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明
治
二
十
七
年
十
二
月
下
旬
、
夏
目
漱
石
は
、
菅
虎
雄
の
紹
介
状
を
持
っ

て
、
鎌
倉
円
覚
寺
の
塔
頭
帰
源
院
に
釈
宗
活
を
訪
ね
、
宗
活
の
手
引
き
で
そ
の

師
釈
宗
演
に
参
禅
し
た
。
こ
の
前
後
の
漱
石
と
漱
石
周
辺
の
事
情
は
、
伝
記
の

最
も
空
白
の
部
分
と
し
て
、
い
ま
も
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
周
知
の
よ

う
に
、
こ
の
と
き
の
参
禅
の
体
験
は
、
の
ち
に
『
夢
十
夜
』
の
「
第
二
夜
」
、

『
門
』
の
宗
功
の
参
禅
と
し
て
、
作
晶
の
な
か
に
表
現
さ
れ
た
。
青
年
漱
石
の

参
禅
の
生
活
と
体
験
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
こ
の
虚
構
の
肚
界
を
通
し
て
し

か
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
門
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
宗
功
は
、
　
「
是
か
ら
は
積
極
的

に
人
世
観
を
作
り
易
へ
」
る
た
め
に
、
同
僚
か
ら
の
紹
介
状
を
持
っ
て
一
窓
庵

に
釈
宜
道
を
訪
ね
、
官
道
か
ら
老
師
に
相
見
さ
れ
、
　
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の

面
目
は
何
だ
か
、
そ
れ
を
一
つ
考
へ
て
見
た
ら
善
か
ら
う
」
と
い
わ
れ
る
。

「
彼
は
冷
た
い
火
鉢
の
灰
の
中
に
細
い
線
香
を
燥
ら
し
て
、
教
へ
ら
れ
た
通
り

座
蒲
団
の
上
に
半
跡
を
組
」
み
、
考
え
る
。

　
　
其
内
凝
と
し
て
い
る
身
体
も
、
膝
頭
か
ら
痛
み
始
め
た
。
真
直
に
延
ば
し

　
て
い
た
脊
髄
が
次
第
々
々
に
前
の
方
に
曲
つ
て
来
た
。
宗
助
は
両
手
で
左
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
あ
て

　
足
の
甲
を
抱
え
る
様
に
し
て
下
へ
卸
し
た
。
彼
は
何
を
す
る
目
的
も
な
く
室

の
中
に
立
ち
上
が
っ
た
。
障
子
を
明
け
て
表
へ
出
て
、
門
前
を
ぐ
る
く
駈

　
け
回
つ
て
歩
き
た
く
な
つ
た
。
夜
は
し
ん
と
し
て
ゐ
た
。
寝
て
ゐ
る
人
も
起

　
ぎ
て
ゐ
る
人
も
何
処
に
も
居
り
さ
う
に
は
思
へ
な
か
っ
た
。
宗
助
は
外
へ
出

　
る
勇
気
を
失
つ
た
。
凝
と
生
き
な
が
ら
妄
想
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
は
猶
恐
ろ

　
し
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ぼ
ぜ
ん

　
　
彼
は
思
ひ
切
つ
て
又
新
ら
し
い
線
香
を
立
て
た
。
さ
う
し
て
又
略
前
と
同

　
じ
過
程
を
繰
り
返
し
た
。
最
後
に
、
も
し
考
へ
る
の
が
目
的
だ
と
す
れ
ば
、

　
坐
つ
て
考
え
る
の
も
寝
て
考
へ
る
の
も
同
じ
だ
ら
う
と
分
別
し
た
。
彼
は
室

　
の
隅
に
畳
ん
で
あ
っ
た
薄
汚
な
い
蒲
団
を
敷
い
て
、
其
中
に
潜
り
込
ん
だ
。

　
　
　
　
さ
つ
き

　
す
る
と
先
刻
か
ら
の
疲
れ
で
、
何
を
考
へ
る
暇
も
な
い
う
ち
に
、
深
い
眠
り

　
に
落
ち
て
仕
舞
つ
た
。



こ
の
参
禅
の
結
果
は
、
「
も
っ
と
、
ぎ
ろ
り
と
し
た
所
を
持
っ
て
来
な
け
れ
ば

駄
目
だ
」
と
老
師
か
ら
い
わ
れ
、
「
喪
家
の
犬
の
如
く
室
中
を
退
」
く
ほ
か
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
夢
十
夜
』
の
「
帆
二
夜
」
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
お
前
は
侍
で
あ
る
。
侍
な
ら
悟
れ
ぬ
筈
は
な
か
ら
う
と
和
尚
が
云
っ
た
。

　
さ
う
何
時
迄
も
悟
れ
ぬ
所
を
以
て
見
る
と
、
御
前
は
侍
で
は
あ
る
ま
い
と
言

　
つ
た
。
人
間
の
屑
ぢ
や
と
言
つ
た
。
は
二
あ
怒
っ
た
な
と
云
つ
て
笑
つ
た
。

　
口
惜
し
け
れ
ば
悟
つ
た
証
拠
を
持
つ
て
来
い
と
云
つ
て
ぷ
い
と
向
を
む
い

　
た
。
怪
し
か
ら
ん
。

　
　
隣
の
広
聞
の
床
に
据
え
て
あ
る
置
時
計
が
次
の
刻
を
打
つ
迄
に
は
、
胞
度

　
悟
つ
て
兄
せ
る
。
悟
つ
た
上
で
、
今
夜
又
入
室
す
る
。
さ
う
し
て
和
尚
の
首

　
と
悟
り
と
引
替
に
し
て
や
る
。
悟
ら
な
け
れ
ば
、
和
尚
の
命
が
取
れ
な
い
。

　
ど
う
し
て
も
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
侍
で
あ
る
。

　
　
も
し
悟
れ
な
け
れ
ば
自
刃
す
る
。
侍
が
辱
し
め
ら
れ
一
、
、
、
生
き
て
居
る
訳

　
に
は
行
か
な
い
。
奇
麗
に
死
ん
で
仕
舞
ふ
。

　
こ
の
二
つ
の
参
禅
の
世
界
は
、
読
ん
で
い
る
と
、
何
か
異
質
な
も
の
を
感
じ

さ
せ
る
。
作
家
の
一
っ
の
体
験
か
ら
、
二
つ
の
異
質
な
世
界
が
創
造
さ
れ
る
こ

と
は
、
別
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
漱
石
の
場
合
、
鎌

倉
円
覚
寺
で
の
参
禅
の
そ
も
そ
も
の
動
機
が
、
い
ま
も
っ
て
十
分
に
明
ら
か
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
体
験
が
、
宗
功
の
参
禅
と
『
夢
十
夜
』
の
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「
第
二
夜
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
異
質
な
も
の
に
注
意
を
む

け
て
み
る
こ
と
も
必
衷
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
っ
の
参
禅
記
は
、
宗
助
に
し
て
も
「
自
分
」
に
し
て
も
、

雑
念
・
妄
念
に
と
り
っ
か
れ
、
迷
い
に
迷
い
抜
い
て
い
る
。
し
か
し
宗
功
に
は

殺
気
と
い
う
も
の
が
な
い
。
宗
功
は
、
老
師
の
言
葉
に
「
喪
家
の
犬
の
如
く
室

中
を
退
い
た
」
が
、
「
自
分
」
に
は
、
和
尚
の
侮
蔑
的
な
言
葉
に
、
「
吃
度
悟
っ

て
見
せ
る
」
、
「
さ
う
し
て
和
尚
の
首
と
悟
り
と
引
替
に
し
て
や
る
」
、
「
自
分
は

侍
で
あ
る
」
と
い
う
自
特
が
あ
る
。
そ
う
し
て
「
ど
う
し
て
も
悟
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
焦
燥
が
、
積
極
的
に
人
生
観
を
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
宗

助
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
悟
れ
な
け
れ
ば
、
ど
う
す
る
の
か
。

座
蒲
団
の
下
に
も
ぐ
り
こ
ま
せ
た
朱
鞘
の
短
刀
が
あ
る
。
こ
の
短
刀
は
、
和
尚

に
も
む
け
ら
れ
て
い
る
し
、
自
分
に
も
む
け
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。
　
「
森
閑
と

