
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
ご
「
夢
十
夜
」
の
解
繹

山

本

捨

三

一
、
浪
漫
的
及
び
現
蟹
r
的
純
埣
性

ご
、
初
期
の
浪
漫
圭
義

三
、
「
夢
十
夜
」
の
解
縄

の

　
文
學
作
品
が
経
験
的
現
實
を
超
克
し
、
何
ら
か
人
間
情
念
の
感
化
純
粋
化
を
志
向
す
る
高
次
の
精
神
的
・
感
鴨
島
世
界
を
表
現
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
　
夏
目
漱
石
の
文
學
は
ま
さ
に
そ
の
や
う
な
「
純
粋
」
・
「
浮
魚
」
の
文
學
性
を

・
一
下
實
超
克
の
檬
相
と
度
合
に
お
い
て
一
具
有
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
今
そ
の
純
粋
志
向
の
性
質
を
大
別
要
約
す
る
と
き

8
浪
漫
的
と
口
前
實
的
と
の
爾
性
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
浪
漫
的
純
心
性
は
漱
石
の
魂
の
愴
悦
即
ち
「
美
し
い
夢
」
目

「
詩
」
の
憧
れ
と
し
て
圭
に
初
期
の
諸
短
篇
・
小
品
（
「
倫
敦
塔
」
以
下
「
夢
↑
夜
」
に
い
た
る
こ
ろ
ま
で
）
に
現
れ
て
を
り
、
現

質
的
純
粋
性
は
理
智
的
批
評
精
神
（
皮
肉
・
滑
稽
・
諏
刺
・
ユ
ー
モ
ア
）
の
活
動
す
る
「
わ
が
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
、
さ
ら
に
そ
の

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

上
に
道
義
的
純
粋
感
と
し
て
正
義
感
の
躍
動
す
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
初
期
か
ら
見
え
つ
つ
、
浪
漫
主
義
の
漸
次
の
退
潮
に
応
じ
て

現
實
的
深
化
を
増
大
し
て
ゆ
く
中
・
後
期
の
諸
作
品
に
現
れ
て
み
る
。

漱
石
初
期
の
文
學
の
内
奥
に
巣
食
ふ
こ
の
浪
漫
的
及
び
現
實
的
純
粋
性
の
世
界
一
た
と
．
へ
そ
れ
が
「
猫
」
や
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の

や
う
に
漱
石
の
日
ご
ろ
の
憤
態
や
酒
落
・
滑
稽
・
皮
肉
等
の
多
彩
な
蓮
華
を
外
見
的
に
所
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
f
は
、
本
質
的

に
は
か
く
上
記
の
如
き
高
次
の
丈
學
性
を
共
通
の
土
壌
と
し
て
磯
芽
し
成
長
し
た
と
こ
ろ
の
、
一
つ
は
美
を
、
一
つ
は
眞
實
を
最
高
の

目
標
と
す
る
二
つ
の
大
枝
に
過
ぎ
な
い
。
土
中
に
あ
る
根
抵
と
大
幹
と
は
ま
さ
に
右
に
い
ふ
純
輝
そ
の
も
の
を
志
向
す
る
精
榊
的
・

感
畳
的
磁
化
の
文
學
性
自
禮
一
現
實
の
醜
悪
を
痛
切
に
意
識
し
實
感
ず
る
が
故
の
一
に
外
な
ら
な
い
。
唐
木
順
三
氏
の
批
評
に

よ
れ
ば
・
漱
石
の
。
マ
ン
テ
・
シ
ズ
ム
は
「
彼
の
足
は
全
く
地
上
を
離
れ
・
過
去
と
夢
と
怪
奇
に
遊
滋
と
こ
ろ
の
「
窮
屈
な
現
實

と
就
會
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
、
假
睡
の
夢
心
地
に
酔
っ
て
み
る
」
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
「
猫
」
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
正
義
感
は
「
侠
客

的
・
封
建
的
」
で
「
勃
興
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
イ
の
必
然
的
に
か
も
し
出
す
暴
君
的
勢
力
を
憎
ん
で
、
こ
れ
に
封
建
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
封
識
せ
し
め
た
」
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
日
夏
歌
之
介
に
よ
れ
ば
「
浪
曼
期
の
漱
石
文
學
は
、
何
と
な
く
洒
に
酵
は
さ
れ

た
だ
け
の
も
の
で
、
心
の
底
か
ら
そ
の
浪
漫
的
精
紳
が
硬
礁
と
し
て
人
を
全
禮
的
に
襲
ふ
程
の
強
い
魅
力
に
訣
け
て
る
る
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
（
3
）

物
足
ら
な
か
っ
た
」
と
批
評
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
底
に
俗
悪
な
現
量
と
宇
戸
と
に
抵
抗
す
る
純
情

が
底
流
し
て
み
る
事
實
は
認
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
帥
ち
人
間
性
の
純
粋
を
志
向
す
る
理
想
の
、
現
實
に
毒
す
る
抵
抗
の
姿
態
と

し
て
。

　
漱
石
の
胸
中
に
組
む
「
美
し
い
夢
」
“
「
詩
」
へ
の
憧
れ
と
、
か
っ
こ
れ
を
信
じ
よ
う
と
す
る
浪
漫
的
心
柱
・
、
邸
ち
純
粋
心
は
そ



の
初
期
の
諸
作
品
．
「
倫
敦
塔
」
（
3
8
・
帝
國
丈
學
）
・
「
幻
影
の
盾
」
筒
・
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
・
「
一
夜
」
（
同
・
中
央
公
論
）
・
「
雍
露
行
」

（
同
・
同
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
も
つ
て
最
も
著
し
く
現
れ
て
み
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
舞
毫
が
は
る
か
に
散
丈
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ィ
　

難
癖
が
家
常
的
（
小
宮
豊
隆
氏
評
）
で
あ
る
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
（
3
8
・
學
燈
）
に
し
て
も
現
益
的
・
客
観
的
に
倣
存
す
る
封
象
を

観
照
す
る
態
度
は
極
め
て
浪
漫
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
同
氏
は
「
そ
れ
を
現
實
的
に
客
観
的
に
、
精
到
に
観
照
す
る
と
い
ふ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

も
、
例
へ
ば
著
物
か
な
ぞ
の
や
う
に
、
そ
の
封
象
の
上
に
自
分
の
『
夢
』
を
、
す
ぽ
り
と
か
ぶ
せ
て
観
照
す
る
」
と
読
明
し
て
み
る
。

ま
た
結
果
に
お
い
て
題
名
ど
ほ
り
懸
愛
の
神
秘
・
心
．
盤
の
感
慮
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
、
作
者
の
現
寳
諸
念
的
精
紳
を
示
す
「
琴
の
そ

ら
音
」
（
3
8
）
に
し
て
も
、
そ
の
否
定
以
前
に
は
病
死
す
る
妻
の
魂
瞬
が
出
征
の
夫
に
逢
ひ
に
い
っ
た
不
思
議
や
、
未
払
の
妻
の
死
を
拮

出
し
て
不
安
が
る
不
安
の
浪
漫
的
幻
想
が
語
ら
れ
て
を
り
、
更
に
翌
年
の
「
趣
味
の
遺
傳
」
（
3
9
・
帝
國
丈
學
）
－
話
の
中
心
は
一
目

逢
つ
π
だ
け
の
小
野
田
令
嬢
と
浩
さ
ん
と
の
懸
愛
的
蜜
感
の
不
思
議
　
　
に
し
て
も
、
懸
愛
の
紳
恒
性
奇
蹟
の
可
能
性
を
信
じ
よ
う

と
し
、
か
っ
こ
れ
を
科
學
的
に
遺
傳
學
上
か
ら
読
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
い
つ
れ
も
み
な
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
0
濃

厚
さ
も
し
く
は
そ
の
片
鱗
を
明
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
漱
石
の
浪
漫
圭
義
的
情
操
や
文
學
性
は
、
鍛
裕
趣
味
の
立
場
か
ら
東

　
　
　
　
　
（
6
）

洋
的
「
非
人
情
」
の
藝
術
の
立
場
と
意
義
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
し
か
も
弁
論
的
に
は
「
憐
れ
」
即
ち
情
の
合
流
を
以
て
藝
術
の
完

成
境
と
み
る
ー
ー
し
た
が
っ
て
完
全
な
藝
術
的
表
現
の
原
理
は
客
観
的
観
照
と
圭
観
的
感
動
と
の
融
合
に
あ
る
と
す
る
「
草
枕
」
（
3
9
・

新
小
説
）
に
も
、
ま
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
中
心
テ
エ
マ
た
る
モ
ラ
ル
の
蛮
展
と
し
て
、
道
義
的
純
粋
－
第
一
義
の
人
生
は
正
義
・
誠

實
に
あ
る
と
信
ず
る
～
を
理
想
と
す
る
小
指
「
虞
美
人
草
」
（
4
0
・
朝
日
新
聞
）
に
も
濃
厚
に
現
れ
て
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
鯨

勢
は
漸
く
現
實
的
傾
向
を
彊
め
い
く
「
坑
夫
」
・
「
三
四
郎
」
（
4
1
．
同
）
に
も
獲
見
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
塾
し
て
「
猫
」
に
い
ち
は
や

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
＋
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

く
環
れ
た
皮
肉
・
滑
稽
・
調
刺
・
ユ
ー
モ
ア
の
文
學
精
神
は
漱
石
の
面
面
で
あ
る
現
實
遺
手
的
合
理
性
・
理
智
性
を
虚
し
て
る
る
。

（
ユ
ー
モ
ア
は
有
情
化
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
そ
の
根
砥
に
は
や
は
り
理
智
作
用
を
含
ん
で
み
る
。
）
あ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
江
戸
つ
児
的
正
義
慈
（
道
義
性
）
も
ま
た
道
徳
的
で
あ
る
だ
け
に
現
頭
並
義
的
で
あ
る
。
た
黛
こ
れ
は
そ
の
道
義
性
の
故
に
特
に

理
想
圭
．
義
的
か
つ
現
實
圭
義
的
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
る
が
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
コ
一
百
十
日
」

