的
趣
味
だ
と
か
︑
軽
快
な
知
性
と
い
う
よ
う
な
︑
つ
い
最
近
ま
で

の
近
代
人
好
み
の
要
素
は
︑
少
し
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

す
べ
て
そ
の
反
対
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
︒
苦
渋
と
︑
執
拗
と
︑

い
か
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
︑
ど
う
解
決
す
る
す
べ
も
発
見
す

、
、

る
こ
と
の
で
き
な
い
泥
沼
に
足
を
踏
み
込
ん
だ
よ
う
な
人
間
的
苦

悩
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒
憂
鬱
で
︑
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
宿

命
的
な
人
間
性
に
根
ざ
し
た
苦
悩
を
︑
論
理
の
展
開
と
︑
心
理
の

解
剖
と
に
よ
っ
て
執
拗
に
描
写
し
て
ゆ
き
な
が
ら
︑
そ
こ
に
漱
石
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は
自
家
独
特
の
哲
学
を
披
瀝
し
て
い
る
︒
人
生
観
︑
恋
愛
観
︑
婦

人
観
︑
家
族
主
義
︑
西
欧
文
化
と
東
洋
文
化
に
対
す
る
批
判
や
︑

社
会
観
察
や

︱
何
も
か
も
す
べ
て
を
叩
き
込
み
︑
作
品
の
描
写

の
中
に
盛
り
上
げ
て
い
る
︒
文
学
の
巨
人
が
︑
高
く
秀
で
た
広
い

額
に
膏
汗
を
に
じ
ま
せ
つ
つ
︑
全
力
を
挙
げ
て
文
学
と
格
闘
し
︑

描
写
と
格
闘
し
て
い
る
︒

︱
漱
石
の
作
品
を
読
む
と
︑
そ
う
い

う
作
者
の
悲
壮
な
姿
が
︑
マ
ザ
マ
ザ
と
目
に
見
る
ご
と
く
に
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
定
刻
に
帰
宅
す
る
と
︑
軍
帽
を
脱
い
で

机
に
向
い
︑
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
小
説
を
書
い
た

︱
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
鷗
外
の
作
品
の
明
る
さ
︑
軽
快
味
と
は
︑
好
個
の
対
照
を
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な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

生
前
漱
石
の
文
学
者
生
活
の
周
辺
は
︑
外
見
に
は
は
な
は
だ
賑

や
か
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
賑
や
か
さ
は
死
後
し
ば

ら
く
の
間
ま
で
︑
遺
族
た
ち
の
生
活
態
度
や
︑
そ
の
雰
囲
気
な
ど

に
よ
っ
て
︑
か
え
っ
て
生
前
よ
り
も
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
賑
や
か

さ
を
も
っ
て
持
ち
越
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
を
︑
少
く
と
も
外

見
に
与
え
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
が
︑
私
は
今
に
し
て
考
え

る
の
に
︑
そ
れ
は
た
だ
外
見
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
実
際
上
の

漱
石
の
立
場
︑
漱
石
の
心
境
と
い
う
も
の
は
︑
実
は
傷
ま
し
い
ま

で
に
孤
独
で
︑
寂
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
︒
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な
る
ほ
ど
漱
石
の
生
前
に
は
︑
そ
の
文
学
上
の
勢
力
の
下
に
集

ま
る
有
象
無
象
が
︑
い
わ
ゆ
る
弟
子
と
称
す
る
一
派
と
と
も
に
︑

甘
き
に
集
う
蟻
の
群
の
ご
と
く
に
取
巻
い
た
︒
再
び
起
つ
あ
た
わ

つ
ど

ざ
る
最
後
の
胃
潰
瘍
の
発
作
に
お
そ
わ
れ
る
や
︑
数
々
の
弟
子
た

ち
は
師
匠
の
そ
の
死
床
に
駆
け
付
け
た
︒か
く
て
多
く
の
弟
子
や
︑

家
族
や
︑
親
近
の
人
々
に
取
囲
ま
れ
た
漱
石
の
臨
終
は
︑
ま
こ
と

に
賑
や
か
に
し
て
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
い
の
で

あ
る
︒
が
︑
そ
の
実
漱
石
自
身
の
本
当
の
心
は
︑
枯
野
の
中
に
独

り
死
ん
で
ゆ
く
と
同
じ
よ
う
に
孤
独
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
生
前

い
か
な
る
場
合
に
も
︑

︱
外
見
は
賑
や
か
に
見
え
て
い
て
も
︑



62

い
つ
も
漱
石
は
孤
独
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
や
っ
ぱ
り
臨
終
も
孤
独

だ
っ
た
︒
生
前
死
後
に
亘
っ
て
賑
や
か
に
も
見
え
︑
華
や
か
に
も

感
じ
ら
れ
た
の
は
︑
そ
れ
は
実
は
た
だ
取
巻
き
連
中
の
お
祭
り
騒

ぎ
だ
け
が
︑
そ
う
見
え
も
す
れ
ば
︑
ま
た
︑
そ
う
感
じ
さ
せ
も
し

た
の
で
あ
っ
て
︑
漱
石
自
身
と
し
て
は
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
︒
漱
石
は
常
に
孤
独
に
生
き
︑
孤
独
に
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
︒

︱
そ
の
こ
と
を
思
う
と
私
は
︑
人
間
と
い
う
も
の
の
骨
髄
か

ら
の
寂
し
さ
と
哀
れ
さ
と
を
︑犇
々
と
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

ひ
し
ひ
し

漱
石
は
多
く
の
弟
子
を
持
っ
た
こ
と
で
︑
有
名
で
あ
っ
た
し
︑

鷗
外
は
ま
た
弟
子
を
持
た
な
い
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
︒﹁
弟
子
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の
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
﹂
と
い
う
よ
う
な
項
目
が
︑
そ
の
当
時
﹁
新