し
て
、
人
気
が
な
い
」
夜
の
禅
寺
で
、
灯
心
を
か
き
た
て
な
が
ら
、
悟
ろ
う
と

し
て
悟
れ
ず
、
冷
た
い
匁
を
み
っ
め
て
い
る
図
柄
か
ら
う
ま
れ
る
雰
囲
気
は
、

殺
気
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
公
案
に
た
い
し
て
、

　
　
自
分
は
腹
痛
を
悩
ん
で
ゐ
る
。
其
腹
痛
と
言
ふ
訴
を
抱
い
て
来
て
見
る

　
と
、
豊
計
ら
ん
や
、
其
対
症
療
法
と
し
て
、
六
づ
か
し
い
数
学
の
間
題
を
出

　
し
て
、
ま
あ
是
で
も
考
へ
た
ら
可
か
ら
う
と
云
は
れ
た
と
一
般
で
あ
つ
た
。

　
考
へ
ろ
と
云
は
れ
二
ば
、
考
へ
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
一
応
腹
痛
が
治

　
ま
つ
て
か
ら
の
事
で
な
く
て
は
無
理
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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と
思
う
の
が
宗
功
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、

　
超
州
日
く
無
と
。
無
と
は
何
だ
。
糞
坊
主
め
と
歯
噛
を
し
た
。

と
焦
っ
て
い
る
の
が
「
自
分
」
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
「
自
分
」
の
和
尚
に
た
い
す
る
態
度
と
、
宗
助
の
老
師
に
た
い

す
る
態
度
も
違
う
。
そ
の
逆
の
、
和
尚
の
「
自
分
」
に
た
い
す
る
態
度
と
、
老

師
の
宗
助
に
た
い
す
る
態
度
も
、
や
は
り
連
う
だ
ろ
う
。
適
切
に
い
い
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
和
尚
と
「
自
分
」
の
間
に
は
、
い
わ
ば
熱
気
と
い
う

よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
老
師
と
宗
助
の
間
に
は
、
い
わ
ば
枯
淡
の
趣
き
と
で
も

い
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
老
師
」
（
『
門
』
）
と
「
和
尚
」

（
「
第
二
夜
」
）
の
呼
称
の
違
い
に
も
留
意
す
ぺ
き
だ
ろ
う
。
「
自
分
」
に
と
っ

て
は
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
「
老
師
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
宗
助
に
と
っ
て
は
ど

う
し
て
も
「
老
師
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
和
尚
」
は
「
糞
坊
主
」

で
あ
り
、
　
「
薬
罐
頭
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
「
自
分
」
と
宗
助
の
禅
へ
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

か
わ
り
か
た
が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
宗
助
は
老
師
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
自
分
」
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

　
…
…
忽
然
隣
座
敷
の
時
許
が
チ
ー
ン
と
鳴
り
始
め
た
。

　
　
は
つ
と
思
つ
た
。
右
の
手
を
す
ぐ
短
刀
に
掛
け
た
。
時
計
が
二
つ
目
を

　
チ
ー
ン
と
打
つ
た
。

自
分
は
悟
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
無
が
現
前
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
は
わ
か
ら

な
い
、
ど
ち
ら
と
で
も
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
自
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

は
、
ど
う
あ
っ
て
も
宗
助
の
よ
う
に
、
老
師
か
ら
退
き
、
「
門
の
下
に
立
ち
疎
」

む
種
類
の
人
問
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
禅
寺
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
宗
助
は
、
「
彼
は
平
生
自
分
の
分
別
を
便
に
生
き
て
来
た
。
其
分
別
が
今
は

彼
に
崇
っ
た
の
を
口
惜
し
く
思
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
助
か
ら
み

れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
「
第
二
夜
」
の
「
自
分
」
は
、
「
取
捨
も
商
量
も
容
れ
な

い
愚
な
も
の
ｘ
の
一
徹
一
図
」
と
映
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
参

禅
へ
の
心
的
傾
向
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
違
う
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
『
門
』
と
い
う
小
説
の
な
か
で
の
宗
功
の
設
定
の
あ

り
よ
う
に
も
か
か
わ
っ
て
い
く
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
宗

助
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
小
説
で
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
像
と
し
て
結
ば
れ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
助
の
日
常

は
「
役
所
へ
山
て
は
又
役
所
か
ら
帰
っ
て
来
」
る
毎
日
で
あ
り
、
家
で
の
夫
婦

は
「
日
毎
に
地
味
に
な
っ
て
行
く
人
」
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
。
薄
暗
い

　
ラ
ン
プ

「
洋
灯
」
の
下
で
弟
小
六
を
ふ
く
め
て
三
人
が
晩
飯
を
と
り
な
が
ら
、
　
「
子
供

も
な
い
癖
に
」
玩
具
に
打
ち
興
じ
て
い
る
風
景
は
、
何
か
佗
し
い
と
い
う
よ
り

も
、
前
途
に
見
極
め
を
っ
け
て
し
ま
っ
た
分
別
臭
い
中
年
男
を
、
あ
る
い
は
人

生
の
峠
を
登
り
っ
め
て
し
ま
っ
た
初
老
の
男
の
生
活
を
思
わ
せ
る
の
だ
。
そ
れ

は
、
「
宗
助
は
縁
に
出
て
長
く
延
び
た
爪
を
勇
り
な
が
ら
、
／
『
う
ん
、
然
し
又

ぢ
き
冬
に
な
る
よ
』
と
答
へ
て
、
下
を
向
い
た
ま
ま
鉄
を
動
か
し
て
ゐ
た
」
結

末
ま
で
、
変
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
が
冬
を
は
さ
ん
だ
秋
か
ら
春
へ
か



け
て
の
季
節
の
時
問
に
沿
っ
て
吠
閥
し
て
い
る
こ
と
も
、
サ
一
、
Ｊ
よ
う
な
印
象
を

あ
た
え
る
の
で
は
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
宗
助
は
、
中
年
な
い
し
初
老
に
か
か
る
男
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宗

助
と
お
米
が
「
一
所
に
な
っ
て
か
ら
今
日
迄
六
年
程
」
た
っ
て
い
る
の
が
、
現

在
の
時
問
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
助
は
お
そ
ら
く
三
十
に
は
な
っ
て
い
な
い
は

ず
で
あ
る
。
過
去
に
こ
の
「
不
徳
義
な
男
女
」
が
「
蒼
白
い
額
を
索
直
に
前
に

出
し
て
、
其
所
に
餓
に
似
た
烙
印
を
受
け
た
」
に
し
て
も
、
宗
助
が
あ
た
え
る

イ
メ
ー
ジ
と
年
齢
に
は
、
や
は
り
何
処
か
に
一
っ
の
越
え
が
た
い
違
和
感
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
宗
功
の
年
齢
は
、
恰
度
い
ま
漱
石
が
参
禅
し
よ
う

と
す
る
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
の
漱
石
の
精
神
は
、
『
門
』
、
「
第
二
夜
」
の
二

っ
の
参
禅
記
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
た
し
か
に
そ
れ
ぞ
れ
に
漱
石
の
体
験
が
生
か
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ

の
精
神
の
位
相
は
、
ほ
と
ん
ど
中
年
な
い
し
初
老
を
お
も
わ
せ
る
宗
助
よ
り
も

「
筑
二
夜
」
に
よ
り
鋭
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
二
っ
の
参
禅
記
に
は
公
案
を
前
に
し
て
、
雑
念
・
妄
念
の
な
か
で
分
別
し
て

い
る
人
問
と
、
ひ
た
走
り
に
む
か
っ
て
い
る
人
問
と
が
い
る
。

　
明
治
二
十
七
年
十
二
月
の
漱
石
の
参
枠
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。　

（
註
１
）
す
で
に
越
智
治
雄
氏
の
「
父
母
未
生
以
前
の
漱
石
」
（
「
漱
石
私

　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

論
」
昭
四
六
・
六
所
収
）
に
「
と
こ
ろ
で
、
悟
り
の
錯
覚
は
『
門
』
に
お

い
て
も
一
人
物
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
苦
悩
を

抱
い
た
宗
助
を
含
め
て
少
な
く
と
も
そ
の
場
を
包
ん
で
い
る
の
は
微
笑
で

あ
っ
た
。
一
方
『
夢
十
夜
』
で
は
『
白
分
』
に
あ
る
の
は
は
る
か
に
強

い
、
『
切
な
い
』
ば
か
り
の
衝
迫
感
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
抑
圧
感
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
く
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