　
　
　
　
ア
　

「
野
分
」
（
3
9
）
一
聯
の
道
義
的
純
粋
感
一
牛
封
建
的
資
本
主
義
勢
力
た
る
金
力
・
権
力
の
暴
力
に
反
抗
す
る
一
に
基
く
人
生
批

判
・
面
心
批
制
の
丈
學
性
は
「
猫
」
な
ど
の
含
む
皮
肉
・
滑
稽
・
湿
糠
・
自
嘲
等
の
理
智
圭
義
的
批
勃
と
並
ん
で
、
漱
石
の
詩
的
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
鉗
暗
し
交
流
す
る
現
實
圭
義
的
傾
向
と
呼
び
え
よ
う
。
上
述
の
浪
漫
的
に
封
ず
る
現
知
的
と
は
ま
さ
に
こ
の
謂

で
あ
り
、
か
＼
る
文
學
精
神
か
ら
入
生
杜
會
の
諸
矛
盾
不
合
理
が
或
は
道
義
的
に
或
は
理
智
的
に
脆
く
批
判
さ
れ
た
．
の
で
あ
る
。

（
た
黛
し
圭
題
的
比
重
か
ら
作
品
史
的
に
み
る
と
、
こ
の
現
心
的
の
理
智
面
は
道
義
的
純
粋
面
の
側
面
性
、
も
し
く
は
そ
の
効
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

副
次
性
と
い
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
　
「
虞
美
人
草
」
か
ら
進
ん
で
「
そ
れ
か
ら
」
（
4
2
）
・
「
心
」
（
犬
正
3
）
等
の
嚴
粛
な
モ
ラ

ル
を
考
へ
る
と
き
、
漱
石
文
學
の
焚
展
に
み
る
圭
動
的
イ
デ
エ
は
道
義
的
性
格
を
核
心
と
す
る
も
の
と
い
へ
よ
う
か
ら
。
）

　
漱
石
文
學
が
か
く
の
如
く
表
現
す
る
基
本
的
爾
性
一
浪
漫
的
と
現
實
的
、
詩
的
純
粋
と
道
義
的
純
粋
一
に
つ
い
て
、
後
述
の

「
夢
十
夜
」
の
準
備
と
し
て
今
少
し
設
明
す
る
な
ら
ば
、
前
者
の
浪
漫
的
世
界
は
無
記
の
人
生
の
カ
オ
ス
に
詩
的
想
像
力
の
光
を
照

明
し
、
そ
こ
に
或
は
光
明
的
な
る
美
し
い
夢
の
世
界
を
現
前
さ
せ
、
或
は
暗
示
を
も
つ
て
幽
冥
不
可
思
議
な
る
世
界
の
秘
奥
を
顯
現

せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
て
愛
や
藝
術
の
神
秘
・
蓮
命
の
秘
義
・
生
死
の
哲
學
的
・
心
理
的
意
味
等
、
総
じ
て
明
暗
爾
様
の
浪
漫
的
人
生

哲
學
の
詩
的
表
現
を
意
圖
し
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
現
實
的
世
界
は
「
夢
十
夜
」
に
翻
す
る
限
り
さ
し
て
問
題
矯



は
な
い
が
、
道
義
的
眞
實
を
根
太
と
す
る
だ
け
に
、
よ
り
行
爲
的
で
あ
り
、
意
志
的
で
あ
り
、
實
振
掛
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
の
感
情

性
も
前
者
の
神
藤
感
や
美
的
陶
酔
感
は
排
除
さ
れ
て
、
緊
張
的
な
神
聖
感
や
嚴
粛
感
が
支
配
す
る
Q
別
言
す
れ
ば
前
者
は
「
夢
幻
的

浮
化
」
の
世
界
、
後
者
は
「
畳
醒
的
浮
化
」
の
世
界
と
も
呼
び
え
る
で
あ
ら
う
。

（ゴ

　
漱
石
初
期
の
文
學
に
お
い
て
、
浪
漫
性
と
飽
託
性
と
が
或
は
封
督
し
、
或
は
交
錯
し
て
み
る
と
い
ふ
考
は
、
多
少
の
相
違
は
あ
る

に
し
て
も
、
小
宮
氏
へ
全
集
巻
末
解
説
）
や
岡
崎
氏
（
「
漱
石
の
微
笑
」
）
等
の
批
評
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
特
に
小
宮
氏
は
漱
石
の
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
「
猫
」
の
笑
ひ
を
背
景
と
す
る
特
殊
な
ロ
マ
γ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
み
る
。
（
全
集
皿
、
解
説

四
六
三
頁
。
）
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
漱
石
内
部
の
「
夢
「
と
「
詩
」
、
　
そ
し
て
そ
れ
を
阻
む
現
實
的
な
心
、
ご
の
二
つ
の
心
の
孚
ひ
に
堪
へ

か
ね
て
磯
し
た
叫
び
の
や
う
な
も
の
が
「
猫
」
で
あ
り
、
そ
の
叫
び
に
よ
っ
て
わ
っ
か
に
鎭
静
さ
れ
均
衡
を
保
た
れ
た
内
部
が
油
然

と
し
て
前
景
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
世
界
が
初
期
の
短
篇
だ
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
更
に
、
漱
石
の
「
夢
」

は
「
現
實
」
に
脅
や
か
さ
れ
、
追
ひ
ま
く
ら
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
さ
う
に
な
る
度
毎
に
、
反
っ
て
愈
そ
の
色
を
濃
く
し
そ
の
輝
き
を

増
し
て
い
っ
た
や
う
に
見
え
る
。
彼
の
「
夢
」
へ
の
愛
着
は
「
現
實
」
か
ら
虐
げ
ら
れ
て
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
愈
高
ま
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
現
實
」
か
ら
は
少
し
も
害
は
れ
る
事
の
な
い
美
し
い
「
夢
」
の
國
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
（
同
、
四
九
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
ま
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
に
し
て
も
、
自
分
の
夢
を
夢
と
し
て
歌
ひ
上
げ
る
の
で
な
く
、
内
む
る
「
夢
」
に
合

は
せ
て
そ
の
夢
に
合
は
な
い
「
幽
玄
」
を
批
評
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
へ
同
四
九
八
）
。
こ
の
考
察
は
十
分
認
め
ら
れ
て
い
い
と

　
　
　
泌
…
石
初
期
の
浪
漫
主
冊
義
と
「
藤
ク
十
巾
伐
」
の
解
鯉
伴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
八

思
ふ
。
漱
石
は
一
方
に
冷
静
な
批
制
恥
辱
實
精
紳
を
も
持
っ
て
る
た
が
、
　
一
方
に
は
ま
た
か
く
の
如
く
「
醜
い
現
實
を
憎
む
が
故
に

美
し
い
夢
を
愛
す
る
」
心
を
最
初
か
ら
死
に
至
る
ま
で
持
ち
つ
穿
け
て
る
た
。
漱
石
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
純
輝
さ
や
そ
の
浮
化
的

文
學
性
は
ま
さ
に
ご
」
に
根
源
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
更
に
「
倫
敦
塔
」
以
下
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
用
意
す
る
最
初
期
の
そ
れ
を
求
め
る
の
を
順
序
と
す
れ
ぼ
、
す
で
に
十

数
年
以
前
よ
り
着
手
せ
ら
れ
た
好
情
詩
（
多
数
の
俳
句
・
相
當
敷
の
漢
詩
・
少
数
の
英
詩
・
連
句
・
俳
盟
詩
・
薪
盃
事
・
和
歌
）
の

中
に
獲
見
さ
れ
る
。
漱
石
が
晩
年
ま
で
馴
染
ん
だ
詩
形
は
漢
詩
と
俳
句
の
二
つ
で
あ
る
が
、
爾
者
の
初
出
は
と
も
に
明
治
二
十
二
年

へ
二
＋
三
オ
、
一
高
時
代
）
で
あ
っ
て
、
漢
詩
は
英
國
留
壷
中
の
明
治
三
十
四
年
か
ら
瞬
直
後
の
四
十
二
年
ま
で
約
十
年
間
の
室
白
時
代

ま
で
の
も
の
が
長
短
四
十
二
篇
ほ
ど
あ
り
、
俳
句
は
漱
石
の
松
山
の
家
に
正
岡
子
規
が
寄
寓
し
た
明
治
二
十
八
年
か
ら
急
に
盛
に
な

り
、
そ
の
後
鼻
年
間
が
最
も
熱
心
に
多
作
せ
ら
れ
た
。
英
詩
の
創
作
は
明
治
三
十
四
年
よ
り
現
れ
、
三
十
六
年
に
最
も
多
く
数
篇
を

藪
へ
、
三
十
七
年
で
絡
っ
て
み
る
。
こ
の
英
詩
は
上
の
如
く
一
時
休
止
さ
れ
た
漢
詩
の
代
り
を
な
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
英
文
學
の
養
分
を
吸
う
た
漱
石
の
初
期
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
性
質
な
り
特
徴
を
一
時
的
な
が
ら
磯
露
し
た
も
の
で

こ
れ
が
「
倫
敦
塔
」
以
下
の
諸
短
篇
に
油
然
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
素
地
を
威
し
て
み
る
事
實
は
特
に
看
通

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
つ
漢
詩
に
現
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
そ
の
多
く
は
白
雲
悠
汝
底
の
東
洋
的
自
然
愛
や
脱
俗
精
神
或
は
人

生
的
感
慨
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
青
春
の
情
の
磯
露
に
ふ
さ
は
し
く
美
し
い
浪
漫
的
夢
想
を
好
し
た

も
の
も
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば



　
　
　
無
題
　
　
明
治
二
十
二
年
九
月
二
卜
日
正
岡
子
規
宛
書
簡
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
リ
　
　
カ
　
　
　
カ

　
抱
剣
嘉
龍
鳴
　
護
書
罵
儒
生
　
如
今
室
高
逸
　
入
一
』
夢
美
人
聲

　
　
　
無
題
　
　
明
治
二
十
七
年
三
月
九
日
菊
池
謙
二
郎
宛
書
簡
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
カ
　
　
カ
　
　
セ
　
　
つ
　
　
う
　
　
し

