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１　
『
そ
れ
か
ら
』「
六
」
の
一
節
か
ら

　

何
度
も
読
み
返
し
て
い
る
は
ず
の
漱
石
の
作
品
で
も
、
落
ち
着
い
て
読
ん

で
み
る
と
、
こ
の
一
節
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
う
箇
所

が
あ
る
。
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ

の
箇
所
に
来
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
少
し
違
う
言
葉
の
質
感
、
リ
ズ
ム
が
、

微
妙
に
感
じ
ら
れ
、
一
瞬
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に

と
っ
て
、『
そ
れ
か
ら
』（
一
九
〇
九
・
六
・
二
七
〜
一
〇
・
一
四
「
東
京
朝
日
新
聞
」

「
大
阪
朝
日
新
聞
」）
の
「
六
」
の
冒
頭
近
く
の
次
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
も
の

の
一
つ
で
あ
る
。

　

代
助
の
頭
に
は
今
具
体
的
な
何
物
を
も
留
め
て
ゐ
な
か
つ
た
。
恰あ
た

か

も
戸
外
の
天
気
の
様
に
、
そ
れ
が
静
か
に
凝
と
働
ら
い
て
ゐ
た
。
が
、

其
底
に
は
微
塵
の
如
き
本
体
の
分
ら
ぬ
も
の
が
無
数
に
押
し
合
つ
て
ゐ

た
。
乾ち
い
ず酪
の
中
で
、
い
く
ら
虫
が
動
い
て
も
、
乾
酪
が
元
の
位
置
に
あ

る
間
は
、
気
が
付
か
な
い
と
同
じ
事
で
、
代
助
も
こ
の
微
震
に
は
殆
ん

ど
自
覚
を
有
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
た
ゞ
、
そ
れ
が
生
理
的
に
反
射
し
て

来
る
度
に
、
椅
子
の
上
で
、
少
し
宛づ
ゝ

身
体
の
位
置
を
変
へ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
。

　

兄
誠
吾
へ
の
金
の
無
心
に
失
敗
し
た
代
助
は
、
朝
起
き
て
、
書
生
の
門
野

と
、
新
聞
連
載
中
の
森
田
草
平
『
煤
烟
』（
一
九
〇
九
・
一
・
一
〜
五
・
一
七
「
東

京
朝
日
新
聞
」）
に
つ
い
て
話
を
す
る
。「
現
代
的
の
不
安
が
出
て
ゐ
る
様
ぢ

や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
う
門
野
に
、「
さ
う
し
て
、
肉
の
臭
ひ
が
し
や
し

な
い
か
」
と
代
助
は
、
応
酬
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
、「
六
の
一
」
に
当
た
り
、

つ
ま
り
新
聞
連
載
一
回
分
で
あ
る
。

　

実
は
、「
不
安
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
部
分
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

「
断
片
五
一
Ｂ
」（
新
版
『
漱
石
全
集
』
第
二
十
巻
、
一
九
九
六
・
七
・
五
、
岩
波
書

店
）
に
記
さ
れ
て
い
る
『
そ
れ
か
ら
』
の
構
想
メ
モ
に
は
連
載
各
回
の
ポ
イ

ン
ト
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
六
の
一
」
に
つ
い
て
は
、「「
煤
烟
」

ニ
対
ス
ル
門
野
」
と
あ
り
、「
六
の
二
」
に
は
、「
現
代
的
不
安
ニ
就
。
ロ
シ

ヤ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ー
」
と
あ
る
。
確
か
に
、「
六
の
二
」
の
主
要
部

分
は
、
そ
の
話
題
で
あ
る
。
が
、
そ
の
部
分
の
前
の
十
行
余
り
は
、
朝
の
代

助
に
訪
れ
た
、
あ
る
得
体
の
知
れ
な
い
情
感
の
描
写
な
の
で
あ
る
。
わ
た
く

　

「
小
品
」
と
い
う
世
界
と
漱
石
の
表
現

│
│ 『
永
日
小
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し
が
先
程
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
部
分
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
六
の
二
」
に
当
た
る
部
分
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

　

紅
茶
々
碗
を
持
つ
た
儘
、
書
斎
へ
引
き
取
つ
て
、
椅
子
へ
腰
を
懸
け

て
、
茫ぼ
ん
や
り然
庭
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
瘤
だ
ら
け
の
柘ざ
く
ろ榴
の
枯
枝
と
、
灰
色

の
幹
の
根
方
に
、
暗
緑
と
暗
紅
を
混
ぜ
合
は
し
た
様
な
若
い
芽
が
、
一

面
に
吹
き
出
し
て
ゐ
る
。
代
助
の
眼
に
は
夫
が
ぱ
つ
と
映
じ
た
丈
で
、

す
ぐ
刺
激
を
失
つ
て
仕
舞
つ
た
。

　

連
載
冒
頭
か
ら
、
漱
石
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
な
か
っ
た
言
葉
と
イ
メ
ー

ジ
の
連
携
を
手
探
り
し
て
い
る
。『
そ
れ
か
ら
』
執
筆
時
、
漱
石
が
世
の
中

の
事
件
を
時
を
隔
て
ず
に
作
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
季
節
を
示
す
話
題
、
と
り
わ
け
植
物
の
生
長
の
様
の
使
い
方
に
も

工
夫
が
見
ら
れ
る
。
代
助
が
見
て
い
る
の
は
、
神
楽
坂
の
一
角
の
「
藁
店
」

の
借
家
の
庭
だ
が
、
こ
の
シ
ー
ン
は
、
漱
石
の
生
々
し
い
植
物
観
察
が
最
大

限
生
か
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
実
際
の
漱
石
の
家
に
、「
柘
榴
」
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
が
、
問
題
で
は
な
い
。「
柘
榴
の
枯
枝
」
か
ら
「
若
い
芽
」
が
出

て
い
る
と
感
じ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
さ
、
ま
た
そ
の
独
特
の
色
彩
表
現
こ
そ
、
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
暗
緑
と
暗
紅
を
混
ぜ
合
は
し
た
様
な
」
色
を
思
い

浮
か
べ
ら
れ
る
人
が
、
ど
の
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
で
は
、
何

と
か
し
て
「
若
い
芽
」
の
色
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
よ
り
、「
吹
き
出
し

て
ゐ
る
」
と
い
う
実
感
を
生
々
し
く
言
葉
の
中
に
響
か
せ
る
こ
と
が
、
志
向

さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、「
刺
激
を
失
つ
て
」
と
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
世
界
が

消
え
去
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
代
助
を
知
ら
ず
に
お
び
や
か
し
、「
少
し
宛

身
体
の
位
置
を
変
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
始
め
に
引
用
し
た
数
行
こ
そ
、
漱
石
の