ｏ

　
夏
目
漱
石
は
、
明
治
二
十
七
年
十
月
十
六
日
、
小
石
川
表
町
七
十
六
番
地
法

蔵
院
に
下
宿
し
た
。
法
蔵
院
に
下
宿
し
た
頃
の
漱
石
は
、
あ
る
激
情
に
と
ら
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
言
行
に
は
不
可
解
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
た
め
か
、
こ

の
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
狩
野
亨
吉
、
菅
虎
雄
の
莚
言
は
食
い
違
っ
て
い

る
。
法
蔵
院
に
は
尼
僧
数
人
が
住
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
恐
れ
て
菅
虎
雄
の
下
に

走
っ
た
と
い
う
の
が
狩
野
亨
吉
の
証
言
で
あ
り
、
法
蔵
院
下
宿
以
前
、
菅
虎
雄

の
も
と
に
移
り
、
そ
こ
を
漢
詩
を
書
き
残
し
て
、
何
も
い
わ
ず
に
ぷ
い
と
飛

び
だ
し
た
と
い
う
の
が
、
菅
虎
雄
の
証
言
で
あ
る
。
こ
の
奇
怪
な
漱
石
の
行

動
に
つ
い
て
、
九
月
閑
口
、
十
月
十
六
日
の
正
閉
子
規
あ
て
の
手
紙
な
ど
か

ら
、
　
「
親
友
の
家
を
無
断
で
飛
び
出
さ
な
け
れ
ば
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
、
漱

石
の
気
持
は
切
追
し
て
瞼
し
く
、
人
間
の
顔
と
い
ふ
顔
は
、
見
る
も
厭
で
、
何

所
か
山
の
処
へ
で
も
這
入
っ
て
仕
舞
ひ
た
い
や
う
に
も
思
は
れ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

　
　
　
¢

い
か
と
思
ふ
」
と
小
宮
豊
隆
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
法
蔵

院
に
は
、
尼
僧
が
い
て
「
少
し
も
殊
勝
な
ら
ず
女
は
何
時
ま
で
も
う
る
さ
き
動

物
な
り
」
　
（
明
２
７
・
１
０
・
３
１
）
と
子
規
に
書
き
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
法
蔵
院
へ
の
転
居
は
、
す
で
に
諸
家
が
ひ
と
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
春
以
来
続
い
て
い
た
結
核
の
疑
い
か
ら
く
る
肉
体
上
の
不
安
と
、
ま

た
後
年
『
文
学
論
』
の
「
序
」
、
『
私
の
個
人
主
義
』
で
も
回
想
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
英
文
学
に
欺
か
れ
た
る
が
如
き
不
安
」
が
次
第
に
募
っ
て
き
て
い
た
時

代
で
も
あ
っ
た
。
「
理
性
と
感
情
の
戦
争
益
劇
し
く
恰
も
虚
空
に
っ
る
し
上
げ

ら
れ
た
る
人
問
の
如
く
に
て
」
　
（
明
２
７
・
９
・
４
、
正
岡
子
規
あ
て
）
と
信
頼

す
べ
き
友
人
に
書
き
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。

　
夏
目
鏡
子
の
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
に
よ
れ
ば
、
初
恋
の
女
性
と
お
ぼ
し
い
人

物
や
、
そ
れ
に
よ
く
似
た
尼
僧
も
、
こ
の
法
蔵
院
時
代
に
登
場
し
て
く
る
の
で

あ
り
、
鏡
子
を
ふ
く
め
て
友
人
狩
野
亨
吉
、
菅
虎
雄
の
証
言
は
、
こ
の
頃
の
漱

石
に
関
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
が
、
極
め
て
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
江
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

淳
氏
が
記
し
て
い
る
登
世
へ
の
思
慕
か
ら
く
る
「
和
三
郎
に
対
す
る
罪
悪
感
」

も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
渋
川
騒
氏
の
、
　
「
彼
が

三
角
関
係
の
、
苦
悩
に
満
ち
た
恋
愛
を
体
験
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
」
、
「
し
か
も

な
ほ
突
き
進
ん
で
考
へ
る
と
、
彼
は
そ
の
三
角
関
係
に
お
い
て
、
不
徳
義
な
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

割
を
っ
と
め
た
当
の
人
問
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
想
像
、
な
い
し
仮
定
も

可
能
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
と
も
か
く
、
こ
の
と
き
の
漱
石
は
、
統
御
で
き
な
い
あ
る
想
念
に
と
り
っ
か

れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
て
、
「
理
性
と
感
情
の
戦
争
」
が
行
為
を
支

配
し
、
周
囲
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と
し
て
映
っ
た
か
も
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
に
っ
い
て
の
妻
・
友
人
の
莚
言
が
錯

綜
し
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
ぐ
、
漱
石
の
言
行
に
原
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
明
治
二
十
四
年
七
月
十
七
日
、
眼
医
者
で
あ
っ
た
「
銀
杏
返
し
に
た
け
な

が
を
か
け
」
た
女
性
が
、
法
蔵
院
時
代
の
女
性
と
し
て
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
に

語
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
鏡
子
の
誤
聞
と
は
い
ち
が
い
に
い
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。
漱
石
に
と
っ
て
も
「
狂
気
」
へ
の
衝
動
を
と
も
な
っ
た
異
常
な
時
期

で
あ
り
、
周
囲
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
見
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
語
っ
て

い
る
「
本
人
」
や
「
ほ
か
の
方
々
」
に
と
っ
て
も
、
聞
い
て
い
る
妻
に
し
て

も
、
そ
の
限
り
で
は
、
真
実
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
漱
石
に
と
っ
て
は
、

す
で
に
過
去
の
時
問
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
も
の
ま
で
も
ふ
く
め
て
内
外
の

体
験
が
、
こ
の
と
き
、
一
挙
に
お
そ
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
し
て
大
学
寄
宿
舎
か
ら
法
蔵
院
に
落
着
く
ま

で
の
四
十
日
の
間
、
「
所
々
流
浪
」
（
明
２
７
・
１
０
・
１
６
、
狩
野
亨
吉
あ
て
）
を
続

け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
被
害
妄
想
の
結
果
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

生
涯
の
第
一
回
目
の
「
神
経
衰
弱
」
、
内
因
性
警
病
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
時
期
の
法
蔵
院
下
宿
以
前
の
二
十
七
年
夏
、
松
島
に
遊
ん
だ
と

き
、
「
年
来
の
累
を
一
掃
せ
ん
」
　
（
明
２
７
・
９
・
４
、
正
岡
子
規
あ
て
）
と
し



て
、
瑞
厳
寺
に
お
い
て
「
南
天
捧
の
一
捧
を
喫
し
」
（
同
）
よ
う
と
も
考
え
て

果
さ
な
か
っ
た
漱
石
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
禅
に
よ
る
救
済
へ
の
志
向
は
次
第

に
た
か
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鎌
倉
に
む
か
っ
た
と
き
、
そ
こ

で
、
『
門
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
悉
く
叔
翼
と
し
て
錆
び
果
て
」
た
禅

寺
で
、
老
師
や
禅
僧
に
接
し
て
、
「
今
の
不
安
な
不
定
な
弱
々
し
い
自
分
を
救

ふ
事
が
出
来
は
し
ま
い
か
と
、
果
敢
な
い
望
を
抱
い
た
」
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ

う
。
「
凡
骨
到
底
見
性
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
み
ず
か
ら
「
断
念
」
（
前
記
書
簡
）

し
て
い
た
漱
石
は
、
し
か
し
何
よ
り
も
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
と
も
か
く
も
漱
石
は
参
禅
し
た
。
「
閑
瀞
」
な
禅
寺
で
統
御
で
き
な
い
自
己

の
「
不
安
で
不
定
な
」
精
神
と
行
為
を
「
冷
却
」
す
る
た
め
に
は
、
「
猛
烈
に

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

己
事
の
究
明
に
従
事
」
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
気
楽
で
は
不
可
ま
せ