　
閑
却
花
紅
柳
緑
春
　
江
橦
何
暇
酔
芳
醇
　
猫
憐
冊
子
多
情
意
　
猫
駅
亭
休
夢
美
人

ま
た
感
傷
的
な
浪
漫
的
憂
愁
の
野
情
と
し
て
は
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
失
題
　
　
明
治
三
十
一
年
三
月

（
前
略
）
夢
軽
量
孤
臣
匝
底
鳴
慨
然
嚢
起
登
窯
薙
薙
憶
見
黎
難
壁
（
鵬
撤
去
舞
＋
四
巻
）

漱
石
の
初
期
俳
句
は
俳
句
本
來
の
性
質
と
し
て
必
ず
し
も
彊
烈
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
な
い
。
爲
生
的
傾
向
の
多
い
中
に
、
た

穿
そ
の
詩
的
想
像
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
珍
奇
さ
を
有
し
、
或
は
美
的
陶
酔
感
を
與
へ
る
も
の
を
も
っ
て
漱
石
の
俳
譜
的
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
と
呼
ぶ
。
そ
の
中
特
に
艶
情
を
叙
す
る
句
が
浪
漫
的
に
な
り
が
ち
な
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
の
一
、
二
を
拾
へ
ば

　
　
尼
寺
に
有
髪
の
僧
を
尋
ね
來
よ
　
　
　
　
（
二
十
七
年
子
規
宛
）

　
　
花
に
酔
ふ
事
を
許
さ
ぬ
物
思
ひ

俳
聖
史
上
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
に
富
ん
で
み
た
蕪
村
の
句
趣
を
追
ふ
も
の
と
し
て
次
の
や
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　
　
白
魚
や
美
し
き
子
の
鱗
れ
て
見
る
　
　
　
（
二
十
八
年
十
一
月
十
三
日
）

　
　
朝
櫻
誰
そ
や
紹
鞘
の
落
し
ざ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

し
か
る
に
最
も
浪
漫
的
異
趣
を
そ
な
へ
る
句
作
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
三
十
七
年
の
作
「
小
羊
物
語
に
題
す
十
句
」
と
あ
る
も
の

　
　
　
漱
石
初
劃
期
の
平
滑
一
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

」
中
の
数
句
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
劇
の
内
容
を
う
け
る
だ
け
あ
っ
て
人
間
臭
の
濃
い
浪
漫
的
構
想
－
聖
句
の

懸
の
句
に
あ
た
る
や
う
な
一
を
孕
ん
で
み
る
。
例
へ
ば
ロ
死
守
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
つ
け
て
は
、

　
　
罪
も
う
れ
し
二
人
に
か
』
る
朧
月
　
　
　
（
幻
O
ヨ
O
O
昌
昌
島
日
ロ
一
一
〇
紳
　
》
O
け
・
　
一
一
。
　
ω
6
●
　
一
一
）

を
始
め
と
し
て
、

　
　
伏
す
萩
の
風
情
に
そ
れ
と
畳
り
て
よ
　
　
（
↓
ミ
。
鳳
鋳
≧
戴
け
》
o
ρ
一
一
・
Q
a
o
・
一
く
）

　
　
世
を
忍
ぶ
男
姿
や
花
吹
雪
　
　
　
　
　
　
（
》
ω
団
O
口
　
】
『
臨
ハ
①
　
一
け
》
O
け
。
　
一
一
。
ω
O
。
　
一
一
一
）

等
が
あ
っ
て
漱
石
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
躍
動
し
て
み
る
。
古
く
芭
蕉
や
蕪
村
等
が
源
氏
物
語
や
李
杜
の
詩
等
和
漢
の
古
典
故
事

を
取
り
そ
れ
を
佛
に
し
た
の
に
似
て
、
漱
石
が
西
洋
文
學
の
内
容
や
情
感
を
俳
句
化
し
た
鮎
は
一
つ
の
創
意
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

句
風
が
み
な
浪
漫
圭
義
に
よ
っ
て
み
る
。
後
の
「
草
枕
」
中
の
句
で
も
那
美
さ
ん
の
風
情
に
想
を
凝
ら
す
も
の
に
は
と
の
浪
漫
的
匂

が
濃
く
漂
っ
て
み
る
。

　
　
花
の
影
、
女
の
影
の
朧
か
な

　
　
春
の
夜
の
雲
に
濡
ら
す
や
洗
ひ
髪

　
　
海
業
の
精
が
出
て
く
る
月
夜
か
な

こ
の
や
う
に
漱
石
の
頭
の
中
に
懸
愛
や
美
人
の
悌
が
あ
る
と
き
、
そ
の
句
は
つ
ね
に
濃
や
か
な
浪
漫
黒
色
調
美
や
幻
想
美
を
形
成
し

が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
更
に
詩
形
的
に
も
拝
情
の
自
由
を
よ
り
多
く
も
つ
英
詩
の
作
に
い
た
っ
て
は
も
っ
と
署
し
く
、
し
か

も
漢
詩
・
俳
句
の
東
洋
的
・
日
本
的
性
格
に
益
し
て
西
叢
書
美
の
性
格
を
さ
へ
帯
び
る
浪
漫
的
詩
想
の
純
粋
性
を
有
し
で
る
る
。



　
さ
て
英
詩
に
お
け
る
質
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
そ
の
純
粋
美
を
求
め
る
と
き
、
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
の
数
篇
が
印
象
的
で
あ
る
。

そ
の
中
の
一
つ
、
た
穿
一
度
だ
け
夢
現
の
間
に
瞬
間
み
つ
め
合
っ
た
女
を
忘
れ
さ
れ
な
い
男
の
情
を
歌
っ
た
詩
の
中
で
漱
石
は
、
夢

は
絶
え
ず
現
實
に
よ
っ
て
追
ひ
や
ら
れ
る
に
も
拘
ら
す
、
「
現
實
が
夢
の
中
に
溶
け
入
る
」
夢
幻
の
な
つ
か
し
く
美
し
い
世
界
を
思

ひ
、
そ
の
棄
て
切
れ
な
い
情
感
を
好
べ
て
る
る
。

　
　
一
一
8
閃
Φ
幽
暮
冨
『
器
魯
。
δ
o
閃
。
自
9
ヨ
Φ
鱒
＼
　
　
ミ
①
δ
o
片
。
山
ロ
σ
月
旦
曾
§
餌
ヨ
o
B
o
ロ
計
＼

　
　
　
田
δ
侍
箋
O
①
臥
ピ
一
楠
Φ
凶
昌
岱
一
）
『
①
o
摩
日
●

　
　
箋
。
旨
①
〈
o
『
目
。
け
o
o
ヨ
8
”
＼
　
鴫
。
け
。
牒
一
ロ
。
け
§
α
＼
　
冒
昏
①
娼
ユ
日
8
ω
①
b
9
◎
誓
＼
　
ミ
ず
。
δ
記
h
o
日
。
①
房
∪
『
o
鎚
日
・

　
　
O
ず
与
簿
＝
隔
0
8
巳
畠
＼
　
竃
。
犀
一
ロ
8
U
お
麟
ヨ
》
＼
　
目
ω
8
潜
島
o
h
U
器
9
δ
日
＼
　
冨
8
ロ
ω
9
出
自
団
＼

　
　
　
O
げ
9
Ω
ω
o
Ω
9
箋
9
鴇
σ
鴇
日
龍
①
回
　
　
　
　
（
ワ
嗣
◎
＜
O
b
P
σ
O
吋
　
b
o
刈
ワ
　
H
り
O
Q
◎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
汀
線
筆
者
）

同
じ
心
情
は
ま
た
同
日
作
の
他
の
詩
の
末
句

　
　
ω
暑
O
Φ
け
話
】
B
O
ヨ
び
同
簿
鐸
8
擁
O
臨
一
餌
曾
ロ
茜
ぴ
σ
．
ロ
。
脅
。
鋤
B
畢

か
ら
も
想
像
さ
れ
よ
う
。

　
和
歌
は
と
る
に
足
り
な
い
が
、
少
数
の
新
禮
子
中
、
　
「
水
底
の
感
」
（
3
7
・
2
、
寺
田
寅
彦
宛
）
や
「
鬼
笑
寺
の
一
夜
」
は
や
は
り

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
前
者
は
水
底
に
永
久
の
愛
の
棲
家
を
求
め
、
後
者
は
族
人
が
一
夜
の
宿
の
夢
に
、
死
せ
る
懸
人
（
女
）

が
現
れ
て
、
題
し
く
過
ぎ
し
二
十
年
、
未
了
の
懸
を
う
ち
嘆
く
。
前
者
が
永
遠
の
清
純
な
愛
を
美
し
く
憧
憬
的
に
歌
ひ
出
て
み
る
の

に
乱
し
て
、
ζ
れ
は
未
了
の
懸
の
痛
恨
を
歌
う
て
悲
肚
で
あ
る
。
憧
憬
に
生
き
る
清
純
感
と
、
憧
憬
と
現
實
と
の
分
裂
が
か
も
す
悲

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
　
の
解
縄
π
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
澱
…
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
縄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

批
感
、
そ
の
趣
は
異
る
け
れ
ど
も
い
つ
れ
も
漱
石
の
遺
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
が
な
い
。
漱
石
の
求
め
て

止
ま
ぬ
「
夢
」
1
1
「
詩
」
の
浪
漫
的
世
界
は
か
く
明
暗
二
相
を
備
へ
て
る
る
が
、
こ
れ
を
詩
の
浮
化
作
用
、
純
粋
感
の
上
か
ら
い
へ
ば

前
者
の
明
調
あ
る
憧
憬
性
の
も
の
こ
そ
最
も
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
く
、
後
者
の
暗
調
的
悲
肚
性
の
も
の
は
現
實
的
暗
愁
に
よ
っ
て
そ
れ