表
現
が
、
何
か
を
説
明
し
描
写
す
る
と
い
う
次
元
を
超
え
て
、
言
葉
と
概
念

の
混
沌
の
宇
宙
に
入
り
か
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
特
異
な
一
節
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
の
が
、
言
う
ま
で
も
無
く
、「
微
塵
の
如
き
本
体

の
分
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

引
用
し
た
一
節
の
、
言
葉
の
動
き
を
見
て
置
こ
う
。
問
題
は
、「
そ
れ
が

静
か
に
」
の
「
そ
れ
」
や
、「
其
底
に
は
」
の
「
其
」
が
、
必
ず
し
も
何
を

受
け
た
も
の
な
の
か
が
理
解
出
来
に
く
い
点
に
あ
る
。
受
け
る
も
の
を
確
定

す
る
よ
り
、
読
者
は
、「
静
か
に
凝
と
」
と
い
う
表
現
、
更
に
は
、「
微
塵
の

如
き
」
云
々
と
い
う
混
沌
の
世
界
に
す
ぐ
さ
ま
眼
を
奪
わ
れ
る
。
言
葉
に
接

し
て
何
か
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
理
解
を
超
え
た
瞬
時
の
、
直
感
的
な

受
容
を
読
者
は
強
い
ら
れ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
更
に
、『
そ
れ
か
ら
』
の
こ
の
部
分
の
自
筆
原
稿
を
観
察
し
て
み

よ
う
。
漱
石
は
、
ま
ず
、「
微
塵
の
如
き
も
の
が
、
押
し
合
つ
て
ゐ
た
」
と

書
く
。
そ
れ
に
、「
本
体
の
分
ら
ぬ
も
の
が
」
の
語
を
、
吹
き
出
し
で
挿
入
し
、

「
無
数
に
」
の
三
文
字
を
書
き
加
え
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
書
い
て
い
る

う
ち
に
、
平
板
な
説
明
で
は
探
り
切
れ
な
か
っ
た
も
の
を
直
感
的
に
感
じ
、

そ
れ
に
何
と
か
し
て
言
葉
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
出

て
来
た
の
が
、「
本
体
の
分
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
表
現
に
他
な
ら
な
い
。「
無

数
に
」
の
三
文
字
が
、
更
に
ダ
メ
押
し
の
よ
う
に
響
く
。
確
か
に
、「
本
体

の
分
ら
ぬ
も
の
」
と
書
い
て
も
、
何
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
解
決

出
来
な
い
世
界
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
に
理
解
さ
れ
る
。「
押

し
合
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
実
感
の
世
界
の
中
で
は
、
そ
れ
で
い

い
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
向
か
っ
て
、
言
葉
を
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動
か
す
の
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　

す
ぐ
次
に
出
て
来
る
、「
乾
酪
」
の
話
は
、「
虫
」
と
い
う
比
喩
な
ど
も
使

わ
れ
た
り
し
て
印
象
的
だ
が
、
漱
石
は
、
こ
の
部
分
以
外
に
は
小
説
の
中
で

「
乾
酪
」
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
正
に
、
こ
の
、「
乾

酪
」
の
語
、
考
え
方
に
よ
れ
ば
見
え
な
い
世
界
で
の
動
き
を
微
妙
に
感
じ
さ

せ
る
特
異
な
小
道
具
は
、
漱
石
は
、
生
涯
こ
こ
一
回
し
か
使
っ
て
い
な
い
わ

け
だ
。

　

作
品
は
、
改
行
の
後
、「
代
助
は
近
頃
流
行
語
の
様
に
人
が
使
ふ
、
現
代

的
と
か
不
安
と
か
云
ふ
言
葉
を
、
あ
ま
り
口
に
し
た
事
が
な
い
」
と
続
け
ら

れ
、
予
定
通
り
、「
不
安
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
続
く
。
が
、
そ
の
世
界
各

地
の
「
不
安
」
に
つ
い
て
の
説
明
よ
り
、
そ
の
前
の
部
分
、
あ
る
一
日
、
漱

石
が
原
稿
用
紙
に
向
か
っ
て
手
探
り
し
始
め
た
時
に
、
お
の
ず
と
出
現
し
た

十
行
ほ
ど
の
一
節
の
方
が
、
よ
ほ
ど
印
象
的
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
説
明
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
重
み
を
持
つ
。
確
か
に
、『
三
四
郎
』（
一
九

〇
八
・
九
・
一
〜
一
二
・
二
九
「
東
京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」）
に
も
、
謎

解
き
を
強
い
る
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
さ
が
随
所
に
見
ら
れ
た
。
が
、
そ
れ
は

漱
石
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
性
格
の
も
の
、
言
わ
ば
作
者
が
張
り

め
ぐ
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
を
背
後
か
ら
脅
か
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。そ
れ
に
対
し
、『
そ
れ
か
ら
』
の
こ
う
し
た
、そ
れ
こ
そ
「
本