ん
。
道
楽
に
川
来
る
も
の
な
ら
、
．
二
十
年
も
三
十
年
も
雲
水
を
し
て
苦
し
む
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
『
門
』
の
宜
道
の
い
う
言
葉
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
宗
助
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
宜
道
が
宗
功
に
あ
た
え
た
「
老
師

か
ら
公
案
の
旧
る
事
や
、
其
公
案
に
一
生
懸
命
噛
り
付
い
て
、
刺
も
晩
も
昼
も

夜
も
噛
り
っ
ド
け
に
噛
ら
な
く
て
は
不
可
な
い
事
」
と
い
う
「
幼
言
」
は
、
む

し
ろ
宗
功
よ
り
も
、
「
第
二
夜
」
の
「
自
分
」
が
思
実
に
従
事
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
懸
物
が
見
え
る
。
畳
責
え
る
。
和
尚
の
譲
頭
が
あ
り
く
と
見
え

　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

　
る
。
鰐
口
を
開
い
一
、
、
潮
笑
つ
た
声
ま
で
聞
え
る
。
怪
し
か
ら
ん
坊
主
だ
。
ど

　
う
し
て
も
あ
の
薬
罐
を
首
に
し
な
く
て
は
な
ら
ん
。
悟
っ
て
や
る
。
無
だ
、

　
無
だ
と
舌
の
根
で
念
じ
た
。
無
だ
と
－
云
ふ
の
に
矢
つ
張
り
線
香
の
香
が
し

　
た
。
何
だ
線
香
の
癖
に
。

　
　
自
分
は
い
き
な
り
拳
骨
を
固
め
て
自
分
の
頭
を
い
や
と
云
ふ
程
撫
つ
た
。

さ
う
し
て
器
を
ぎ
り
く
と
噛
ん
だ
。
両
腋
か
ら
汗
が
出
る
。
脊
中
が
棒

　
の
様
に
な
つ
た
。
膝
の
接
目
が
急
に
痛
く
な
つ
た
。
膝
が
折
れ
た
つ
て
ど
う

　
あ
る
も
の
か
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
痛
い
。
苦
し
い
。
無
は
中
々
出
て
来
な

　
い
。
出
て
来
る
と
思
ふ
と
す
ぐ
痛
く
な
る
。
腹
が
立
つ
。
無
念
に
な
る
。
非

常
に
口
惜
し
く
な
る
。
涙
が
ほ
ろ
く
窒
。
一
と
思
に
身
を
巨
巌
の
上
に

　
打
っ
け
て
、
骨
も
肉
も
滅
茶
々
々
に
砕
い
て
仕
舞
ひ
た
く
な
る
。

　
　
そ
れ
で
も
我
慢
し
て
凝
つ
と
坐
つ
て
い
た
。
　
（
下
略
）

「
全
伽
」
を
組
み
な
が
ら
去
来
す
る
肉
体
の
痛
み
と
想
念
は
、
そ
こ
か
ら
「
脱

却
」
し
「
自
分
」
が
志
向
す
る
境
地
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ

の
焦
燥
は
さ
ら
に
焦
燥
を
う
み
、
感
情
は
ま
す
ま
す
た
か
ぶ
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
焦
燥
と
感
情
の
た
か
ぶ
り
こ
そ
、
公
案
を
ま
え
に
し

て
分
別
し
て
い
る
宗
助
よ
り
も
、
明
治
二
十
七
年
の
蟹
屈
し
た
糖
神
の
状
態
に

あ
る
、
意
志
的
に
公
案
に
む
か
っ
て
い
る
二
十
八
歳
の
青
年
漱
石
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
註
ユ
）
小
宮
豊
隆
「
夏
目
漱
石
」
（
昭
二
二
・
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

（
註
２
）
江
藤
淳
「
漱
石
と
そ
の
時
代
第
一
部
」
（
昭
四
六
・
八
）

（
註
３
）
渋
川
騒
「
夏
目
漱
石
論
」
　
（
「
近
代
日
本
文
学
研
究
明
治
作
家
論

　
　
　
下
」
昭
一
八
・
二
、
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
「
夏
目
漱
石
」

　
　
　
昭
四
五
・
一
所
収
）

（
註
４
）
千
谷
七
郎
「
漱
石
の
病
跡
」
（
一
九
六
三
・
八
）
、
加
賀
乙
彦
「
夏

　
　
　
目
漱
石
論
」
（
「
文
学
と
狂
気
」
一
九
七
一
・
六
所
収
）

（
註
５
）
小
宮
豊
隆
前
掲
書

員

　
た
だ
「
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
自
分
」
に
は
、
二
十
八
歳
の

漱
石
が
映
っ
て
い
る
。
こ
の
時
ま
で
の
漱
石
の
身
辺
を
み
て
み
る
と
、
後
年
、

『
硝
子
戸
の
中
』
で
な
つ
か
し
く
回
想
し
て
い
る
実
母
千
枝
の
死
（
明
一
四
・

一
）
を
少
年
期
に
送
っ
て
い
る
。
ま
た
長
兄
大
一
（
明
二
〇
・
三
）
、
次
兄
栄

之
功
（
明
二
〇
・
六
）
、
さ
ら
に
敬
愛
し
て
い
た
鰻
登
世
（
明
二
四
・
七
）
の

死
を
も
、
青
年
期
に
み
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
多
く
の
近
親
の
死
を
み

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
死
を
ふ
く
め
て
漱
石
を
お
そ
う
不
安
は
、
お
そ

ら
く
「
無
」
と
い
う
も
の
を
最
も
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に

「
第
二
夜
」
の
公
案
「
無
」
は
、
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
に
比
べ
て

宗
教
的
で
あ
る
よ
り
も
、
よ
り
い
っ
そ
う
人
生
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
こ
に
は
放
下
で
き
な
い
諸
縁
を
放
下
し
よ
う
と
し
て
「
無
」
に
む
か
っ
て
い

三
四

る
、
ひ
た
む
き
な
人
問
が
い
る
の
だ
。

　
こ
の
意
志
的
な
人
問
は
、
漱
石
の
文
学
に
登
場
す
る
諸
人
物
の
な
か
で
は
、

か
な
り
珍
ら
し
い
人
間
像
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
、

あ
る
時
期
の
漱
石
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
人
問
像
を
何
処

か
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
最
も
直
載
的
な
方
法
を
と
り
た
い
。
つ
ま
り
作
家
の
影
を
求
め

て
、
小
説
の
な
か
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
、
き
わ
め
て

素
朴
な
私
小
説
的
方
法
に
よ
っ
て
み
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
わ
れ
わ
れ
は
作
晶
を
通
し
て
し
か
作
家
は
語
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二

っ
の
参
禅
の
記
録
は
、
一
っ
は
虚
構
を
通
し
て
一
っ
は
夢
と
し
て
え
が
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
二
っ
の
異
質
な
記
録
は
、
生
の
根
元
を
問
う
て
い
る
こ
と

は
、
た
し
か
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
漱
石
は
、
そ
の
又
学
的
営
為
に
最
も
方
法

的
な
作
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
層
々
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
文
学
的
建
築
物
の

一
っ
か
ら
、
漱
石
の
影
を
求
め
て
、
作
家
を
小
説
に
登
場
す
る
諸
人
物
に
そ
の

ま
ま
同
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
怠
慢
に
等
し
い
業
と
し
て
映
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
「
ク
リ
ェ
ー
タ
ー
」

と
し
て
の
漱
石
の
自
負
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
来
、
唯
一
の
自
伝
的
な
作

品
だ
と
も
わ
い
れ
て
き
て
い
る
『
道
草
』
に
し
て
も
、
『
吾
輩
は
猫
、
で
あ
る
』

前
後
の
日
常
生
活
の
「
再
現
」
な
ど
で
は
な
く
、
造
型
へ
の
強
い
意
惹
が
働
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
の
文
学
を
私
小
説
を
読
む
よ
う
な



眼
で
見
る
こ
と
は
、
事
柄
の
本
質
を
見
誤
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
総
体
性

に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
、
幅
の
せ
ま
い
一
面
灼
な
理
解
に
お

ち
い
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
方
法
を
と
る
の
は
、
か
っ
て
正
宗
白
鳥
が
『
道
草
』
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
っ
た
と
い
う
『
全
作
品
の
註
釈
書
』
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
、
法
蔵
院
時