を
阻
害
さ
れ
易
い
も
の
と
い
へ
よ
う
。
こ
の
経
緯
は
「
夢
十
夜
」
の
中
で
も
、
　
「
第
一
夜
」
の
前
者
的
な
る
も
の
と
、
　
「
第
五
夜
」

「
第
九
夜
」
な
ど
の
後
者
的
な
る
も
の
と
の
封
比
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
根
源
的
に
漱
石
の
内
部
に
は
ー
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
だ
け
に
限
っ
て
も
一
明
暗
興
起
の
心
が
早
生
共
存
し
闘
ひ
合
っ
て
み
た
こ
と
に
起
因
す
る
一
つ
の
現
象
と
み
ら
れ
る
。
晩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ロ
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
カ
　
　
　
リ

年
の
現
實
的
心
理
解
剖
の
小
読
に
「
明
暗
」
（
大
正
5
）
と
名
づ
け
た
所
以
も
漱
石
の
一
生
を
貫
く
こ
の
明
る
い
心
と
暗
い
心
と
の
封

立
に
基
く
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
漱
石
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
多
檬
性
に
つ
い
て
は
今
こ
＼
に
詳
節
す
る
暇
を
も
た
な
い
が
、
か
く
漢
詩
に
潜
在
し
、
俳
句
に
俳
譜

的
に
現
れ
、
英
詩
ま
た
は
新
童
詩
に
そ
の
片
鱗
を
明
示
す
る
漱
石
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
時
を
え
て
堰
を
切
る
勢
を
も
つ
て
奔
浴

し
た
の
が
、
上
に
掲
げ
た
「
倫
敦
塔
」
以
下
の
諸
短
篇
や
小
品
類
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

日

　
「
夢
十
夜
」
は
一
夜
に
一
つ
の
夢
を
み
る
話
で
、
そ
れ
が
十
夜
に
わ
た
る
十
篇
の
小
品
集
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
必
ず
し
も
「
千

一
夜
物
語
」
「
十
日
物
語
」
な
ど
に
倣
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
そ
れ
に
似
た
と
い
へ
ぼ
い
へ
る
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ

一
つ
の
小
品
の
中
に
漱
石
初
期
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
る
審
美
感
・
人
生
観
・
蓮
命
観
・
藝
術
観
の
一
端
も
し
く
は
か
な
り
の

、



全
貌
が
簡
明
に
表
現
さ
れ
て
み
る
。
上
述
初
期
仔
情
詩
及
び
短
篇
「
倫
敦
塔
」
「
幻
影
の
盾
」
「
擁
露
行
」
コ
夜
」
「
草
枕
」
な
ど
を

受
け
て
漸
く
漱
石
の
夢
ほ
詩
の
、
脚
ち
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
フ
ィ
ナ
ー
ン
の
感
を
與
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
幻
影
の
盾
」

や
「
薙
露
行
」
に
見
ら
れ
る
西
洋
的
で
濃
厚
情
熱
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
残
照
も
例
へ
ば
「
第
五
夜
」
の
如
く
な
き
に
し
も
あ

ら
す
で
あ
る
が
、
漸
く
そ
の
熱
が
薄
れ
て
主
題
の
多
く
は
不
可
知
的
な
生
の
紳
秘
・
秘
義
の
観
照
に
傾
い
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
行
作
品
の
中
「
夢
十
夜
」
と
題
名
的
に
最
も
近
い
性
質
を
有
す
る
も
の
は
「
一
夜
」
で
あ
ら
う
。
し
か
し
「
一
夜
」
で
は
夢
そ

の
も
の
の
内
容
は
語
ら
れ
す
、
夢
”
超
現
實
的
夢
想
と
藝
術
的
表
現
の
成
否
に
還
す
る
考
が
封
話
さ
れ
た
り
、
人
生
の
太
不
は
凡
て

を
忘
れ
る
眠
り
に
あ
る
と
か
、
人
生
を
知
る
に
は
百
年
を
要
せ
す
、
　
「
一
刻
を
知
れ
ば
正
に
人
生
を
知
る
」
と
い
ふ
や
う
な
直
観
的

人
生
哲
學
が
語
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
砥
は
俳
譜
隠
絵
裕
趣
味
と
い
へ
よ
う
。
漱
石
は
す
で
に
浪
漫
的
な
人
生
の

美
し
い
夢
を
そ
れ
以
前
の
諸
仏
晶
（
倫
敦
塔
・
幻
影
の
盾
・
藏
随
行
等
）
に
表
現
し
た
が
、
そ
れ
は
前
に
も
い
ふ
や
う
に
西
洋
的
匂
の
青

い
も
の
で
、
心
中
に
は
い
っ
か
東
洋
的
も
し
く
は
東
西
昏
昏
的
な
性
質
を
も
つ
夢
の
世
界
、
或
は
夢
と
現
實
と
の
中
間
世
界
を
描
き

出
し
た
い
と
思
っ
て
み
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
貼
上
記
の
作
品
の
後
を
追
っ
た
「
一
夜
」
は
大
そ
う
俳
諮
的
な
作
晶
で
あ
っ
て
、
漱
石

の
そ
の
や
う
な
内
面
的
希
望
を
叶
へ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
そ
の
後
に
も
夢
の
東
洋
的
性
格
を
も
つ
世
界
が
描
か
れ
る
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
い
　
　
う

性
は
多
分
に
あ
る
。
翌
三
十
九
年
の
「
草
枕
」
の
非
人
情
の
世
界
は
ま
さ
に
こ
の
や
う
な
東
洋
性
を
備
へ
る
作
晶
で
あ
っ
た
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
「
草
枕
」
の
形
式
は
「
一
夜
」
の
蛮
農
と
し
て
は
飴
り
に
長
大
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
漱
石
は

再
び
構
想
を
塵
点
し
て
小
品
の
集
合
形
式
で
あ
る
「
夢
霊
液
」
の
構
想
を
意
固
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
漱
石
の
浪
漫

室
義
に
つ
い
て
は
必
ず
一
汝
先
行
の
諸
短
篇
に
つ
い
て
も
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
う
な
論
論
は
す
で
に

　
　
　
漱
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初
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へ
れ
　

諸
家
に
も
あ
り
、
紙
数
も
制
限
さ
れ
て
る
る
の
で
一
ま
つ
割
愛
し
、
こ
」
で
は
特
に
「
一
夜
」
と
の
獲
展
的
關
係
に
論
旨
を
お
い
て

考
を
進
め
て
み
よ
う
。

　
「
一
夜
」
は
五
月
の
あ
る
夜
、
八
聾
の
座
敷
に
幽
し
た
髭
の
あ
る
男
と
髭
の
な
い
男
と
眼
の
涼
し
い
女
と
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

或
は
二
五
な
封
談
を
中
心
と
し
て
描
き
、
そ
れ
も
ぐ
っ
す
り
寝
込
ん
で
し
ま
へ
ば
太
李
無
事
の
世
に
か
へ
る
と
い
ふ
筋
で
、
そ
の
後

に
前
述
の
や
う
な
作
者
の
人
生
観
と
「
人
生
を
書
い
た
の
で
小
難
を
書
い
た
の
で
な
い
」
と
い
ふ
や
う
な
作
者
の
態
度
と
を
書
き
添

へ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
見
し
て
こ
の
作
品
の
文
學
性
は
漱
石
の
「
美
し
い
夢
」
目
「
詩
」
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る

が
、
そ
れ
が
同
時
に
極
め
て
俳
諮
的
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
所
に
特
色
が
あ
り
、
鼻
柱
的
浪
漫
美
と
俳
階
的
佃
島
味
と
を
示
し

て
み
る
。
そ
の
貼
を
少
し
読
明
し
て
み
よ
う
。
髭
σ
あ
る
男
が
「
美
し
き
多
く
の
入
の
、
美
し
き
多
く
の
夢
を
・
：
・
」
と
漱
石
浪
漫

主
義
の
憧
れ
を
見
せ
つ
』
微
吟
す
る
と
、
酒
脆
な
髭
の
な
い
男
が
「
描
け
ど
も
、
描
け
ど
も
、
主
な
れ
ば
、
描
け
ど
も
、
成
り
が
た

し
」
と
俳
諮
的
に
酒
脆
に
受
け
る
。
　
…
方
式
は
「
書
家
な
ら
ば
絃
に
も
し
ま
し
よ
。
女
な
ら
ば
絹
を
枠
に
張
っ
て
、
縫
ひ
と
り
ま
し

よ
」
と
浪
漫
圭
義
を
受
け
、
　
「
縫
ぴ
と
ら
ば
誰
に
贈
ら
ん
Q
贈
ら
ん
誰
に
」
と
つ
f
け
る
。
さ
ら
に
髭
の
男
が
「
女
の
夢
は
男
の
夢
’

よ
り
も
美
し
か
ろ
」
と
い
ふ
と
、
女
は
「
せ
め
て
夢
に
で
も
美
し
き
國
へ
行
か
ね
ば
」
と
此
世
の
磯
悪
を
思
ふ
顔
付
で
あ
る
。
漱
…
石

の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
こ
の
鴬
の
男
と
夢
の
女
と
の
鷹
答
に
代
表
さ
れ
て
み
る
。
し
か
も
こ
の
男
は
ま
た
忌
辰
は
「
夢
に
す
れ
ば

す
ぐ
に
活
き
る
」
と
い
ふ
詩
的
信
念
を
抱
い
て
み
る
。
こ
の
二
人
が
漱
石
の
純
美
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
代
表
し
て
み
る
も
の
と

す
る
と
、
夢
の
非
現
實
性
を
指
摘
す
る
溝
の
な
い
男
は
、
漱
石
の
他
の
一
面
で
あ
る
俳
量
的
酒
脆
の
精
神
を
代
表
し
て
み
る
。
そ
れ

は
裏
の
輝
寺
の
方
へ
鳴
い
て
ゆ
く
古
画
の
聲
を
、
前
の
男
が
「
一
山
で
ほ
と
と
ぎ
す
だ
と
嵌
る
。
二
聲
で
好
い
聲
だ
と
思
う
た
」
と