体
の
分
ら
ぬ
」
世
界
は
、
作
品
の
動
き
の
中
か
ら
、
時
に
は
作
者
を
も
脅
か

す
世
界
の
も
の
と
し
て
、
静
か
に
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

２　
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
表
現
の
深
化

　
「
断
片
五
一
Ａ
」
の
構
想
メ
モ
の
中
で
、「
六
」
の
次
に
「
不
安
」
の
語
が

使
わ
れ
る
の
は
、「
十
」
の
項
で
あ
る
。「
十
の
一
」
の
項
に
、「
リ
リ
ー
、

オ
ブ
、
ゼ
、
ヷ
レ
ー
、
神
経
過
敏
。
日
本
現
代
ノ
不
安
ニ
襲
ハ
レ
ル
」
と
あ

る
。「
リ
リ
ー
、
オ
ブ
、
ゼ
、
ヷ
レ
ー
」
は
、
鈴
蘭
の
こ
と
で
、
原
稿
・
新

聞
初
出
で
は
、
本
文
で
、「
リ
リ
ー
、
オ
フ
、
ゼ
、
ワ
レ
ー
」
と
あ
る
が
、

初
版
（
一
九
一
〇
・
一
・
一
、
春
陽
堂
）
で
は
「
鈴
蘭
」
と
直
さ
れ
て
い
る
。「
十

の
一
」
の
部
分
は
、「
蟻
の
座
敷
へ
上
が
る
時
候
に
な
つ
た
。
代
助
は
大
き

な
鉢
へ
水
を
張
つ
て
、
其
中
に
真
白
な
鈴
蘭
を
茎
ご
と
漬
け
た
。
簇む
ら

が
る
細

か
い
花
が
、
濃
い
模
様
の
縁ふ
ち

を
隠
し
た
。
鉢
を
動
か
す
と
、
花
が
零こ
ぼ

れ
る
。

代
助
は
そ
れ
を
大
き
な
字
引
の
上
に
載
せ
た
」
と
始
ま
る
。
章
が
変
わ
り
、

季
節
が
推
移
す
る
時
の
漱
石
の
筆
は
緊
張
し
、
言
葉
が
凝
縮
す
る
。
こ
の
部

分
も
、
あ
の
「
六
の
二
」
の
一
節
と
同
じ
様
に
、
植
物
の
描
写
で
イ
メ
ー
ジ

を
増
幅
さ
せ
る
。
こ
の
部
分
で
見
事
な
の
は
、「
鈴
蘭
」
に
よ
る
安
寧
静
寂

の
情
調
に
対
立
す
る
、
赤
や
グ
ロ
テ
ス
ク
な
植
物
を
登
場
さ
せ
、
代
助
を
取

り
巻
く
世
界
を
意
図
的
に
混
沌
と
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

代
助
は
父
に
呼
ば
れ
て
か
ら
二
三
日
の
間
、
庭
の
隅
に
咲
い
た
薔
薇
0

0

の
花
0

0

の
赤
い
の
を
見
る
た
び
に
、
そ
れ
が
点
々
と
し
て
眼
を
刺
し
て
な

ら
な
か
つ
た
。
其
時
は
、
い
つ
で
も
、
手
水
鉢
の
傍
に
あ
る
、
擬
宝
珠

0

0

0

の
葉
0

0

に
眼
を
移
し
た
。
其
葉
に
は
、
放
肆
な
白
い
縞
が
、
三
筋
か
四
筋
、

長
く
乱
れ
て
ゐ
た
。
代
助
が
見
る
た
び
に
、
擬ぎ

宝ぼ

珠し
ゆ

の
葉
は
延
び
て
行

く
様
に
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
と
共
に
白
い
縞
も
、
自
由
に
拘

束
な
く
、
延
び
る
様
な
気
が
し
た
。
柘
榴
の
花

0

0

0

0

は
、
薔
薇
よ
り
も
派
手

に
且
つ
重
苦
し
く
見
え
た
。
緑
の
間
に
ち
ら
り
〳
〵
と
光
つ
て
見
え
る

位
、
強
い
色
を
出
し
て
ゐ
た
。
従
つ
て
是
も
代
助
の
今
の
気
分
に
は

相う

つ応
ら
な
か
つ
た
。
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彼
の
今
の
気
分
は
、
彼
に
時
々
起
る
如
く
、
総
体
の
上
に
一
種
の
暗

調
を
帯
び
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
余
り
に
明
る
過
ぎ
る
も
の
に
接
す
る
と
、

其
矛
盾
に
堪
え
が
た
か
つ
た
。
擬
宝
珠
の
葉
も
長
く
見
詰
め
て
ゐ
る

と
、
す
ぐ
厭
に
な
る
位
で
あ
つ
た
。 

（
傍
点
中
島
）

　

こ
こ
に
は
、「
六
」
の
部
分
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な

い
よ
う
な
気
分
、「
厭
に
な
る
」
心
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
、
構
想

メ
モ
や
作
品
本
文
「
現
代
の
日
本
に
特
有
な
る
一
種
の
不
安
」
に
あ
る
よ
う

な
、
時
代
に
還
元
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
代
助
の
心

情
の
奥
底
を
凝
視
す
る
作
者
の
眼
に
根
差
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
部
分
を
書
く
予
定
な
ど
、
構
想
メ
モ
を
書
い
て
い
た
時
点
の
漱
石

に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
で
も
、「
放
肆
な
白
い
縞
」

が
あ
る
「
擬
宝
珠
の
葉
」
は
、
他
の
小
説
で
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
植

物
な
の
で
、
印
象
も
ひ
と
し
お
で
あ
る
。「
自
由
に
拘
束
な
く
、
延
び
る
」

と
い
う
表
現
を
、
見
逃
が
す
べ
き
で
な
い
。
理
性
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来

な
い
何
か
が
、
こ
こ
に
言
葉
で
定
着
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
植
物
は
、
作

者
が
描
く
も
の
で
は
な
く
、
作
品
世
界
か
ら
自
然
に
描
か
れ
る
も
の
と
し
て

生
ま
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

　

言
葉
が
お
の
ず
か
ら
醸
成
さ
れ
る
様
は
、
自
筆
原
稿
か
ら
も
確
か
め
ら
れ

る
。「
擬
宝
珠
の
葉
に
」
の
「
の
葉
」
の
二
文
字
は
、
原
稿
で
は
見
ら
れ
な
い
。

「
擬
宝
珠
の
葉
は
延
び
て
行
く
様
に
思
は
れ
た
」
の
部
分
も
、
初
案
で
は
、

「
葉
が
延
び
る
様
に
思
は
れ
た
」
で
あ
り
、
修
訂
で
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

付
さ
れ
て
い
る
。「
強
い
色
を
出
し
て
ゐ
た
」
も
、
初
案
で
は
、「
強
い
色
で

あ
つ
た
」
で
あ
っ
た
。
原
稿
用
紙
の
上
で
の
思
考
が
、
こ
う
し
て
記
録
さ
れ

て
い
る
様
は
、
興
味
深
い
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
手
さ
ぐ
り
の

言
葉
と
の
対
話
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』

（
一
九
六
五
・
五
・
二
〇
、
一
〇
・
五
、
勁
草
書
房
）
の
「
第
Ⅱ
部 

近
代
表
出
史

論
（
Ⅱ
）」
で
、『
そ
れ
か
ら
』
で
漱
石
の
表
出
が
変
化
し
、
そ
れ
は
、「「
煤
煙
」

の
影
響
な
し
に
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
実
例
と
し
て
吉
本
氏
が
引
用
す
る
の
は
、「
一
時
間
の
後
、
代
助