代
の
漱
石
に
っ
い
て
の
私
註
を
と
ど
め
て
お
き
た
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
（
註
１
）
「
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
」
（
岩
波
版
全
集
第
十
一
巻
）

　
（
註
２
）
椙
原
和
邦
『
「
道
草
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
文
学
研
究
第
二
八
号

　
　
　
　
　
昭
四
三
．
一
二
（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
「
夏
目
漱
石
」

　
　
　
　
　
昭
四
五
・
一
所
収
）

　
（
註
３
）
平
岡
敏
夫
「
道
草
」
解
釈
と
鑑
賞
昭
三
九
・
一
二

陶

　
相
原
和
邦
氏
は
綿
密
な
実
証
の
う
え
で
、
『
道
草
』
に
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
執
筆
前
後
の
漱
石
と
、
大
正
三
・
四
年
頃
の
実
生
活
が
あ
る
プ
リ
ズ
ム
を

通
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
「
こ
の
二
っ
の
時
期
が
選
ば
れ
た
理

由
の
一
っ
と
し
て
、
両
時
期
に
お
け
る
漱
右
の
精
神
状
況
の
類
似
が
あ
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
猫
』
執
筆
当

時
の
漱
石
は
、
法
蔵
院
時
代
に
お
そ
っ
た
「
神
経
衰
弱
」
が
再
発
し
た
と
き
で

あ
り
、
大
正
三
年
は
や
や
落
着
き
を
と
り
も
ど
し
た
と
は
い
え
、
第
三
回
の

　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

「
神
経
衰
弱
」
に
お
そ
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
三
回
の
発
病
前

後
に
漱
石
は
『
行
人
』
『
こ
二
ろ
』
を
執
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
道
草
』
が
第
二
ｕ
の
「
神
経
衰
弱
」
に
お
ち
い
っ
た
時
期
を
か
え
り
み
る

よ
う
な
か
た
ち
で
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
前
作
『
こ
二
ろ
』
は
、
そ

の
最
も
激
情
に
み
ち
だ
青
年
期
の
漱
右
が
、
そ
こ
に
え
が
か
れ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
っ
て
、
大
正
二
年
に
三
回
目
に
お
そ
っ
た
深
刻
な
「
神
経
衰
弱
」

は
、
過
去
の
発
病
期
へ
の
口
想
を
よ
び
お
こ
す
因
と
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
よ
う
や
く
沈
静
に
む
か
い
か
け
た
頃
、
漱
石
は
、
『
こ
＼
ろ
』
に
お

い
て
そ
の
青
年
時
代
を
、
『
道
草
』
に
お
い
て
そ
の
作
家
的
山
発
の
時
期
の
そ

れ
ぞ
れ
苦
悩
に
み
ち
た
深
刻
な
体
験
を
、
執
筆
当
時
の
自
己
の
精
神
状
況
に
重

ね
な
が
ら
、
一
つ
の
文
学
的
泄
界
に
造
型
し
た
と
い
え
る
。
第
三
回
目
の
「
神

経
衰
弱
」
に
よ
っ
て
、
過
去
は
ふ
た
た
び
よ
み
が
え
り
、
た
だ
に
『
猫
』
執
筆

当
時
の
漱
石
だ
け
で
な
く
、
法
蔵
院
時
代
に
た
い
し
て
も
、
心
情
は
い
ち
じ
る

し
く
か
た
む
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
『
こ
二
ろ
』
は
、
鎌
倉
の
海
岸
で
一
人
沖
の
方
に
泳
い
で
い
く
「
先
生
」
の

姿
に
ひ
き
っ
け
ら
れ
、
「
私
」
が
そ
の
後
を
追
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の

孤
独
に
ひ
た
さ
れ
た
「
先
生
」
の
姿
は
、
帰
京
し
て
か
ら
訪
問
し
た
後
も
変
ら

な
い
。
「
私
は
淋
し
い
人
間
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
先
生
の
奥
に
ひ
そ
む
秘
密

を
、
「
若
か
っ
た
」
「
私
」
は
、
次
第
に
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の

「
先
生
」
は
思
想
家
と
し
て
「
私
」
に
は
映
っ
て
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

　
　
け
れ
ど
も
其
思
想
家
の
纏
め
上
げ
た
主
義
の
裏
に
は
強
い
、
事
実
が
織
り

　
込
ま
れ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
自
分
と
切
り
離
さ
れ
た
他
人
の
事
実
で
な
く

　
つ
て
、
自
分
自
身
が
痛
切
に
味
は
つ
た
事
実
、
血
が
熱
く
な
っ
た
り
豚
が
止

　
ま
つ
た
り
す
る
程
の
事
実
が
、
畳
み
込
ま
れ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。

こ
の
思
想
家
の
「
自
分
自
身
が
痛
切
に
味
は
っ
た
事
実
」
に
せ
ま
ろ
う
と
し
、

次
第
に
そ
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
筋
道
は
、
た
く
み
に
伏
線
が
は
ら

れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
推
理
小
説
の
手
法
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
う
や
く
そ
の
事

実
は
、
「
先
生
と
遺
書
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
先
生
と
遺
書
」
に
記
さ
れ
た
「
私
の
過
去
」
は
、
そ
の
青
春
時
代
に
さ
か

の
ぼ
る
。
「
暗
い
人
生
の
影
」
が
、
ま
ず
最
初
に
訪
れ
る
の
は
、
両
親
の
死
後
、

叔
父
の
背
信
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　
「
叔
父
が
私
を
欺
む
い
た
」
た
め
に
、
「
永
く
故
郷
を
離
れ
る
決
心
」
を
し

て
、
東
京
の
あ
る
軍
人
の
未
亡
人
の
家
に
下
宿
し
た
の
は
、
日
清
戦
争
後
の
間

も
な
い
時
期
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
あ
る
目
私
は
ま
あ
宅
丈
で
も
探
し
て
見
や
う
と
い
ふ
そ
ゴ
ろ
心
か
ら
、
散

　
歩
が
て
ら
に
本
郷
台
を
酉
へ
下
り
て
小
石
川
の
坂
を
真
直
に
伝
通
院
の
方
へ

　
上
が
り
ま
し
た
。
電
車
の
通
路
に
な
つ
て
か
ら
、
あ
そ
こ
い
ら
の
様
子
が
丸

　
で
違
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
其
頃
は
左
手
が
砲
兵
工
廠
の
土
塀
で
、
右
は

　
原
と
も
丘
と
も
つ
か
な
い
空
地
に
草
が
一
面
に
生
え
て
ゐ
た
も
の
で
す
。
私

　
は
其
草
の
中
に
立
つ
て
、
何
心
な
く
向
の
崖
を
眺
め
ま
し
た
。
今
で
も
悪
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
景
色
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
其
頃
は
又
ず
っ
と
あ
の
酉
側
の
趣
が
違
っ
て
ゐ

　
ま
し
た
。
見
渡
す
限
り
緑
が
一
面
に
深
く
茂
つ
て
ゐ
る
丈
で
も
、
神
経
が
休

　
ま
り
ま
す
。
私
は
不
図
こ
二
い
ら
に
適
当
な
宅
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
ひ
ま

　
し
た
。
そ
れ
で
直
ぐ
草
原
を
横
切
つ
て
、
細
い
通
り
を
北
の
方
へ
進
ん
で
行

　
き
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
好
い
町
に
な
り
切
れ
な
い
で
、
が
た
ぴ
し
し
て
ゐ
る

　
彼
の
辺
の
家
並
は
、
其
時
分
の
事
で
す
か
ら
随
分
汚
な
ら
し
い
も
の
で
し

た
。
私
は
露
次
を
抜
け
た
り
、
横
丁
を
曲
つ
た
り
、
ぐ
る
く
歩
き
廻
り
ま

　
し
た
。

そ
う
い
う
と
き
、
「
索
人
下
宿
」
の
未
亡
人
の
家
を
見
出
す
の
だ
。
こ
れ
を
、

時
は
日
清
戦
争
の
さ
な
か
、
場
所
は
、
明
治
二
十
七
年
十
一
月
一
日
、
正
岡
子

規
あ
て
の
手
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
小
生
の
住
所
は
先
　
殿
通
院
の
山
門
に
つ
き
当
り
左
り
に
折
れ
て
又
っ
き