感
心
す
る
と
、
女
が
「
ひ
と
目
見
て
す
ぐ
濁
れ
る
の
も
そ
ん
な
事
で
し
ょ
か
」
と
受
け
る
の
に
帯
し
て
、
こ
の
男
が
「
あ
の
聲
は
胸

が
す
く
よ
だ
が
、
盗
れ
た
ら
胸
に
瘡
へ
る
だ
ろ
う
。
悦
れ
ぬ
事
。
胱
れ
ぬ
事
・
：
・
。
」
と
洒
脆
に
癒
答
す
る
の
で
も
明
か
で
あ
ら
う
。

帥
ち
こ
の
場
合
髭
の
な
い
男
を
表
す
漱
石
の
創
造
精
紳
は
現
射
的
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
酒
壷
一
－
俳
聖
的
と
い
ふ
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
長
年
の
飴
掛
戸
俳
諮
趣
味
に
負
ふ
も
の
で
あ
る
。
髭
あ
る
男
と
美
し
い
女
と
の
一
封
が
示
す
や
う
な
夢
幻
的
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
後
者
の
示
す
や
う
な
東
洋
的
悟
脆
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
の
爾
面
は
そ
れ
ま
で
の
英
詩
・
漢
詩
・
新
参
詩
・
俳

句
に
見
ら
れ
た
そ
の
や
う
な
詩
的
性
格
の
そ
れ
ぞ
れ
の
纏
承
で
，
あ
る
こ
と
は
言
を
満
た
な
い
。

　
漱
石
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
中
に
は
こ
の
や
う
に
夢
幻
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
、
東
洋
的
俳
諮
的
悟
脱
着
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
と
の
共
存
が
う
か
が
は
れ
る
が
、
　
「
草
枕
」
の
表
現
世
界
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
複
合
を
東
洋
的
靴
型
趣
味
・
客
観
的
非
人
情
の
藝

翰
墨
を
も
つ
て
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
「
草
枕
」
の
女
主
人
公
那
美
さ
ん
は
、
コ
夜
」
の
俳
句
を
作
り
、
「
蚕
に
な
る
の

も
や
は
り
骨
が
折
れ
ま
す
」
と
い
ふ
女
を
原
型
と
し
て
、
よ
り
非
人
情
的
に
書
展
さ
せ
造
型
し
た
女
性
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
）
と
に
か
く
漱
石
の
人
生
観
照
は
こ
」
で
も
一
貫
し
て
浪
漫
主
義
的
な
美
と
純
粋
と
を
渡
悔
し
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
を

6
に
響
い
た
浮
化
の
「
夢
幻
的
」
と
「
　
覚
醒
的
」
と
に
關
聯
づ
け
る
な
ら
ば
、
髭
男
及
び
女
の
夢
想
性
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
前
者
で

あ
り
、
髭
の
な
い
男
の
筆
硯
性
は
後
者
に
類
す
る
。
そ
れ
だ
け
孝
な
き
男
は
現
心
的
傾
向
を
有
す
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ

今
も
い
ふ
や
う
に
楽
界
的
・
畳
塁
上
と
い
ふ
方
が
適
當
で
、
こ
の
意
味
で
は
東
洋
的
理
想
主
義
と
交
流
す
る
東
洋
的
浪
漫
引
解
の
現

れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
一
夜
」
の
後
牟
部
に
出
て
く
る
漱
石
の
世
界
観
一
睡
眠
は
忘
却
、
凡
て
の
忘
却
は
太
干
。
或
は
粟

粒
芥
．
穎
の
う
ち
に
蒼
夫
も
あ
る
、
大
地
も
あ
る
。
思
ふ
に
百
年
は
一
年
の
如
く
、
一
年
は
一
刻
の
如
し
。
一
刻
を
知
れ
ば
正
に
人
生

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
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．
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を
知
る
。
i
の
如
き
も
そ
の
哲
男
性
や
語
氣
に
お
い
て
明
か
に
東
洋
的
性
格
が
濃
厚
で
、
こ
れ
ら
も
ま
π
漱
石
の
東
洋
的
浪
漫
圭

義
を
形
威
す
る
思
想
的
地
盤
で
も
あ
っ
た
。
晩
年
の
「
明
暗
」
（
大
正
5
）
が
暗
示
す
る
「
則
天
去
私
」
の
東
洋
的
倫
理
的
イ
デ
エ
へ

の
憬
憧
的
到
達
の
由
來
も
ま
た
こ
の
邊
か
ら
論
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
「
夢
十
夜
」
は
「
一
夜
」
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
純
美
的
及
び
酒
脱
俳
階
的
）
の
磯
展
と
し
て
、
十
夢
に
構
想
さ
れ
た
本

質
と
し
て
は
浪
漫
的
事
誤
の
集
威
で
あ
る
。
「
夢
十
夜
」
の
書
か
れ
た
時
期
（
4
1
．
7
－
8
）
は
漱
石
の
浪
漫
圭
義
の
中
に
漸
く
現
實
騰

馬
的
傾
向
が
擾
謝
し
、
次
第
に
現
實
圭
義
の
中
に
一
抹
の
浪
漫
圭
義
を
焦
す
や
う
に
な
る
、
そ
の
過
渡
期
に
あ
る
。
郎
「
ち
浪
漫
的
か

つ
道
義
的
理
想
圭
冠
の
「
虞
美
人
草
」
（
4
0
．
6
1
1
0
）
か
ら
、
な
ほ
塞
想
的
な
が
ら
青
年
人
公
が
坑
夫
生
活
と
い
ふ
杜
會
的
現
實
に

直
面
す
る
「
坑
夫
」
（
4
1
．
1
1
4
）
に
移
り
、
青
春
の
「
夢
」
と
青
年
男
女
特
有
の
「
無
意
識
の
儒
善
者
」
（
暮
6
§
8
8
u
o
げ
回
℃
8
旧
里
）

の
心
理
的
台
割
を
試
み
る
現
實
的
、
理
智
直
書
的
傾
向
の
「
三
四
郎
」
（
4
1
．
9
）
を
書
く
、
そ
の
や
う
な
「
坑
夫
」
と
コ
ニ
四
郎
」

と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
す
る
時
期
に
書
か
れ
た
の
が
「
夢
十
夜
」
で
あ
る
。
こ
の
事
實
と
し
か
も
こ
れ
が
小
叩
の
集
合
形
式
で
あ

る
鮎
と
を
併
せ
考
へ
る
と
、
漱
石
は
こ
x
で
一
鷹
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
フ
ィ
ナ
レ
ー
と
し
て
、
小
読
中
に
並
存
す
る
ロ

て
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
思
ひ
切
り
凝
集
的
に
小
品
形
式
の
中
に
表
現
し
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
「
夢
」
ロ
「
詩
」
と
い
ふ
詩

的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
か
ら
の
傍
出
を
試
み
た
も
の
と
判
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
品
と
し
て
も
翌
四
十
二
年
の
「
永

日
小
品
」
1
や
は
り
小
品
の
集
合
形
式
一
の
創
作
精
神
及
び
態
度
の
根
本
は
す
で
に
明
か
に
現
儲
主
義
的
か
つ
理
智
福
屋
的
に

憂
化
し
て
み
る
。

　
汕
剛
に
も
い
ふ
や
う
に
「
夢
十
夜
」
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
表
現
世
界
は
英
詩
及
び
「
倫
敦
…
拾
」
「
幻
影
の
盾
旧
」
コ
難
露
淫
し
な
ど



の
系
統
の
西
洋
的
匂
の
著
し
い
も
の
一
そ
の
情
熱
は
大
い
に
沈
静
さ
れ
た
が
一
と
、
俳
句
・
漢
詩
及
び
「
一
夜
」
か
ら
「
草

枕
」
に
糸
を
ひ
く
東
洋
的
も
し
く
は
日
本
的
匂
の
著
し
い
も
の
と
の
二
つ
を
含
ん
で
み
る
。
前
者
は
「
第
一
夜
」
が
代
表
し
て
み
る

が
「
第
五
夜
」
な
ど
も
こ
れ
に
傾
い
て
み
る
。
後
者
は
「
第
二
夜
」
以
下
の
多
数
が
さ
う
で
あ
る
。
撒
か
ら
い
ふ
と
む
し
ろ
後
者
の

方
で
あ
る
が
、
　
「
第
一
夜
」
を
勢
頭
に
お
い
た
事
實
か
ら
み
る
と
、
質
的
に
漱
石
の
「
夢
」
日
「
詩
」
の
中
か
ら
罰
し
難
い
西
洋
的
匹

英
詩
・
英
文
學
的
な
要
素
の
現
存
が
直
感
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
量
的
に
多
い
後
者
の
側
か
ら
み
る
と
、
質
量
と
も
に
東
洋
性
の
重

み
あ
る
運
命
観
．
紳
秘
感
が
聞
落
に
な
る
。
1
例
へ
ば
縄
で
い
ふ
父
母
未
生
以
前
の
運
命
の
直
播
に
類
す
る
も
の
。
し
た
が
っ
て

そ
の
爾
面
か
ら
い
へ
ば
こ
の
作
品
は
漱
石
の
東
西
爾
洋
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
綜
合
と
い
ひ
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く

し
て
こ
の
十
個
の
夢
の
世
界
は
す
で
に
8
に
前
言
し
て
お
い
た
「
運
命
の
カ
オ
ス
」
の
紳
秘
性
を
、
ω
或
は
詩
的
想
像
力
の
光
を
も

っ
て
明
る
く
照
明
し
、
㈲
或
は
宿
命
観
的
入
生
哲
學
を
も
つ
て
幽
暗
の
中
に
暗
示
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
　
「
第
一
夜
」
は
ま
さ
に
こ
の
浪
漫
圭
義
的
詩
的
想
像
力
に
よ
る
運
命
の
神
秘
性
の
開
明
（
イ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
分
に
英
詩
的

な
美
し
い
想
像
を
も
つ
て
、
運
命
的
な
愛
の
神
秘
と
信
仰
を
描
軽
し
て
る
る
。
死
際
に
「
百
年
目
私
の
墓
の
傍
に
坐
っ
て
待
っ
て
み