は
大
き
な
黒
い
眼
を
開
い
た
。
其
眼
は
、
し
ば
ら
く
の
間
一
つ
所
に
留
ま
つ

て
全
く
動
か
な
か
つ
た
。
手
も
足
も
寐
て
ゐ
た
時
の
姿
勢
を
少
し
も
崩
さ
ず

に
、
丸
で
死
人
の
そ
れ
の
様
で
あ
つ
た
。
其
時
一
匹
の
黒
い
蟻
が
、
ネ
ル
の

襟
を
伝
は
つ
て
、
代
助
の
咽の

ど喉
に
落
ち
た
。
代
助
は
す
ぐ
右
の
手
を
動
か
し

て
咽
喉
を
抑
へ
た
」（
十
）
や
、「
代
助
は
斯
う
云
ふ
上う
は

の
空
の
生
活
を
二
日

程
送
つ
た
。
三
日
目
の
日
盛
に
、
彼
は
書
斎
の
中
か
ら
、
ぎ
ら
〳
〵
す
る
空

の
色
を
見
詰
め
て
、
上
か
ら
吐は

き
下お
ろ

す

の
息
を
嗅
い
だ
時
に
、
非
常
に
恐

ろ
し
く
な
つ
た
。
そ
れ
は
彼
の
精
神
が
此
猛
烈
な
る
気
候
か
ら
永
久
の
変
化

を
受
け
つ
ゝ
あ
る
と
考
へ
た
為
で
あ
つ
た
」（
十
六
）
と
い
う
二
か
所
だ
が
、

「
咽
喉
の
と
こ
ろ
に
落
ち
て
き
て
と
ま
っ
た
黒
い
蟻
を
お
し
つ
ぶ
し
て
、
指

で
は
じ
く
と
い
う
さ
さ
い
な
描
写
や
、
書
斎
の
な
か
か
ら
炎
天
を
な
が
め
や

る
主
人
公
の
描
写
か
ら
、
あ
る
社
会
苦
の
象
徴
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
れ
ば
、（
中
略
）
作
者
が
じ
ぶ
ん
の
位
置
と
対
象
へ
の
位
置
の
隔
た
り
の

二
重
性
か
ら
こ
こ
ろ
の
う
ち
の
動
き
を
指
示
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
、
方
向
性
と
し

て
首
肯
出
来
る
も
の
の
、
漱
石
の
表
現
の
飛
躍
を
、『
煤
烟
』
の
影
響
と
の

み
ま
と
め
て
い
る
点
、
問
題
が
残
る
。
わ
た
く
し
は
、『
そ
れ
か
ら
』
の
作

品
内
部
の
表
現
の
深
化
の
過
程
に
こ
そ
、
そ
の
理
由
を
見
た
い
の
で
あ
る
。
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『
三
四
郎
』
の
「
四
」
で
、
三
四
郎
の
「
ふ
わ
つ
き
出
し
た
」
心
情
を
「
ふ

わ
〳
〵
し
て
諸
方
歩
い
て
ゐ
る
」
と
描
い
た
漱
石
は
、『
そ
れ
か
ら
』
で
は
、

「
四
」
で
、
三
千
代
を
訪
ね
ず
に
帰
宅
し
た
代
助
を
、「
落
ち
付
か
な
い
様
な
、

物
足
ら
な
い
様
な
、
妙
な
心
持
が
し
た
」
と
、
ま
ず
描
く
。
そ
し
て
、「
六
」

で
は
、「
本
体
の
分
ら
ぬ
も
の
」
に
脅
か
さ
れ
始
め
た
代
助
を
、「
自
分
が
落

ち
付
い
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
事
を
、
漸
く
自
覚
し
出
し
た
」
と
描
写
す
る
の
で

あ
る
。
少
し
ず
つ
核
心
に
に
じ
り
寄
る
、
言
葉
に
よ
る
冒
険
が
、
感
じ
取
れ

な
い
か
。「
十
」
で
は
、
読
者
を
巻
き
込
み
つ
つ
、
作
者
・
作
中
人
物
・
読

者
の
境
を
取
り
払
っ
た
世
界
で
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
に
無
か
っ
た
情
感
を
、

確
実
に
造
型
し
得
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
わ
た
く
し
が
、『
そ
れ
か
ら
』
で
、

漱
石
の
表
現
が
、
飛
躍
し
た
よ
う
に
思
え
る
と
考
え
る
の
も
、
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
見
事
な
達
成
が
、『
そ
れ
か
ら
』
の
結
末
、
新
聞
連
載
最
終
章
で
あ

る
「
十
七
の
三
」
に
見
ら
れ
る
。
自
筆
原
稿
も
合
わ
せ
て
、
検
討
し
て
み
よ

う１
。
代
助
が
家
を
飛
び
出
し
街
に
出
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、「
真
赤
な
風
船

玉
」「
赤
い
車
」
と
い
う
「
赤
」
の
色
彩
が
印
象
的
だ
が
（
い
ず
れ
も
原
稿
で
は
、

「
真
赤
な
」「
赤
い
」
の
修
飾
語
句
は
後
か
ら
挿
入
さ
れ
て
い
る
）、最
終
部
分
に
、「
忽

ち
赤
い
郵
便
筒
が
眼
に
付
い
た
」
か
ら
始
ま
る
最
後
の
一
節
が
書
か
れ
て
い

る
。「
断
片
五
〇
Ｃ
」
に
あ
る
、「
○
洋
傘
屋
の
看
板
。
ポ
ス
ト
、
烟
草
屋
ノ

暖
簾
、
勉
強
堂
の
看
板
。
小
包
郵
便
車
。
電
柱
。
風
船
玉
。
あ
か
暖
簾　

半

襟
」
の
一
行
は
、
こ
の
部
分
を
書
く
た
め
の
取
材
メ
モ
と
い
っ
た
色
彩
を

持
っ
て
い
る
。
こ
の
最
終
回
は
、
比
較
的
流
れ
の
よ
い
筆
跡
で
、
漱
石
の
創

作
の
ス
ピ
ー
ド
も
あ
る
程
度
見
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
原
稿
を
観
察
す
る

と
、
連
載
一
回
分
を
い
つ
も
山
房
原
稿
用
紙
九
枚
で
仕
上
げ
て
い
る
の
に
、

最
終
回
だ
け
は
十
一
枚
で
あ
る
。
本
来
な
ら
、
九
枚
目
の
途
中
の
、「
是
で

半
日
乗
り
続
け
た
ら
焼
き
尽
す
事
が
出
来
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
」
で
終
わ
っ

て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
章
の
盛
り
上
が
り
も
、
こ
れ
で
充
分
で
あ
る
。

が
、
漱
石
は
、
そ
こ
で
一
気
に
飛
躍
す
る
。
言
葉
が
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
で

飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
最
終
節

へ
の
改
行
一
字
下
げ
の
部
分
の
筆
跡
、
筆
の
勢
い
は
、
そ
の
前
の
部
分
と
全

く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
執
筆
に
お
い
て
、
わ
ず
か
の
休
み
も
無
い

の
で
あ
る
。
す
で
に
九
枚
目
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
漱
石
は
認
識
し
て

い
な
い
。「
た
」
止
め
の
文
末
の
簡
潔
な
文
章
が
、
リ
ズ
ム
を
作
る
。「
た
」

の
平
仮
名
は
、
漱
石
原
稿
で
は
ほ
ぼ
変
体
仮
名
（「
太
」
で
は
な
い
、「
多
」
の

く
ず
し
の
字
体
）
を
使
っ
て
い
る
。
原
稿
の
字
面
か
ら
は
、
特
徴
的
な
変
体

仮
名
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
眼
に
飛
び
込
ん
で
来
る
。
走
り
抜
け
た
後
、