　
当
り
今
度
は
右
に
折
れ
て
半
町
程
先
の
左
側
の
長
屋
門
の
あ
る
御
寺
に
御
座

　
候
（
下
略
、
略
図
略
）

と
し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
あ
れ
こ
れ
対
照
し
た
場
合
、
お
そ
ら
く
符

合
す
る
は
ず
で
あ
る
。
時
に
ず
れ
は
あ
っ
て
も
場
所
は
法
蔵
院
で
あ
る
こ
と

は
、
ほ
ぼ
問
連
い
な
い
。
こ
の
劇
の
舞
台
は
、
法
蔵
院
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
『
こ
二
ろ
』
の
、
　
「
先
生
」
が
遺
書
を
書
い
た
時
点
は
、
乃
木
大
将
殉
死
後

の
問
も
な
い
時
期
、
大
正
元
年
秋
頃
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
か
ら

「
先
生
」
は
伝
通
院
附
近
を
回
顧
し
て
い
る
。
す
で
に
二
十
年
前
と
今
の
伝
通



院
附
近
と
は
、
「
様
子
が
丸
で
連
っ
て
し
ま
っ
た
」
が
、
其
頃
は
「
見
渡
す
限
り

緑
が
一
面
に
深
く
蔑
っ
て
い
る
丈
で
も
、
神
経
が
沐
ま
」
る
よ
う
な
場
所
だ
っ

た
こ
と
に
も
注
意
し
よ
う
。
『
こ
・
ろ
』
に
は
こ
の
よ
う
に
ｕ
想
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
漱
右
が
法
蔵
院
に
下
宿
し
だ
一
因
も
ま
た
、
こ
こ
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
先
生
と
遺
書
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
悲
劇
的
な

事
件
が
、
漱
石
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
っ
た
と
い
う
っ
も
り
は
な
い
。
渋
川
駿
氏
の

よ
う
に
「
想
像
」
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
だ
。
た
だ
漱
石
は
、
『
こ
二
ろ
』
に
お
い
て
、
「
理

性
と
感
情
の
戦
争
」
に
は
げ
し
く
苦
悩
し
た
青
春
時
代
の
一
端
を
、
あ
る
い
は

か
く
あ
っ
た
、
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
法
蔵
院
時
代
を
、
い
ま
深
刻
な
「
神

経
衰
弱
」
の
沈
静
を
み
、
明
治
が
終
っ
た
こ
の
と
き
、
よ
う
や
く
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
「
私
」
が
訪
ね
て
行
く
先
生
の
家
庭
は
、
ま
っ
た
く
家
の
外
の
世
界
と
の
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
。
先
生
が
外
出
す
る
の
は
、
雑
司
ケ
谷
に
あ
る
友
人

の
墓
に
「
御
墓
参
り
」
に
行
く
の
と
、
同
郷
の
友
人
が
上
京
し
た
と
き
、
二

三
の
人
と
と
も
に
食
事
を
し
た
こ
と
と
、
「
時
々
奥
さ
ん
を
伴
れ
て
」
、
音
楽
会

や
芝
居
、
簡
単
な
旅
行
に
行
く
く
ら
い
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
先
生
」
が

遺
書
を
書
き
認
め
て
い
る
閉
、
奥
さ
ん
が
「
市
ケ
谷
の
叔
母
の
所
」
へ
看
病
に

行
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
し
も
、
つ
な
が
り
と
い
え
ば
い
え
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
人
が
日
常
の
な
か
で
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
外
の

　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

肚
界
は
、
こ
の
家
庭
に
は
、
一
歩
も
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
み
ず
か
ら
も

そ
れ
を
絶
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
「
私
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
っ

て
、
友
人
と
い
え
る
者
を
持
っ
て
い
な
い
。
「
若
い
」
と
い
う
に
は
こ
れ
は
あ

ま
り
に
も
異
常
で
あ
っ
て
、
共
通
し
て
厭
人
的
・
厭
世
的
な
性
格
が
濃
厚
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
『
こ
二
ろ
』
執
筆
当
時
の
漱
石
の
心
境
が
反
映
し
て
い
る
こ
と

は
、
大
正
三
年
三
月
二
十
九
日
津
田
青
楓
あ
て
、
大
正
四
年
四
月
十
四
口
寺
田

寅
彦
あ
て
の
書
簡
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
私
は
馬
鹿
に
生
れ
た
せ
ゐ
か
世
の
中
の
人

問
が
み
ん
な
い
や
に
見
え
ま
す
夫
か
ら
下
ら
な
い
不
愉
快
な
事
が
あ
る
と
夫
が

五
日
も
六
日
も
不
愉
快
で
押
し
て
行
き
ま
す
」
、
「
近
頃
は
人
を
尋
ね
ず
あ
ま
り

人
も
好
ま
ず
何
だ
か
っ
ま
ら
な
さ
う
に
暮
居
侯
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
あ

き
ら
か
で
あ
る
。

　
二
十
年
前
、
叔
父
に
欺
か
れ
た
こ
と
で
「
他
の
も
の
も
必
ず
自
分
を
欺
く
に

違
な
い
と
念
ひ
詰
め
」
て
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
な
か
に
閉
ぢ
こ
も
り
、
後
の
生

涯
を
自
己
の
深
淵
を
の
ぞ
き
み
な
が
ら
、
「
自
分
を
生
埋
」
に
す
る
か
の
よ
う

に
世
の
つ
な
が
り
を
断
っ
た
「
先
生
」
や
、
そ
の
後
を
追
尋
し
て
い
る
「
私
」

が
外
的
世
界
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
理
解
で
き
る
範
囲
に

あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
「
先
生
」
が
下
宿
し
た
未
亡
人
の
母
娘
も
ま
た
、

外
の
肚
界
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
。
戦
死
し
た
遺
族
の
慎
ま
し
い
家

族
と
一
応
は
と
ら
え
て
み
て
も
、
そ
の
生
活
は
、
必
ず
し
も
灰
色
で
あ
っ
た
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
「
艶
め
か
し
い
装
飾
」
が
あ
っ
た
り
、
「
書
物
ば
か
り
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買
ふ
」
先
生
に
、
着
物
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
を
す
す
め
、
日
本
橋
ま
で
母
娘
に

同
伴
さ
せ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
先
生
」
と
は
違
っ
て
こ
の
と
き

こ
の
母
娘
は
「
厭
肚
的
」
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
向
う
三
軒
両
隣
、

近
所
合
壁
と
の
っ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
そ
の
日
常
は
、
や
は
り

他
と
異
な
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
「
先
生
」
が
望
ん
で
い
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
私
の
宿
は
人
出
入
の
少
な
い
家
で
し
た
。
親
類
も
多
く
は
な
い
や
う
で
し

　
た
。
御
嬢
さ
ん
の
学
校
友
達
が
と
き
た
ま
遊
び
に
来
る
事
は
あ
り
ま
し
た

　
が
、
極
め
て
小
さ
な
声
で
、
居
る
の
だ
か
屠
な
い
の
だ
か
分
ら
な
い
や
う
な

　
語
を
し
て
帰
つ
て
し
ま
ふ
の
が
常
で
し
た
。
そ
れ
が
私
に
対
す
る
遠
慮
か
ら

　
だ
と
は
、
如
何
な
私
に
も
気
が
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

っ
い
に
は
「
下
宿
人
の
私
は
主
人
の
や
う
な
も
の
で
、
肝
心
の
御
嬢
さ
ん
が
却

っ
て
食
客
の
位
置
に
ゐ
た
と
同
じ
事
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
先
生
」
が
見
出

し
た
伝
通
院
界
隈
の
未
亡
人
の
家
も
、
ま
た
世
間
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
と
き
の
先
生
の
「
沈
蟹
」
な
心
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
ふ
さ

わ
し
い
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
極
め
て
厭
世
的
に
も

な
っ
て
い
た
二
十
七
歳
の
漱
石
が
見
っ
け
だ
し
た
法
蔵
院
で
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
一
っ
の
寺
院
で
あ
る
以
上
、
俗
世
問
か
ら
の
出
入
は
、
な
に
が
し