て
下
さ
い
。
屹
度
逢
ひ
に
來
ま
す
か
ら
、
」
と
約
束
し
た
女
の
嬢
魂
は
約
束
通
ゆ
墓
の
下
か
ら
白
百
合
の
花
に
生
れ
攣
っ
て
き
て
、
百

年
目
の
曉
の
星
の
下
で
男
の
接
吻
を
受
け
る
。
　
「
百
年
差
も
う
來
て
る
た
ん
だ
な
」
と
男
は
始
め
て
氣
つ
く
。
こ
の
や
う
な
詩
的
運

命
の
表
現
は
餓
魂
の
永
遠
性
…
美
と
愛
の
神
秘
的
永
遠
性
に
鍋
れ
た
も
の
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
根
源
に
…
叢
れ
て
み
る
。
こ
れ

を
前
出
口
の
項
の
考
か
ら
い
へ
ば
、
現
實
と
無
と
の
境
界
に
あ
る
死
と
い
ふ
危
機
的
野
實
に
追
ひ
ま
く
ら
れ
な
が
ら
も
、
絶
島
に
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

し
い
夢
一
心
の
中
の
詩
を
守
り
つ
樽
け
よ
う
と
す
る
人
間
の
魂
の
哀
切
な
黒
字
を
叙
し
た
も
の
と
い
へ
よ
う
。
芥
川
的
に
い
へ
ば

　
　
　
漱
石
初
期
川
の
浪
漫
・
王
義
と
「
夢
」
T
夜
し
の
解
…
絆
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泌
隅
石
初
川
期
の
泊
一
箇
宅
義
と
「
夢
十
夜
」
の
栩
贋
囎
梓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
1
1
「
マ
リ
ヤ
的
」
な
精
神
と
い
へ
よ
う
。
こ
の
夢
の
美
し
さ
は
最
も
根
本
的
に
さ
う
い
ふ
精
神
美
に

由
來
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
油
島
墨
画
の
描
爲
に
も
詩
的
苦
心
が
梯
は
れ
て
を
り
、
こ
の
爾
者
が
渾
然
と
し
て
作
品
の
全
龍
的
弓

を
、
魂
の
浪
漫
的
純
粋
化
を
印
象
的
な
ら
し
め
て
み
る
。
（
差
肥
的
美
の
表
現
は
露
を
含
ん
だ
眞
白
な
百
合
の
花
は
い
は
す
も
が
な
、

墓
を
掘
る
と
き
月
光
を
反
射
す
る
眞
珠
貝
、
星
の
破
片
で
墓
標
を
つ
く
る
と
い
ふ
風
の
詩
的
描
爲
に
美
し
く
表
れ
て
み
る
。
）

　
し
か
し
現
實
の
「
生
」
－
そ
の
も
の
は
こ
の
や
う
な
美
し
い
夢
の
憧
れ
、
詩
的
念
願
の
實
現
や
擁
護
を
無
惨
に
も
抱
暗
し
破
卜
す
る

の
が
常
で
あ
る
。
　
「
第
五
夜
」
や
「
第
九
夜
」
は
こ
の
や
う
な
生
の
暗
面
の
表
現
を
代
表
す
る
。
曉
ま
で
に
最
後
の
一
目
を
と
、
愛

人
の
來
會
を
待
ち
焦
れ
る
敗
將
の
生
命
は
、
疾
走
す
る
女
の
馬
が
夜
明
の
鶏
鳴
と
同
時
に
岩
に
乗
り
上
げ
、
忽
ち
断
崖
か
ら
人
馬
も

ろ
と
も
墜
落
す
る
瞬
間
に
噺
た
れ
て
し
ま
ふ
。
（
第
五
夜
）
。
幼
兇
を
か
』
へ
た
妻
が
夫
の
無
事
の
録
画
を
所
っ
て
毎
夜
お
百
度
詣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
じ
ゃ
く

つ
f
け
て
る
る
の
に
、
そ
の
夫
は
と
う
の
昔
に
浪
士
の
手
で
殺
さ
れ
て
み
た
。
（
第
九
夜
㌔
こ
の
や
う
に
一
瞬
に
魚
探
女
が
ひ
き
起

す
人
生
の
不
幸
（
前
者
）
や
、
人
聞
の
哀
切
な
心
願
を
怠
れ
た
所
で
む
ご
た
ら
し
く
噺
ち
切
っ
て
し
ま
ふ
蓮
命
の
手
の
残
酷
さ
（
後

者
）
、
さ
う
し
た
人
生
の
不
合
理
を
繰
る
人
間
力
を
越
え
た
不
可
知
不
可
思
議
な
蓮
命
の
力
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
漱
石
の
心
境
は

ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
第
一
夜
の
示
す
や
う
な
美
し
い
詩
の
世
界
、
魂
の
憧
れ
・
浮
化
の
表
現
と
は
い
へ
な
い
。

前
者
は
天
々
女
に
封
ず
る
敵
意
を
、
後
者
は
運
命
の
淺
酷
な
超
人
力
性
に
封
ず
る
作
者
の
暗
い
恐
怖
心
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
か
く
蓮
命
に
封
ず
る
漱
石
の
深
い
怖
れ
や
敵
意
、
そ
れ
に
せ
つ
ば
詰
っ
た
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
諦
め
と
は
、
あ
の
幽
暗
な

「
運
命
の
カ
オ
ス
」
の
宿
命
的
i
梢
現
赤
味
を
も
つ
浪
漫
下
士
的
－
解
羅
を
暗
示
（
ロ
）
す
る
も
の
と
い
ふ
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
や

う
な
蓮
命
観
は
「
第
三
夜
」
に
お
い
て
一
そ
う
人
間
罪
業
の
暗
い
重
荷
と
し
て
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
て
み
る
。
夢
の
中
で
、
自
分
の
背



負
ふ
盲
目
の
小
信
（
し
か
も
そ
れ
が
自
分
の
子
．
が
、
百
年
前
お
前
は
自
分
を
殺
し
た
の
だ
と
、
そ
の
時
と
場
所
を
指
摘
す
る
や
、
忽

ち
記
憶
が
蘇
り
背
中
の
子
が
急
に
石
地
藏
の
や
う
に
重
く
な
る
。
こ
の
象
徴
的
暗
示
の
思
想
性
は
キ
リ
ス
ト
教
的
原
罪
観
に
基
く
も

の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
佛
教
的
罪
業
観
に
依
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
作
晶
と
し
て
は
恐
ら
く
後
者
と
思
は
れ
る
が
、
こ
」
に

も
宿
業
的
懸
命
に
封
ず
る
漱
石
の
恐
怖
感
が
現
れ
て
み
る
。
一
「
そ
の
小
僧
が
自
分
の
過
去
、
現
在
、
未
來
を
悉
く
照
し
て
、
寸
分

の
事
實
を
洩
ら
さ
な
い
鏡
の
様
に
光
っ
て
み
る
。
・
：
・
自
分
は
堪
ら
な
く
な
っ
た
。
」
と
。
（
序
な
が
ら
、
大
磐
石
の
如
き
畏
み
の
童

子
を
負
ひ
機
ん
だ
「
き
り
し
と
ほ
ろ
」
を
描
い
た
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
敏
精
粗
の
理
解
者
で
あ
っ
た
。
　
「
お
ぬ
し
は
今
宥
と
い
ふ
今
宥

こ
そ
、
世
界
の
苦
し
み
を
身
に
荷
う
た
『
ぜ
す
・
き
り
し
と
』
を
負
ぴ
な
い
た
の
ち
や
。
」
・
1
一
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
傳
、
大
正
8
。
）

　
「
第
四
夜
」
は
、
生
の
期
待
は
極
め
て
漠
然
と
し
て
み
て
、
酔
っ
て
み
る
中
こ
そ
何
か
の
期
待
に
つ
か
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
も
途

に
「
無
」
の
中
に
塗
る
外
は
な
い
と
い
ふ
東
洋
的
虚
無
同
録
の
思
想
を
暗
示
し
て
み
る
。
酒
に
酔
っ
た
爺
さ
ん
が
「
あ
っ
ち
へ
行
く

よ
。
」
と
店
を
出
て
、
そ
の
中
に
「
今
に
な
る
、
蛇
に
な
る
、
・
：
・
深
く
な
る
、
夜
に
な
る
、
眞
直
ぐ
に
な
る
」
と
謎
め
い
た
文
句

を
唄
ひ
な
が
ら
、
だ
ん
く
河
の
深
み
へ
進
ん
で
い
っ
た
が
、
と
う
く
上
っ
て
來
な
か
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
謎
め
い
た

言
葉
の
暗
示
的
意
味
を
求
め
る
と
き
、
世
界
の
カ
オ
ス
の
深
奥
に
内
在
す
る
根
源
的
無
の
純
一
性
の
暗
示
と
し
て
う
け
と
ら
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
と
う
一
上
っ
て
來
な
か
っ
た
、
と
い
ふ
の
は
か
』
る
無
へ
の
無
限
の
同
齢
を
意
味
す
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

「
第
二
夜
」
は
人
生
は
無
か
有
か
、
人
間
存
在
の
意
義
を
決
定
し
よ
う
、
悟
ら
う
と
生
命
が
け
に
努
め
る
侍
の
、
し
か
し
途
に
悟
り

え
ぬ
瞬
聞
を
描
い
て
み
る
。
輝
の
悟
り
は
漱
石
の
精
神
の
安
定
、
選
り
救
濟
と
し
て
重
硯
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
個
人
圭
義
思

想
の
理
想
を
抱
き
な
が
ら
、
深
刻
な
醜
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
現
實
的
心
理
の
渦
中
に
喘
ぎ
苦
し
ん
だ
漱
石
の
聖
算
は
中
後
期
の
小
詮
の

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
＋
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

中
に
ま
ざ
く
と
現
れ
て
み
る
。
し
か
し
毬
に
そ
の
や
う
な
悟
り
に
達
し
切
れ
な
が
つ
た
彼
は
、
生
々
し
い
小
読
世
界
の
反
面
に
、