潮
﹂
誌
上
で
試
み
ら
れ
た
森
鷗
外
論
の
一
項
目
と
し
て
︑
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
分
る
だ
ろ
う
︒

︱
そ
れ
は
必
ず
し

も
漱
石
に
弟
子
が
多
か
っ
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
︑
鷗
外
の
弟
子

が
︑
少
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
だ
︒
た
だ
︑
漱
石
の
弟

子
で
あ
る
と
自
称
す
る
人
々
が
︑
世
間
的
に
ガ
ヤ
ガ
ヤ
騒
い
だ
の

に
比
べ
て
︑
鷗
外
の
弟
子
た
ち
は
︑
み
ず
か
ら
弟
子
と
名
乗
る
こ

と
も
せ
ず
︑
じ
っ
と
沈
黙
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ

だ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
鷗
外
の
弟
子
た
ち
は
︑
鷗
外
の
死
後
今
日

に
及
ん
で
︑
よ
う
や
く
師
匠
の
業
績
を
検
討
し
︑
作
品
を
研
究
し
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て
︑
続
々
と
し
て
そ
の
成
果
を
発
表
し
て
い
る
︒

︱
鷗
外
の
業

績
が
最
近
に
な
っ
て
︑
と
み
に
華
や
か
に
印
象
さ
れ
る
の
は
︑
一

つ
は
そ
の
せ
い
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

鷗
外
の
業
績
︑
鷗
外
の
作
品
が
こ
の
数
年
来
︑
漱
石
文
学
を
は

る
か
に
凌
い
で
盛
ん
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
以
上

に
挙
げ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
の
理
由
の
ほ
か
に
︑
も
う
一
つ
見
遁
が

し
て
は
な
ら
な
い
肝
腎
な
点
が
一
つ
あ
る
︒
そ
れ
が
こ
と
に
重
要

な
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
鷗
外
が
晩
年
の
数
年

間
を
︑
文
学
活
動
の
た
め
の
す
べ
て
の
時
間
と
︑
全
精
力
と
を
傾

け
つ
く
し
て
没
頭
し
た
と
言
っ
て
い
い
歴
史
小
説
で
あ
る
︒
フ
ラ
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ン
ス
文
学
的
傾
向
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
若
い
世
代
の
文
学
者
た
ち

に
と
っ
て
は
︑
あ
た
か
も
明
る
い
知
性
的
な
鷗
外
文
学
が
親
し
み

や
す
い
と
同
時
に
︑
こ
の
数
年
来
新
し
い
歴
史
文
学
に
対
す
る
関

心
と
研
究
が
︑
こ
こ
で
は
い
ち
い
ち
指
摘
し
な
い
け
れ
ど
も
︑
い

ろ
い
ろ
の
理
由
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
︒
し
た

が
っ
て
鷗
外
晩
年
の
仕
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の
史
実
文
学
が
︑
新
し

い
歴
史
文
学
に
興
味
を
寄
せ
︑
関
心
を
持
つ
ほ
ど
の
人
々
に
と
っ

て
は
︑
一
応
も
二
応
も
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
当

然
の
こ
と
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
一
面
に
は
そ
こ
に
︑
鷗
外
文
学
に
対
す
る
研
究
が
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こ
の
数
年
来
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
大
き

な
理
由
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
れ
は
そ

れ
で
も
ち
ろ
ん
い
い
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
一
方
に
漱
石

の
文
学
が
よ
う
や
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
観
が
あ
る
の
は
︑

私
と
し
て
は
は
な
は
だ
物
足
り
な
い
の
だ
︒

こ
こ
で
漱
石
の
文
学
に
つ
い
て
︑
精
し
く
論
じ
て
い
る
暇
は
な

く
な
っ
た
し
︑
ま
た
︑
そ
の
こ
と
が
目
的
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑

文
学
の
定
義
か
ら
言
っ
て
︑
ま
た
私
の
文
学
観
か
ら
言
っ
て
︑
漱

石
の
作
品
は
あ
く
ま
で
本
筋
の
文
学
で
あ
る
し
︑
世
界
の
文
学
を

通
じ
て
︑第
一
流
の
文
学
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
︒
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た
だ
︑
文
学
を
鑑
賞
す
る
場
合
は
︑
多
く
個
人
性
に
基
づ
く
好
悪

に
支
配
さ
れ
や
す
く
︑
個
人
的
嗜
好
が
モ
ノ
を
言
う
こ
と
に
な
る

の
で
︑
あ
る
い
は
漱
石
の
文
学
を
好
ま
な
い
人
々
が
あ
る
と
い
う

の
は
︑
ど
う
も
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
あ
る
個
人
が
そ
の
人
自
身
の
趣
味
性
や
嗜
好

に
基
づ
い
て
︑
た
と
い
漱
石
文
学
を
﹁
好
か
な
い
﹂
と
し
て
も
︑

し
か
し
そ
の
事
実
は
︑
漱
石
文
学
が
第
一
流
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
毫
も
傷
つ
け
得
な
い
と
こ
ろ
だ
︒
こ
と
に
鷗
外
文
学
と
比
較
し

て
考
え
る
時
︑
漱
石
文
学
は
屹
然
と
し
て
文
学
の
正
道
の
う
え
に

聳
え
立
っ
て
い
る
こ
と
を
誰
人
と
い
え
ど
も
文
学
鑑
賞
の
良
心
と
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理
性
と
に
お
い
て
︑
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

︱
好

き
と
嫌
い
と
は
︑
ま
た
お
の
ず
か
ら
別
問
題
で
あ
る
が
︒

︵
昭
和
二
十
四
年
六
月
刊
︑﹃
明
治
大
正
の
文
学
者
﹄︶
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