十
一
枚
目
に
入
っ
て
か
ら
、「
さ
う
し
て
」
以
降
の
最
後
の
二
つ
の
文
の
み
、

文
末
の
「
た
」
は
普
通
の
平
仮
名
の
字
体
で
、
そ
っ
と
着
地
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
ス
ピ
ー
ド
感
に
満
ち
た
十
枚
目
を
め
く
り
、
十
一
枚

目
に
記
さ
れ
た
最
後
の
三
行
の
文
字
を
見
つ
め
る
時
、
い
つ
も
『
そ
れ
か
ら
』

の
ド
ラ
マ
を
描
き
切
っ
た
漱
石
の
、
な
ま
の
息
づ
か
い
を
感
じ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

わ
た
く
し
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
見
て
、『
そ
れ
か
ら
』
を
執
筆
す
る
過

程
で
、
漱
石
は
何
か
表
現
の
営
為
の
中
に
潜
む
、
秘
密
の
あ
る
も
の
を
手
に

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
一
九
〇
九
年
、
漱
石
の

小
説
表
現
の
歴
史
の
中
で
、
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
も
の
を
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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３　

松
原
至
文
『
小
品
文
範
』
に
採
録
さ
れ
た
『
火
鉢
』

　
『
そ
れ
か
ら
』
の
文
学
表
現
を
考
え
る
時
、
そ
の
少
し
前
に
書
か
れ
た
『
永

日
小
品
』
の
存
在
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
か
な
り
に
な
る
。『
三

四
郎
』
を
前
年
書
き
上
げ
た
漱
石
は
、
ま
ず
『
元
日
』（
一
九
〇
九
・
一
・
一
「
東

京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」）
を
執
筆
、
そ
の
後
、『
夢
十
夜
』（
一
九
〇
八
・

七
・
二
五
〜
八
・
五
「
東
京
朝
日
新
聞
」、
七
・
二
六
〜
八
・
五
「
大
阪
朝
日
新
聞
」）

の
よ
う
な
作
品
を
と
い
う
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
依
頼
で
、『
永
日
小
品
』

と
い
う
総
タ
イ
ト
ル
で
、
一
月
十
四
日
の
紙
面
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
小
品

を
両
「
朝
日
新
聞
」
に
継
続
的
に
執
筆
し
た
（
発
表
は
両
新
聞
で
若
干
異
な
る
。

大
阪
の
方
の
み
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
）。

　

漱
石
は
、『
そ
れ
か
ら
』
の
構
想
メ
モ
を
書
い
た
の
と
同
じ
手
帳
の
別
の

ペ
ー
ジ
に
、『
永
日
小
品
』
の
た
め
の
項
目
メ
モ
を
記
し
て
い
る
。「
断
片
五

〇
Ａ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
、
横
書
き
に
小
さ
く
項
目
を
書
き
、
執

筆
が
す
ん
だ
も
の
か
ら
線
で
抹
消
し
て
い
る
。
線
で
抹
消
さ
れ
た
印
の
無
い

も
の
で
も
、
実
際
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
メ
モ
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い

る
の
は
、「
蛇
」「
泥
棒
」「
霧
」「
文
士
」「
死
」「T

heft

」「
木
賊
」
の
文
字

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
初
の
三
つ
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
発
表
さ
れ

た
の
は
こ
の
三
つ
だ
が
、『
蛇
』『
泥
棒
』
が
す
ぐ
書
か
れ
て
い
る
の
に
、『
霧
』

は
ロ
ン
ド
ン
物
で
あ
り
、
執
筆
は
先
に
廻
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
必
ず
し
も
こ

の
メ
モ
は
、
き
ち
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
材
料
の
メ
モ
断

片
だ
と
言
え
る
。

　

わ
た
く
し
が
注
目
す
る
の
が
、『
蛇
』『
泥
棒
』『
柿
』
と
書
か
れ
た
後
、

一
月
十
八
日
の
両
「
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
火
鉢
』
と
い
う
愛
す
べ

き
小
品
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
篇
の
み
、
当
時
あ
る
特
別
の
扱
い

を
受
け
て
い
た
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸

家
の
名
文
を
抄
録
し
た
、
文
例
集
が
よ
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
火

鉢
』
を
採
録
し
た
松
原
至
文
編
『
小
品
文
範
』（
日
本
文
章
学
院
編
「
作
文
叢
書
」

二
、
一
九
〇
九
・
一
二
・
四
、
新
潮
社
）
の
一
冊
が
存
在
す
る
。『
漱
石
全
集
』

第
二
十
七
巻
（
一
九
九
七
・
一
二
・
一
九
、
岩
波
書
店
）
所
収
の
「
単
行
本
書
誌
」

（
清
水
康
次
編
）
は
、
こ
う
し
た
抄
文
集
ま
で
明
ら
か
に
し
て
貴
重
だ
が
、『
小

品
文
範
』
以
外
の
い
ず
れ
の
も
の
に
も
、『
永
日
小
品
』
か
ら
は
採
択
さ
れ

て
い
な
い
。
短
文
な
の
で
あ
り
そ
う
な
の
に
、
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
再
録
は
、
意
味
の
あ
る
事
実
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と

り
わ
け
、『
永
日
小
品
』
の
諸
作
が
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、『
四
篇
』

（
一
九
一
〇
・
五
・
一
五
、
春
陽
堂
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
か
な
り
後
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
松
原
至
文
は
新
聞
初
出
の
み
見
て
、
単
行
本
収
録

以
前
に
、
こ
の
一
篇
を
自
分
の
編
集
す
る
『
小
品
文
範
』
に
収
録
し
た
こ
と

に
な
る
。

　

で
は
、
松
原
至
文
編
『
小
品
文
範
』
と
い
う
一
冊
は
、
ど
う
い
う
書
物
で

あ
る
か
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
一
冊
が
、
日
露
戦
後
に
急
速
に
注
目
さ
れ

た
「
小
品
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
隆
盛
と
呼
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
漱
石
の

『
永
日
小
品
』
も
そ
う
し
た
動
き
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
当
時
ま
だ
早
稲
田
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
新
進
評
論
家
松
原
の

「
小
品
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
は
し
が
き
の
中
の
、「
一
の
新
し
き
内
容
起

る
ご
と
に
一
の
新
し
き
形
式
は
生
じ
た
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
一
節

に
顕
著
で
あ
る
。

　

近
代
人
の
心
の
持
ち
方
、
ム
ー
ド
、
さ
う
言
つ
た
も
の
が
、
動
揺
は
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げ
し
く
な
り
、
断
片
的
に
な
る
に
つ
れ
て
、
短
篇
の
外
に
小
品
文
な
る