面
隠
の
安
定
、
魂
の
救
濟
の
道
と
し
て
文
學
的
に
酒
脱
な
俳
句
、
超
然
た
る
漢
詩
の
世
界
を
求
め
た
。
　
「
第
二
夜
」
は
そ
の
間
に
お

け
る
彼
の
眞
創
な
努
力
と
壁
面
の
焦
燥
、
人
生
の
探
求
的
意
志
と
不
可
知
的
絶
望
感
と
の
危
瞼
な
緊
張
的
均
衡
の
頂
鮎
が
崩
壊
す
る

瞬
間
を
描
い
て
み
る
。
漱
石
の
眞
創
が
常
に
危
機
を
孕
む
そ
れ
で
あ
る
一
例
で
あ
る
。

　
「
第
二
夜
」
の
侍
が
決
死
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
　
「
第
七
夜
」
の
船
上
の
自
分
は
人
生
は
「
詰
ら
な
い
か
ら
死
な
う
」
と
海
中
に

身
を
投
げ
る
、
と
こ
ろ
が
投
身
の
直
後
急
に
命
が
惜
し
く
な
り
つ
つ
、
　
「
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
を
抱
い
て
黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落

ち
て
行
っ
た
」
と
い
ふ
夢
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
生
の
退
屈
感
に
と
ら
は
れ
な
が
ら
も
、
人
間
は
生
の
執
着
を
絶
ち
切
れ
な
い
。
倦
怠

の
生
に
と
っ
て
死
は
一
面
魅
力
で
あ
る
が
、
い
ざ
死
に
直
面
す
る
と
や
は
り
無
限
の
恐
怖
に
と
ら
は
れ
る
。
し
か
も
自
殺
の
瞬
間
人

間
は
猛
烈
な
生
の
執
着
を
感
じ
、
し
た
が
っ
て
無
限
の
後
悔
を
感
ず
る
と
い
ふ
生
死
の
生
理
的
か
つ
哲
學
的
心
理
を
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
。
第
二
夜
が
短
刀
に
手
を
掛
け
る
と
こ
ろ
ま
で
の
懸
命
の
精
紬
肌
的
緊
張
を
描
い
た
の
に
尽
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
死
へ
の

瞬
闇
を
一
條
件
は
違
ふ
が
一
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
晩
年
の
「
心
」
（
大
正
。
・
）
の
先
生
の
自
殺
は
嚴
粛
な
モ
ラ
ル
の
結
果
と
し

て
死
し
て
悔
な
き
嚴
粛
な
自
殺
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
の
漱
石
に
お
け
る
死
の
問
題
は
ま
だ
そ
の
や
う
な
モ
テ
ル
に
ま
で
は
十
分
に

い
た
っ
て
を
ら
す
、
た
黛
翠
玉
的
も
し
く
は
心
理
的
問
題
の
領
域
に
止
ま
っ
て
み
た
こ
と
を
示
し
て
み
る
。
自
殺
的
行
李
の
直
後
か

ら
死
に
至
る
ま
で
の
瞬
時
の
心
理
が
無
限
の
恐
怖
と
悔
恨
で
あ
れ
ば
、
た
と
へ
亭
凡
な
生
が
詰
ら
な
く
退
屈
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
に
堪
へ
て
ゆ
く
忍
耐
が
必
要
で
あ
ら
う
。
そ
の
こ
と
を
漱
石
は
こ
の
夢
の
絡
り
の
方
で
、
「
矢
つ
張
り
乗
っ
て
居
る
方
が
よ
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

た
と
始
め
て
悟
り
な
が
ら
、
し
か
も
其
の
悟
り
を
利
用
す
る
事
が
出
來
す
に
」
と
書
い
て
み
る
。
し
か
ら
ば
と
の
夢
は
人
生
と
は
何



ら
か
の
悟
り
を
も
っ
こ
と
以
外
に
な
い
と
い
ふ
考
の
逆
読
的
表
現
と
解
す
る
可
能
性
も
あ
ら
う
。
し
か
し
結
局
は
そ
の
悟
り
の
難
し

さ
を
こ
の
話
は
第
二
夜
と
並
ん
で
暗
示
し
て
み
る
Q
　
一
盤
「
夢
十
夜
」
の
凡
て
は
モ
ラ
ル
以
前
の
人
間
の
心
理
的
も
し
く
は
運
命
的

哲
學
的
享
有
に
絡
止
し
て
み
る
こ
と
は
、
今
ま
で
各
の
夢
の
世
界
に
つ
い
て
詮
明
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
こ
の

全
篇
が
た
だ
夢
と
い
ふ
題
名
ば
か
り
で
な
く
内
容
的
に
漱
石
の
道
義
的
作
品
系
列
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

夢
幻
的
作
品
系
列
に
圏
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
号
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
床
屋
の
鏡
面
に
映
る
数
個
の
人
間
光
景
を
頭
を
刈
ら
れ
な
が
ら
静
か
に
爲
生
的
に
凝
興
し
、
ま
た
諾
諜
的
に
圭
観
を

働
か
せ
て
み
る
「
第
八
夜
」
は
十
夜
中
最
も
浪
漫
的
傾
向
の
稀
薄
な
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
、
　
「
猫
」
の
笑
に
通

す
る
も
の
で
あ
る
。
女
を
つ
れ
て
得
意
さ
う
に
見
え
る
背
年
、
頬
を
蜂
に
さ
」
れ
た
や
う
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
行
く
豆
腐
屋
、
お
つ
く

り
を
し
て
み
な
い
導
者
、
十
圓
紙
…
幣
を
百
枚
い
つ
ま
で
も
繰
返
し
勘
定
し
て
み
る
帳
場
の
女
、
ち
っ
と
も
動
か
ぬ
金
魚
費
一
、
ど

れ
も
こ
れ
も
ど
こ
か
間
の
抜
け
た
滑
稽
感
を
孕
む
も
の
ば
か
り
の
描
爲
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
は
異
風
の
こ
の
小
品

の
書
か
れ
た
理
由
を
考
へ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
夢
の
各
、
が
図
り
に
命
が
け
の
懸
や
悟
り
や
、
自
殺
や
、
暗
い
宿
業
観
や
、
禰

秘
的
な
懸
命
観
、
或
は
恐
怖
感
・
後
悔
・
悲
劇
的
不
幸
な
ど
を
書
き
す
ぎ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
そ
の
や
う
な
精
一
の
緊
張
の
息
抜
の

た
め
こ
の
や
う
な
爲
生
的
笑
ひ
の
軽
い
世
界
を
黙
出
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
倫
敦
塔
」
や
「
幻
影
の

盾
」
に
並
行
し
て
「
猫
」
が
書
か
れ
て
み
た
や
う
に
。
で
こ
れ
は
ま
あ
こ
れ
と
し
て
お
い
て
第
十
夜
に
移
ら
う
。

　
「
第
十
夜
」
は
パ
ナ
マ
の
帽
子
を
被
っ
て
夕
方
に
な
る
と
水
菓
子
屋
の
店
先
に
腰
か
け
て
、
往
來
の
女
の
顔
を
眺
め
て
感
心
す
る

の
が
道
樂
と
い
ふ
庄
太
郎
青
年
が
、
女
に
さ
ら
は
れ
て
七
日
目
の
晩
に
ふ
ら
り
と
撃
っ
て
き
て
、
急
に
熱
を
出
し
て
床
に
つ
く
妙
な

　
　
　
漱
石
勅
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
二

話
で
あ
る
。
彼
が
女
に
つ
い
て
行
く
と
断
崖
か
ら
飛
び
込
め
、
飛
び
込
ま
ね
と
豚
に
舐
め
ら
れ
る
と
女
が
い
ふ
が
、
尻
込
み
し
て
み

る
と
次
々
と
豚
が
現
れ
る
の
で
洋
杖
で
一
汝
叩
き
落
す
。
幾
萬
匹
の
大
群
を
七
日
六
晩
叩
い
た
が
、
途
に
精
根
導
き
て
豚
に
舐
め
ら

れ
て
し
ま
ひ
絶
壁
の
上
に
倒
れ
た
。
そ
し
て
七
日
目
の
晩
に
や
っ
と
起
っ
て
き
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
　
一
下
こ
の
夢
は
何
を
暗
示
し

て
み
る
の
か
。
ち
よ
つ
と
分
り
に
く
い
が
、
豚
は
ど
う
も
女
の
性
的
誘
惑
を
暗
示
し
て
み
る
も
の
ら
し
く
、
豚
に
祇
め
ら
れ
た
の
は

と
う
く
庄
太
郎
が
女
の
誘
惑
に
落
ち
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
へ
当
れ
ま
い
か
。
帥
ち
庄
太
郎
は
青
年
に
内
在
す
る
無
意
識

な
性
的
危
機
を
象
徴
し
て
み
る
と
い
へ
よ
う
。
こ
の
小
品
は
す
で
に
構
想
自
髄
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
構
想
の
中

に
作
者
は
青
年
と
女
の
問
題
を
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
あ
り
の
ま
＼
に
書
け
ば
生
々
し
い
小
詮
に
な
る
ほ
か
は
な

い
の
で
、
そ
れ
を
夢
と
し
て
室
想
化
し
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
化
し
、
現
毒
味
を
抜
き
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
』
に
も
當

時
の
文
壇
の
風
潮
で
あ
っ
た
自
然
圭
義
に
聯
立
す
る
漱
石
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
相
貌
が
は
っ
き
り
現
れ
て
み
る
。

　
最
後
に
残
る
の
は
「
第
六
夜
」
で
あ
る
。
こ
の
小
品
の
解
読
を
最
後
に
残
し
た
わ
け
は
、
こ
れ
が
特
に
漱
石
の
藝
選
民
を
匂
は
し

て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
荒
筋
は
昔
の
名
工
運
慶
が
明
治
の
現
代
に
護
國
寺
の
山
門
で
仁
王
を
刻
ん
で
み
る
と
い
ふ
評
制
を
き
い
て
、