か
の
制
限
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
未
亡
人
母
娘
の
「
素
人

下
宿
」
こ
そ
は
、
現
実
の
法
蔵
院
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
み
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

る
と
、
Ｋ
が
「
此
家
族
の
一
員
」
に
な
っ
て
か
ら
の
お
嬢
さ
ん
の
態
度
が
、

「
先
生
」
に
ど
う
映
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
興
味
あ
る
視
点
を
提
供

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
あ
る
日
私
は
神
田
に
用
が
あ
っ
て
、
帰
り
が
何
時
も
よ
り
ず
っ
と
後
れ
ま

　
し
た
。
私
は
急
ぎ
足
に
門
前
迄
来
て
、
格
子
を
が
ら
り
と
開
け
ま
し
た
。
そ

　
れ
と
同
時
に
、
私
は
御
嬢
さ
ん
の
声
を
聞
い
た
の
で
す
。
声
は
燵
に
Ｋ
の
室

　
か
ら
出
た
と
思
ひ
ま
し
た
。
玄
関
か
ら
真
直
ぐ
に
行
け
ば
、
茶
の
間
、
御
嬢

　
さ
ん
の
部
屋
と
二
つ
続
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
左
へ
折
れ
る
と
、
Ｋ
の
室
、
私

　
の
室
、
と
い
ふ
間
取
な
の
で
す
か
ら
、
何
処
で
講
の
声
が
し
た
位
は
、
久
し

　
く
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
る
私
に
は
能
く
分
る
の
で
す
。
私
は
す
ぐ
格
子
を
締
め

　
ま
し
た
。
す
る
と
御
嬢
さ
ん
の
声
も
す
ぐ
已
み
ま
し
た
。
　
（
中
略
）
…
…

　
襖
を
開
け
る
、
其
所
に
二
人
は
ち
や
ん
と
坐
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
Ｋ
は
例
の
通

　
り
今
帰
つ
た
か
と
云
ひ
ま
し
た
。
　
（
中
略
）

　
私
は
何
か
急
用
で
も
出
来
た
の
か
と
御
嬢
さ
ん
に
聞
き
返
し
ま
し
た
。
御
嬢

　
さ
ん
は
た
ゾ
笑
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
私
は
斯
ん
な
時
に
笑
ふ
女
が
嫌
で
し

　
た
。
若
い
女
に
共
通
な
点
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
迄
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
御
嬢

　
さ
ん
も
下
ら
な
い
事
に
能
く
笑
ひ
た
が
る
女
で
し
た
。
然
し
御
嬢
さ
ん
は
私

　
の
顔
色
を
見
て
、
す
ぐ
不
断
の
表
情
に
帰
り
ま
し
た
。

ま
た

　
　
一
週
間
ば
か
り
し
て
私
は
又
Ｋ
と
御
嬢
さ
ん
が
一
所
に
語
し
て
ゐ
る
室
を



　
通
り
抜
け
ま
し
た
。
其
時
御
嬢
さ
ん
は
私
の
顔
を
見
る
や
否
や
笑
ひ
出
し
ま

　
し
た
。
私
は
す
ぐ
何
が
可
笑
し
い
の
か
と
聞
け
ば
可
か
つ
た
の
で
せ
う
。
そ

　
れ
を
っ
い
黙
っ
て
自
分
の
居
間
迄
来
て
仕
舞
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
Ｋ
も
何

　
時
も
の
や
う
に
、
今
帰
つ
た
か
と
声
を
掛
け
る
事
が
出
来
な
く
な
り
ま
し

　
た
。
御
嬢
さ
ん
は
す
ぐ
障
子
を
開
け
て
茶
の
間
へ
入
つ
た
や
う
で
し
た
。
夕

　
飯
の
時
、
御
嬢
さ
ん
は
私
を
変
な
人
だ
と
云
ひ
ま
し
た
。
私
は
其
時
も
何
故

　
変
な
の
か
聞
か
ず
に
し
ま
ひ
ま
し
た
。
た
ゴ
奥
さ
ん
が
睨
め
る
や
う
な
眼
を

　
御
嬢
さ
ん
に
向
け
る
の
に
気
が
付
い
た
丈
で
し
た
。

こ
れ
は
嫉
妬
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
法
蔵
院
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ｉ
を

通
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
別
の
風
景
が
開
か
れ
て
く
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
Ｋ
が
同
居
す
る
以
前
に
お
い
て
も
「
奥
さ
ん
」

や
「
御
嬢
さ
ん
」
に
警
戒
の
眼
を
む
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
突
然
男
の

声
が
し
て
疑
心
に
と
ら
え
ら
れ
、
「
私
の
神
経
は
震
へ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
大

き
な
波
動
を
打
っ
て
私
を
苦
し
め
」
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
も

あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
『
漱
右
の
思
ひ
出
』
に
書
か
れ
て
い
る
「
背
の
す
ら
っ
と

し
た
細
面
の
美
し
い
女
」
と
の
「
縁
談
」
、
「
と
も
か
く
法
蔵
院
へ
行
っ
て
ゆ
っ

く
り
尋
ね
て
見
た
ら
仔
細
も
わ
か
る
こ
と
だ
ら
う
。
か
う
思
っ
て
お
寺
へ
行
か

れ
た
」
兄
や
、
尼
僧
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
そ
れ
に
重
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
い
わ

ば
そ
こ
に
は
、
「
神
経
衰
弱
」
に
よ
る
被
害
妄
想
の
小
説
へ
の
反
映
が
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
其
思
想
家
の
纏
め
上
げ
た
主
義
の
裏
に
は
、

い
る
」
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
（
註
１
）
相
原
和
邦
　
前
掲
論
文

固

強
い
事
実
が
織
り
込
ま
れ
て

　
こ
の
よ
う
に
し
て
『
こ
二
ろ
』
は
、
法
蔵
院
時
代
へ
の
追
体
験
で
あ
っ
た
。

こ
の
閉
さ
れ
た
、
ほ
と
ん
ど
密
室
の
よ
う
な
家
を
舞
台
に
し
て
深
刻
な
劇
が
展

開
す
る
。
す
で
に
越
響
治
雄
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
先
生
」
と
「
Ｋ
」

と
は
同
時
に
故
郷
を
失
っ
て
い
る
こ
と
、
「
二
人
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
そ
の

ゆ
え
に
ほ
と
ん
ど
感
覚
を
さ
え
分
か
ち
合
え
る
共
通
性
を
備
え
て
い
た
」
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
し
て
、
こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
先
生
」
か
ら
み
た
Ｋ

は
、
激
情
を
う
ち
に
秘
め
た
人
問
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
「
道
」
を
選
ん
だ

「
一
図
な
彼
は
、
た
と
ひ
私
が
い
く
ら
反
対
し
や
う
と
も
、
矢
張
自
分
の
思
ひ

通
り
を
貫
ぬ
い
た
に
違
な
か
ら
う
と
察
せ
ら
れ
ま
す
」
と
先
生
は
い
う
の
だ
。

学
問
が
目
的
で
は
な
く
、
「
意
志
の
力
を
養
つ
て
強
い
人
に
な
る
の
が
自
分
の

考
だ
と
云
ふ
」
Ｋ
に
と
っ
て
は
、
「
顛
苦
を
繰
り
返
せ
ば
、
繰
り
返
す
と
い
ふ

だ
け
の
功
徳
で
、
其
簸
苦
が
気
に
か
＼
ら
な
く
な
る
時
機
に
避
遁
へ
る
も
の
と

信
じ
切
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
Ｋ
の
前
に
横
た
わ
る
も

の
は
、
無
限
の
「
精
進
」
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
精
進
」
と
は
、

「
霊
の
た
め
に
肉
を
虐
げ
た
り
、
道
の
た
め
に
体
を
鞭
っ
た
り
し
た
所
謂
難
行
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苦
行
の
人
」
の
あ
と
を
追
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
珠
数
の
環
を
日
に
何
遍
も
勘
定

し
て
い
る
Ｋ
の
姿
に
、
激
情
を
う
ち
に
秘
め
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
激
情
の
ゆ

え
に
次
第
に
「
神
経
衰
弱
」
に
落
ち
い
っ
て
い
く
人
間
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
あ
る
夏
休
み
Ｋ
と
と
も
に
房
総
に
旅
行
し
た
と
き
、
「
先
生
」
は
、
突
然
Ｋ