も
の
は
生
れ
て
来
た
。
我
々
近
代
人
は
、
禅
宗
の
高
僧
が
頓
悟
開
眼
の

暁
か
ら
、
そ
の
主
観
な
り
、
そ
の
心
の
持
ち
方
な
り
が
、
揺
か
ぬ
石
の

や
う
に
ピ
タ
リ
と
定
ま
つ
て
、
聊
も
移
ら
ず
変
ら
ぬ
や
う
な
常
住
の
姿

で
居
る
こ
と
は
六
か
し
い
、
そ
の
時
、
そ
の
処
に
よ
つ
て
、
ム
ー
ド
は

常
に
変
る
。
寧
ろ
刹
那
に
変
る
と
言
つ
て
も
可
い
。
此
の
変
り
行
く
心
、

移
り
行
く
眼
に
、
刹
那
々
々
に
映
じ
た
る
自
然
の
断
片
、
人
生
の
断
片
、

之
が
近
代
芸
術
の
材
と
な
る
、
斯
の
如
く
に
し
て
作
物
は
断
片
的
と
な

つ
た
。

　

量
の
み
少
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
小
品
」
が
あ
く
ま
で
も
「
ム
ー

ド
」「
断
片
」「
刹
那
」「
変
る
」
と
い
っ
た
概
念
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
大
切
な
点
な
の
で
あ
る
。
松
原
至
文
は
、
国
木
田
独

歩
『
渚
』
と
島
崎
藤
村
『
声
』
に
続
き
、
全
部
で
三
十
あ
る
文
例
の
三
つ
目

に
漱
石
の
『
火
鉢
』
全
文
を
掲
載
し
、
文
の
上
部
の
コ
メ
ン
ト
欄
に
、
い
く

つ
か
の
短
評
を
書
き
入
れ
て
い
る
。

○
俳
句
か
ら
入
つ
た
人
の
文
は
、
一
面
極
め
て
プ
レ
ー
ン
な
と
こ
ろ
が

あ
つ
て
、
而
も
技
巧
に
於
い
て
は
、
又
極
め
て
凝
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

○
『
風
呂
場
は
氷
で
か
ち
〳
〵
光
つ
て
居
る
』
短
か
い
言
葉
で
あ
る
が
、

複
雑
な
も
の
を
、
叩
き
固
め
て
あ
る
。

　

最
初
の
方
に
あ
る
コ
メ
ン
ト
を
、
二
つ
紹
介
し
た
。
先
の
方
に
、「
俳
味

混
沌
」
な
ど
と
い
う
評
も
あ
り
、
漱
石
の
文
章
を
、
俳
句
と
の
関
連
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
方
向
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
コ
メ
ン
ト
の
中
に
は
、「
ム
ー

ド
」「
情
味
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
、
最
後
は
、「
観
察
細
か
し
」
と
い
う
表

現
に
収
斂
さ
せ
て
い
る
。
一
応
、
作
品
の
要
所
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
思

う
。

　
『
火
鉢
』
は
、
こ
の
よ
う
な
小
品
だ
。「
自
分
」
が
眼
を
覚
ま
す
と
、
昨
夜

腹
の
上
に
載
せ
て
置
い
た
懐
炉
が
冷
た
く
な
っ
て
お
り
、
昨
日
降
っ
た
雪
も

そ
の
ま
ま
で
寒
さ
が
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
書
斎
の
火
鉢
に
手
を
当
て
寒
さ
を

こ
ら
え
て
い
る
が
、
何
を
や
る
気
に
も
な
ら
な
い
。
二
つ
に
な
る
男
の
子
（
一

九
〇
八
・
一
二
・
一
七
生
ま
れ
の
二
男
伸
六
）
は
泣
き
続
け
て
、
手
伝
い
の
お
政

さ
ん
も
具
合
が
悪
い
。
客
が
来
て
も
、
真
面
目
に
話
す
気
に
も
な
れ
な
い
。

妻
の
す
す
め
で
銭
湯
に
行
き
、
暖
か
く
し
て
帰
っ
て
く
る
と
、
書
斎
の
火
鉢

に
は
新
し
い
炭
が
い
け
ら
れ
、
妻
か
ら
蕎
麦
湯
を
も
ら
っ
た
。
雪
は
や
ま
な

い
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
節
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　

妻
が
出
て
行
つ
た
ら
あ
と
が
急
に
静
か
に
な
つ
た
。
全
く
の
雪
の
夜

で
あ
る
。
泣
く
子
は
幸
ひ
に
寝
た
ら
し
い
。
熱
い
蕎
麦
湯
を
啜
り
な
が

ら
、
あ
か
る
い
洋ラ
ン
プ燈
の
下
で
、
継
ぎ
立
て
の
切
炭
の
ぱ
ち
〳
〵
鳴
る
音

に
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
と
、
赤
い
火
気
が
、
囲
は
れ
た
灰
の
中
で
仄ほ
の
かに
揺

れ
て
ゐ
る
。
時
々
薄
青
い
焔ほ
の
ほが
炭
の
股
か
ら
出
る
。
自
分
は
此
の
火
の

色
に
、
始
め
て
一
日
の
暖あ
た
ゝ
か
み味を
覚
え
た
。
さ
う
し
て
次
第
に
白
く
な
る

灰
の
表
を
五
分
程
見
守
つ
て
ゐ
た
。

　

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
巧
み
に
用
い
、
色
彩
感
覚
豊
か
で
、「
薄
青
い
焔
が
炭
の

股
か
ら
出
る
」
と
い
っ
た
独
特
の
表
現
も
用
い
て
い
る
。「
火
鉢
」
の
語
は

注
意
深
く
三
回
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
感
情
の
起
伏
の
描
か
れ
方
も
見
事

だ
。
松
原
至
文
の
コ
メ
ン
ト
に
、「
俳
句
の
骨
髄
よ
り
自
然
の
堂
に
入
る
」

と
あ
り
、
正
に
お
手
本
と
し
て
申
し
分
の
な
い
文
章
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
、
一
九
〇
九
年
一
月
の
実
際
の
体
験
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も

の
だ
が
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
が
一
月
十
四
日
（
木
）
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
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こ
の
折
の
日
記
は
無
く
、
書
簡
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
な
い２
。「
断
片
五
〇
Ｂ
」

の
項
目
メ
モ
に
、
抹
消
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、「Snow

」
の
文
字
が
見
え
、

さ
ら
に
少
し
先
に
、「
×
零
度
以
下 38.6

、
旭
川
、
三
十
年
来
ノ
寒
」
の
見

出
し
で
、
寒
さ
の
状
況
を
書
い
た
六
項
目
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、

こ
の
一
月
の
異
常
な
寒
さ
の
見
聞
の
メ
モ
で
あ
ろ
う
。「
○
夜
具
ヘ
呼
息
ガ

ア
タ
ル
ト
襟
ヘ
霜
ガ
出
来
ル
」
な
ど
は
、
漱
石
自
身
の
体
験
で
あ
ろ
う
が
、

興
味
深
い
の
は
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
で
伝

え
ら
れ
た
内
容
が
簡
潔
に
メ
モ
さ
れ
て
い
る
と
確
認
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
○
醤
油
ガ
氷
ル
。味
噌
ヲ
切
ル
。砂
糖
ガ
氷
ル
」
と
い
う
漱
石
の
メ
モ
は
、