自
分
も
い
っ
て
み
た
。
實
際
運
慶
が
見
物
人
の
感
心
に
か
ま
は
す
難
と
槌
と
を
動
か
し
て
み
る
。
自
分
も
名
工
の
手
腕
に
感
嘆
し
て

猫
言
を
い
ふ
と
、
一
人
の
若
い
男
が
「
な
に
、
あ
れ
は
眉
や
鼻
を
馨
で
作
る
ん
ぢ
や
な
い
。
あ
の
通
り
の
眉
や
鼻
が
木
の
中
に
埋
っ

て
み
る
の
を
、
馨
と
槌
の
力
で
掘
り
出
す
迄
だ
」
と
い
ふ
。
そ
こ
で
自
分
も
臨
宅
後
、
薪
に
彫
り
始
め
た
が
、
不
幸
に
し
て
仁
王
は

見
當
ら
な
い
。
そ
こ
で
明
治
の
木
に
は
仁
王
は
埋
っ
て
み
な
い
も
の
だ
と
悟
り
、
蓮
歩
が
今
日
ま
で
生
き
て
み
る
理
由
も
略
解
つ
た

乏
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
的
名
品
名
工
の
時
庭
を
越
え
た
不
滅
性
と
、
名
工
の
紳
技
が
示
す
単
騎
的
表
現
の
不
可
思
議
性
を



暗
示
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
』
で
も
夢
の
構
想
自
盟
が
す
で
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
か
』
る
藝
術
観
自
身
が

ま
た
明
か
に
榊
秘
主
義
的
浪
漫
圭
義
的
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
か
く
「
夢
十
夜
」
の
内
容
を
解
繹
し
來
っ
て
、
更
に
総
括
的
に
各
の
小
品
的
圭
題
を
分
類
し
、
か
つ
本
稿
の
重
貼
に
關
聯
的
に
照

合
す
る
と
き
、
次
の
如
く
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
は
れ
る
。
（
左
の
数
字
は
夢
の
順
番
を
示
す
。
）

　
m
㈹
蓮
命
観
的
な
る
も
の

　
　
一
、
愛
の
永
遠
観
3
、
原
罪
的
宿
業
観
5
、
蓮
命
の
敵
覗
感
9
、
運
命
の
残
酷
感

　
㈲
人
生
観
的
な
る
も
の

　
　
2
、
騨
的
悟
り
　
4
、
厨
節
的
虚
無
観
　
7
、
死
に
封
ず
る
無
限
の
恐
怖
と
悔
恨
　
8
、
滑
稽
的
人
生
断
面
　
1
0
、
性
的
誘
惑

　
㈲
藝
術
観
的
な
る
も
の

　
　
6
、
藝
術
の
神
秘
観

㈲
の
q
D
ζ
そ
は
漱
石
の
最
も
美
し
く
、
最
も
純
粋
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
代
表
す
る
も
の
で
、
漱
石
の
胸
の
中
に
青
む
「
美
し
い

夢
」
阯
「
詩
」
に
卦
す
る
無
限
の
憧
憬
と
擁
護
と
の
本
質
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
－
宇
宙
・
人
生
レ
の
あ
の
カ
オ
ス
（
8
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

五
六
頁
遠
略
）
の
光
明
的
詩
的
照
明
で
あ
る
。
㈲
「
の
㈹
・
働
・
働
、
㈲
の
働
∴
陶
・
⑯
・
1
0
・
は
魂
胆
も
し
く
は
人
生
の
カ
オ
ス
の
暗
面

を
提
示
ま
た
は
暗
示
す
る
も
の
で
、
前
者
の
光
明
的
な
る
に
封
し
て
幽
冥
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
も
い
ひ
う
る
性
質
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　

そ
こ
に
は
絡
生
漱
石
の
心
に
巣
食
っ
た
孤
猫
の
意
識
や
、
自
己
嫌
悪
や
、
懐
疑
圭
義
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
暗
い
心
が
反
映
し
て
み
る
。

⑲
の
⑧
の
み
は
前
述
の
通
り
輕
い
難
生
平
準
ひ
の
人
生
の
断
面
圖
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
調
和
を
響
い
た
里
桜
の
動
と
齢
と
の
中
に

　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
漱
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
十
夜
」
の
解
繹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

一
沫
の
心
理
的
不
安
感
が
流
れ
て
を
り
、
や
は
り
漱
石
の
聖
母
な
心
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
6
1
の
㈹
は
も
億
や
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
漱

石
の
藝
術
に
封
ず
る
理
想
的
信
念
と
信
頼
と
同
時
に
浪
漫
主
義
的
夢
想
性
と
を
ほ
の
め
か
し
て
み
る
。

　
「
夢
十
夜
」
の
表
現
精
神
は
か
く
の
如
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
基
調
し
て
を
り
、
そ
の
表
現
方
法
は
心
理
的
暗
示
法
に
共
通
し

て
み
る
。
そ
し
て
漱
石
の
明
暗
交
替
の
詩
的
想
像
力
が
小
品
形
式
に
凝
集
し
、
交
響
樂
的
集
成
美
、
否
、
日
本
的
に
み
れ
ば
む
し
ろ

移
り
・
匂
ひ
・
響
き
等
を
附
句
の
氣
合
と
す
る
連
句
の
散
文
化
的
構
成
の
妙
味
を
焚
減
し
た
1
少
し
こ
ち
り
け
す
ぎ
、
誇
張
化
し

す
ぎ
る
き
ら
ひ
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
一
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
が
「
夢
十
夜
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
迎
撃
に
あ
た
る
「
第
一
夜
」

に
あ
の
や
う
な
美
し
い
夢
の
浪
漫
詩
的
純
粋
の
小
謡
を
お
い
た
心
理
は
、
「
第
二
夜
」
以
後
の
暗
面
攣
化
の
表
現
と
封
照
す
る
と
き
、

漱
石
の
文
學
精
神
及
び
文
學
的
表
現
性
の
本
質
が
窮
極
的
か
つ
中
櫃
的
に
は
杢
く
e
に
述
べ
た
や
う
な
浪
漫
的
純
粋
性
の
憧
爆
追
求

に
あ
っ
π
こ
と
を
讃
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
て
そ
の
他
一
聯
の
室
想
的
表
現
も
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
基
く
が
、
こ
れ

ら
は
主
と
し
て
悲
観
的
墜
世
的
傾
向
を
帯
び
、
漱
石
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
暗
い
牛
面
を
示
し
て
み
る
。
　
（
こ
の
暗
面
は
こ
の
後
次

第
に
彼
の
現
實
圭
義
的
態
度
に
吸
牧
さ
れ
て
い
っ
た
。
）
な
ほ
漱
石
の
思
想
・
心
理
・
感
情
の
性
質
が
感
畳
的
に
明
暗
爾
性
の
思
立

す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
配
分
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
晩
年
の
大
作
「
明
暗
」
の
名
か
ら
も
直
感
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向

は
す
で
に
早
く
そ
の
浪
漫
主
義
自
照
の
中
に
も
右
の
や
う
に
再
見
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
一
言
附
加
し
て
稿
を

結
ぶ
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
一
九
五
四
・
三
．
一
〇
i

　
（
註
）

　
（
コ
）
　
唐
木
順
三
氏
「
作
家
論
上
」
（
現
代
叢
書
）
夏
目
漱
石
、
n
湛
逃
と
反
抗
の
時
代
、
五
一
頁
。



（
2
）
　
同
、
六
〇
頁
。

（
3
）
　
日
夏
取
之
介
氏
「
明
治
大
正
の
小
説
家
」
（
角
川
文
庫
）
、
漱
石
の
小
論
、
　
一
五
九
頁
。

（
4
）
漱
石
全
集
（
昭
和
十
一
年
岩
波
婁
店
）
第
二
巻
解
説
、
四
七
二
頁
。

（
5
）
　
同
、
四
七
三
一
四
七
四
頁
。

（
6
）
　
「
草
枕
」
の
非
人
情
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
一
つ
の
修
正
で
あ
る
。
（
作
家
論
上
、
五
三
頁
。
）

（
7
）
　
「
野
分
」
は
逸
話
と
反
抗
の
一
つ
の
綜
合
1
「
草
枕
」
と
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
嵩
傾
向
の
綜
合
で
あ
る
。
（
同
、
六
五
頁
）

（
8
）
　
漱
石
は
現
實
の
人
賜
に
眼
を
移
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
一
そ
れ
か
ら
・
門
・
行
人
・
心
へ
の
推
移
。
（
同
、
六
八
頁
。
）
「
そ
わ
か
ら
」
以

　
　
後
に
於
て
、
道
徳
そ
の
も
の
、
個
人
と
杜
會
、
道
徳
と
砒
會
の
問
題
を
再
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
（
同
、
七
七
頁
。
）

（
9
）
　
小
松
武
治
氏
謙
「
沙
翁
物
語
集
」
序
。

（
1
0
）
小
宮
豊
隆
氏
（
夏
目
漱
石
全
集
解
説
等
）
、
岡
崎
叢
蕪
氏
（
漱
石
と
微
笑
其
他
）
、
瀧
澤
克
己
氏
「
夏
H
漱
石
」
、
森
田
草
雫
氏
（
夏
R
漱
石
・

　
　
漱
石
の
文
學
）
、
唐
木
・
日
夏
氏
の
前
掲
畠
青
等
。

（
1
1
）
　
芥
川
龍
之
介
「
四
方
の
人
」
の
②
マ
リ
ア
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も

（
1
2
）
　
正
宗
白
鳥
氏
（
作
家
論
ω
、
二
四
二
頁
）
も
晩
年
の
作
晶
に
漱
石
の
心
の
惑
ひ
・
暗
さ
・
悩
み
を
こ
そ
見
る
と
評
さ
れ
、
森
田
草
李
氏
（
漱

　
　
石
の
交
學
、
四
三
頁
）
も
こ
れ
を
背
定
し
て
を
ら
れ
る
。

徽
石
初
期
の
浪
漫
主
義
と
「
夢
＋
夜
」
の
解
繹

七
五