の
襟
頸
を
後
か
ら
つ
か
み
、

　
　
斯
う
し
て
海
の
中
へ
突
き
落
し
た
ら
何
う
す
る
と
云
つ
て
Ｋ
に
聞
ぎ
ま
し

　
た
。
Ｋ
は
動
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
向
ぎ
の
儀
、
丁
度
好
い
、
遣
つ
て
呉
れ

　
と
答
へ
ま
し
た
。
私
は
す
ぐ
首
筋
を
抑
え
た
手
を
放
し
ま
し
た
。

と
い
う
挿
話
に
も
Ｋ
の
人
間
像
は
あ
ざ
や
か
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
の

「
先
生
」
と
Ｋ
の
姿
こ
そ
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
っ
の
青
春
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
暗
い
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
こ
の
房
総
旅
行
に
、
明
治
二
十
二
年
八
月
、
約
一
ケ
月
に
わ
た
る
友
人

と
の
旅
行
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｋ
と
と
も
に
訪
ね
た
誕
生
寺
も
こ
の

旅
行
か
ら
う
ま
れ
た
『
木
屑
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
Ｋ
と
と
も
に
そ

こ
の
住
持
に
会
い
に
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
二
十
七
年
夏
、
松
島
瑞
巌
寺
で

「
南
天
捧
の
一
榛
を
喫
し
」
よ
う
と
し
た
と
き
の
漱
石
に
、
は
る
か
に
近
い
の

で
は
な
い
か
。
ま
た
時
に
は
、
「
不
意
に
立
ち
上
り
」
「
遠
慮
の
な
い
大
き
な
声

を
出
し
て
怒
鳴
」
っ
た
り
、
「
只
野
蛮
人
の
如
く
に
わ
め
く
」
姿
は
、
「
南
相
の

海
角
」
で
「
狂
欄
の
中
に
没
し
て
瞬
時
快
哉
を
叫
ぷ
」
漱
石
で
も
あ
る
。
こ
の
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房
総
旅
行
の
挿
話
に
は
、
明
治
二
十
二
年
と
二
十
七
年
の
事
件
が
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
二
十
七
年
夏
の
体
験
が
、
「
先
生
」
と
Ｋ
の
内

的
世
界
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
〕
兀
来
小
生
の
漂
泊
は
此
三
四
年
来
沸
騰

せ
る
脳
漿
を
冷
却
し
て
尺
寸
の
勉
強
心
を
振
興
せ
ん
為
の
み
に
御
座
侯
」
と
い

う
正
岡
子
規
あ
て
の
手
紙
（
明
二
七
・
九
・
四
）
は
、
あ
た
か
も
こ
の
二
人
の

た
め
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
◎

　
こ
の
『
こ
二
ろ
』
の
暗
い
情
熱
に
と
ら
え
ら
れ
た
二
人
の
青
年
の
姿
は
、
相

互
に
索
引
し
、
そ
の
人
格
を
侵
蝕
し
つ
っ
生
き
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
と
も
に
漱

石
の
精
神
的
分
身
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
二
人
の
劇
的
な
葛
藤
の
な
か

で
、
「
先
生
」
は
と
も
か
く
も
ま
だ
日
常
的
生
の
な
か
で
生
き
得
る
し
、
ま
た

生
き
て
も
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
Ｋ
は
そ
の
激
情
の
ゆ
え
に
、
と
も
す
る
と
日

常
的
生
か
ら
逸
脱
す
る
危
険
が
十
分
に
あ
る
の
だ
。

　
「
現
実
と
理
想
の
衝
突
」
と
後
年
「
先
生
」
は
回
想
す
る
の
だ
が
、
「
理
想
」

に
と
り
っ
か
れ
肉
体
と
精
神
と
を
切
り
離
し
、
「
自
分
で
自
分
を
破
壊
し
っ
っ

進
」
ん
で
い
く
Ｋ
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
姿
こ
そ
、
ま
さ
し
く
悲
劇
的
で
あ
る
。

「
覚
悟
、
　
　
覚
悟
な
ら
な
い
事
も
な
い
」
と
独
言
の
よ
う
に
い
う
Ｋ
の
危
機

的
な
情
熱
は
、
「
沸
騰
せ
る
脳
漿
」
の
も
っ
と
も
激
し
た
瞬
問
で
は
な
か
っ
た

か
。
こ
こ
に
は
、
日
常
的
な
生
を
受
け
っ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
何
か
が
あ

る
。
こ
の
と
き
「
先
生
」
と
Ｋ
と
の
問
に
は
無
限
の
距
離
が
お
か
れ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
っ
て
、
も
は
や
言
葉
で
は
通
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
世
界
に
Ｋ
は
足



を
踏
み
い
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
工
、
れ
は
菅
虎
雄
の
も
と
を
何
も
云
わ
ず
に

漢
詩
を
残
し
て
一
一
小
い
と
飛
び
出
し
た
漱
石
に
通
じ
る
と
二
ろ
が
あ
り
、
若
き
日

の
漱
石
の
引
き
裂
か
れ
た
精
神
の
激
し
い
断
面
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。　

『
こ
二
ろ
』
に
よ
っ
て
漱
石
は
自
己
の
青
春
に
っ
な
が
っ
た
。
す
ぎ
さ
っ
た

青
春
の
精
神
と
情
熱
を
お
ぎ
な
う
こ
と
で
『
こ
＼
ろ
』
は
成
立
し
た
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
Ｋ
の
激
情
は
、
危
機
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
遠
く
「
第
二

夜
」
の
「
自
分
」
に
っ
な
が
っ
て
い
る
。

　
　
か
う
考
へ
た
時
、
自
分
の
手
は
又
思
は
ず
布
団
の
下
へ
這
入
っ
た
。
さ
う

　
し
て
朱
鞘
の
短
刀
を
引
ぎ
摺
り
出
し
た
。
ぐ
つ
と
東
を
握
つ
て
、
赤
い
輸
を

　
向
へ
払
つ
た
ら
、
冷
た
い
刃
が
一
度
に
暗
い
部
屋
で
光
つ
た
。
凄
い
も
の
が

手
元
か
ら
、
す
う
く
と
逃
げ
て
行
く
様
に
思
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
悉

　
く
切
先
へ
集
ま
つ
て
、
殺
気
を
一
点
に
籠
め
て
ゐ
る
。
自
分
は
此
の
鋭
い
刃

　
が
、
無
念
に
も
針
の
頭
の
様
に
縮
め
ら
れ
て
、
九
寸
五
分
の
先
へ
来
て
已
を

　
得
ず
尖
っ
て
る
の
を
見
て
、
忽
ち
ぐ
さ
り
と
遣
り
度
く
な
っ
た
。
身
体
の
血

が
右
の
手
首
の
方
一
流
れ
て
来
て
、
握
つ
て
ゐ
る
票
に
ち
や
く
す
る
。

　
唇
が
顔
へ
た
。

こ
の
と
き
の
「
自
分
」
は
、
そ
の
ま
ま
Ｋ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
つ
ま

り
、
「
寒
い
風
」
の
吹
く
「
十
曜
日
」
の
夜
、
下
宿
の
二
階
で
、
一
人
、
「
覚
悟
、

　
　
覚
悟
な
ら
な
い
事
も
な
い
」
と
っ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
じ
っ
と
短
刀
に
見
い

　
　
　
法
蔵
院
時
代
の
漱
石
私
註

っ
て
い
る
Ｋ
の
暗
い
姿
と
か
さ
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
「
第
二
夜
」
に
た
だ

よ
う
「
殺
気
」
は
、
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
こ
二
ろ
』
が
な
り
た
っ
た
こ
と
は
、
「
自
由
と

独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
」
現
代
の
、
「
倫
理
的
に
育
っ
た
人
間
」
の
、
漱
石

に
お
け
る
明
治
と
い
う
時
代
の
青
春
が
、
こ
の
と
き
こ
こ
で
完
了
し
た
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
人
の
悲
劇
は
、
青
春
の
完
了
を
モ
テ

ィ
ー
フ
に
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
よ
く
造
型
し
え
た
の
だ
。

　
（
註
１
）
越
智
治
雄
前
掲
書

四
一
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