「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
一
月
十
五
日
の
、「
●
稀
有
の
厳
冬
（
札
幌
）　

旭
川

に
於
け
る
昨
十
三
日
の
寒
気
は
摂
氏
零
度
以
下
三
十
九
度
五
を
示
し
彼
の
八

甲
田
山
凍
死
事
件
の
当
日
に
比
し
一
分
五
厘
の
差
あ
る
の
み
醤
油
、
味
噌
、

塩
悉
く
凍
る
」
と
い
う
記
事
に
関
連
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
○
汽
車
ガ
途
中

デ
動
カ
ナ
ク
ナ
ツ
タ
。（
中
略
）
汽
車
ノ
ト
マ
ツ
タ
村
か
ら
焚
出
を
し
た
」

の
一
節
は
、
十
六
日
の
、「
●
大
雪
と
滊
車 

▲
日
本
線
」
と
い
う
記
事
に
あ

る
、「
海
岸
線
原
町
、
鹿
島
駅
間
に
於
て
旅
客
列
車
立
往
生
し
乗
客
四
百
余

人
の
為
め
炊
出
を
為
す
に
至
れ
り
」
と
い
う
記
述
が
、
背
景
に
あ
る
可
能
性

も
あ
る３
。
漱
石
は
、
新
聞
を
読
ん
だ
り
人
か
ら
話
を
聞
い
た
り
し
て
、
こ
の

未
曽
有
の
大
雪
の
出
来
事
を
メ
モ
し
て
い
た
。
が
、
そ
う
し
た
内
容
は
、
い

ざ
『
火
鉢
』
を
書
く
時
に
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な

い
。
実
は
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
書
き
た
い
と
思
う
材
料
を
い
く
つ
か

記
す
過
程
で
、
内
容
は
少
し
ず
つ
取
捨
選
択
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
次
元

を
超
え
た
興
味
が
生
じ
た
時
な
ど
、
メ
モ
さ
れ
た
材
料
が
全
く
使
用
さ
れ
な

く
な
っ
た
り
す
る
。

　
『
永
日
小
品
』
の
世
界
に
、「
写
生
文
」
の
背
景
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、「
写
生
文
」
こ
そ
、
事
実
を
単
に
そ
の
ま
ま
書
く
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
秩
序
の
中
に
、
無
意
識
の
組
織
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文

章
が
磨
か
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
、
こ
の
大
雪
の
事
実
が
、
一
月
十

四
日
の
こ
と
だ
と
推
定
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
新
聞
記
事
の
存
在
に
注
意
し

た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
一
月
九
日
の
雪
の
折
に
は
、「
東
京
朝
日
新

聞
」「
読
売
新
聞
」
な
ど
を
見
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
こ
れ
と
い
っ
た
新

聞
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
十
四
日
は
「
木
曜
会
」

で
あ
り
、
夕
方
か
ら
何
人
か
の
来
訪
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
事
実

は
『
火
鉢
』
の
中
に
は
記
さ
れ
な
い
。
正
に
、
作
品
末
の
、
あ
の
「
一
日
の

暖
味
」
の
実
感
に
向
け
て
、
切
り
詰
め
切
り
詰
め
し
て
、
言
葉
は
並
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

連
句
的
手
法
か
ら
み
る
『
永
日
小
品
』
の
世
界

　

松
原
至
文
編
『
小
品
文
範
』
は
、
三
十
篇
の
作
例
を
収
め
る
だ
け
で
な
く
、

後
半
三
分
の
一
の
分
量
の
中
に
、「
附
録
」
と
し
て
、「
小
品
文
に
対
す
る
感

想
」「
小
品
文
創
作
の
態
度
」
の
総
題
で
、
諸
家
の
感
想
文
を
収
録
し
て
い

る
。
こ
の
時
期
の
「
小
品
」
の
文
学
史
の
中
で
の
位
相
を
考
え
る
、
格
好
の

資
料
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
で
、
ど
の
よ
う
に

「
小
品
」
の
特
色
が
説
明
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。

永
井
荷
風
「
自
由
は
小
品
文
の
生
命
」

刹
那
の
印
象
、
刹
那
の
感
情
を
自
由
に
表
現
す
る
の
で
あ
る

自
分
の
感
じ
た
事
を
偽
ら
ず
、
飾
ら
ず
書
き
あ
ら
は
す
事
で
あ
る

真
山
青
果
「
小
品
文
の
立
場
」
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極
ピ
ユ
ー
ア
な
感
情
の
瞬
間
の
閃
き
を
、
極
め
て
短
か
き
形
の
内

に
、
最
も
鋭
く
表
は
す
も
の
で
あ
る

水
野
葉
舟
「
経
験
の
上
に
立
ち
て
一
言
す
」

小
さ
な
出
来
事
に
対
し
て
、
人
間
が
感
ず
る
ム
ー
ド
を
、
そ
れ
を
書

い
て
み
た
い
の
で
あ
る

自
分
が
感
じ
、
本
当
の
自
分
の
見
た
事
を
、
些
も
欺
か
ず
、
偽
ら
ず
、

飾
ら
ず
、
誇
張
せ
ず
、
唯
あ
り
の
ま
ゝ
に
、
丁
度
自
分
自
身
の
心
に

話
し
を
す
る
や
う
な
気
で
物
を
書
く
と
云
ふ
が
第
一
義
で
あ
ら
う

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
ど
う
や
ら
、「
刹
那
」「
純
粋
」「
瞬

時
」「
ム
ー
ド
」
な
ど
に
な
り
そ
う
だ
。
現
実
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
ど
う
論
理

的
に
結
び
付
け
る
か
で
は
な
く
、
あ
る
混
沌
と
し
た
世
界
を
如
何
に
感
じ
る

か
が
、大
き
な
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
う
。『
永
日
小
品
』
で
あ
る
な
ら
、「
永

日
」（
の
ど
か
な
春
の
日
）
の
情
感
が
、
言
葉
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
な

ら
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。
関
係
性
を
排
除
し
た
、
直
感
の
世
界
で
関
わ

り
を
持
つ
こ
と
、
エ
レ
メ
ン
ト
同
士
が
響
き
合
う
よ
う
に
、
一
定
の
世
界
の

中
で
情
感
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
考
え
る
時
、
漱
石
の
『
永
日
小
品
』
が
、
こ
と
さ
ら
秩
序
を
持
ち
、

あ
る
き
ま
っ
た
順
番
で
話
題
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
世
界
で
は
な
く
、
そ
の
時

そ
の
時
興
の
向
く
ま
ま
に
、
漱
石
が
用
意
し
て
い
た
材
料
を
処
理
し
て
い
っ

た
世
界
で
あ
る
こ
と
が
、
説
明
出
来
る
よ
う
に
思
う
。『
蛇
』『
泥
棒
』『
柿
』

『
火
鉢
』
と
、
こ
の
年
一
月
十
四
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
毎
日
連
載
が
見

ら
れ
た
が
、
次
の
『
下
宿
』
が
発
表
さ
れ
た
の
が
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
で
は

二
十
一
日
、
そ
の
続
き
と
も
言
え
る
『
過
去
の
臭
ひ
』
が
二
十
二
日
と
、
若

干
休
息
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
（「
東
京
朝
日
新
聞
」
で
は
、
少
し

ず
れ
て
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
で
あ
る
）。
そ
し
て
、『
下
宿
』
か
ら
、
懐
か
し

い
ロ
ン
ド
ン
時
代
の
思
い
出
が
、
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
よ
う
な
形
で
、
少

し
ず
つ
語
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

晩
年
の
『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九
一
五
・
一
・
一
三
〜
二
・
二
三
「
東
京
朝
日
新

聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」）
は
、
漱
石
自
身
が
「
小
品
」
と
呼
ん
だ
連
作
だ
が
、

同
じ
よ
う
に
最
近
の
事
や
過
去
の
出
来
事
が
、
順
不
同
に
並
べ
ら
れ
て
い

る
。
連
作
の
途
中
か
ら
、
過
去
の
思
い
出
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機

に
つ
い
て
は
、
一
月
十
八
日
に
書
か
れ
た
木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
の
た

め
の
序
文
か
ら
、
杢
太
郎
の
過
去
の
懐
か
し
い
情
調
の
描
写
に
好
感
を
持
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る４
。『
永
日
小
品
』
の
場
合

は
、
そ
う
し
た
明
確
な
契
機
は
う
か
が
え
な
い
。
構
想
メ
モ
を
見
る
と
、
身

辺
の
こ
と
と
ロ
ン
ド
ン
の
思
い
出
と
が
、
最
初
か
ら
混
ざ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
何
故
、『
火
鉢
』
の
直
後
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
二
番
目
の
下
宿
、85 

Priory Road

の
思
い
出
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

　

わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
、
新
聞
小
説
連
載
の
形
式
は
、
作
者
に
言
わ
ば
「
連

句
」
的
手
法
を
要
請
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
す
で

に
書
き
上
が
っ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
別
の
日
続
き
を
書
く
わ
け
だ
が
、

自
分
自
身
の
も
の
を
改
め
て
読
み
、
そ
の
響
き
合
い
の
中
か
ら
ま
た
何
か
を

書
い
て
い
く
と
い
う
感
じ
だ
、
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る５
。『
永
日
小
品
』
は

連
載
小
説
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
「
連
句
」
的
手
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
気
に
ロ
ン
ド
ン
時
代
を
扱
っ
て
も
い
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
、

こ
の
二
つ
の
章
を
つ
な
げ
る
も
の
と
し
て
、「
焔
」
を
考
え
た
い
。

　

ロ
ン
ド
ン
の
二
番
目
の
下
宿
は
、
漱
石
に
と
っ
て
あ
ま
り
居
心
地
の
い
い

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。『
下
宿
』
に
流
れ
る
、
ど
ん
よ
り
し
た
雰
囲
気
は
、
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十
一
月
と
い
う
季
節
と
呼
応
す
る
が
、
そ
の
中
で
印
象
的
な
の
が
、
引
っ
越

し
た
翌
日
に
、
下
宿
の
主
婦
の
身
の
上
話
を
聞
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

其
の
日
は
中
食
を
外
で
し
て
、
三
時
過
ぎ
に
帰
つ
て
、
自
分
の
部
屋

へ
這
入
る
と
間
も
な
く
、
茶
を
飲
み
に
来
い
と
云
つ
て
呼
び
に
き
た
。

今
日
も
曇
つ
て
ゐ
る
。
薄
暗
い
食
堂
の
戸
を
開
け
る
と
、
主
婦
が
た
つ

た
一
人
煖ス
ト
ー
ブ炉
の
横
に
茶
器
を
控
へ
て
坐
つ
て
ゐ
た
。
石
炭
を
燃も
や

し
て
呉

れ
た
の
で
、
幾
分
か
陽
気
な
感
じ
が
し
た
。
燃
え
つ
い
た
許
り
のほ
の
ほに

照
ら
さ
れ
た
主
婦
の
顔
を
見
る
と
、
う
す
く
火ほ

て熱
つ
た
上
に
、
心
持
御

白
粉
を
塗
け
て
ゐ
る
。
自
分
は
部
屋
の
入
り
口
で
化
粧
の
淋
し
み
と
云

ふ
事
を
、
し
み
〴
〵
と
悟
つ
た
。
主
婦
は
自
分
の
印
象
を
見
抜
い
た
様

な
眼
遣
ひ
を
し
た
。
自
分
が
主
婦
か
ら
一
家
の
事
情
を
聞
い
た
の
は
此

の
時
で
あ
る
。

　
「
火
鉢
」
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
煖
炉
」
で
、「
炭
」
で
は
な
く
「
石
炭
」

だ
が
、
い
ず
れ
も
「
焔
」
が
世
界
を
暖
か
く
し
て
い
る
。
雪
の
日
、『
火
鉢
』

を
書
い
て
、
同
じ
よ
う
な
「
暖
味
」
の
連
想
で
、
二
番
目
の
下
宿
が
思
い
出

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
下
宿
の
主
婦
の
出
身
で
あ
る
南
フ
ラ
ン
ス
の
「
暖

か
な
夢
」
は
、
確
か
に
「
春
の
匂
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
が
、
主
婦
の
身

の
上
や
今
の
現
実
か
ら
は
、「
化
粧
の
淋
し
み
」
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

続
く
『
過
去
の
臭
ひ
』
で
は
、「
匂
ひ
」
は
既
に
「
臭
ひ
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
淋
し
み
」
と
い
う
語
句
を
前
作
と
同
じ
様
に
用
い
て
も
、
そ
れ
は
、「
黒
い

影
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
下
女
ア
グ
ネ
ス
の
登
場
は
、「
影
」
を
「
暗

い
地
獄
」
と
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
よ
う
な
、
増
幅
機
能
に
よ
っ
て
よ
り
深
化
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
に
新
し
い
意
味
を
与
え
、
描
写
を
深
化
さ

せ
る
試
み
が
、
こ
こ
で
は
「
連
句
」
的
手
法
と
相
俟
っ
て
効
果
を
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
幸
い
、『
下
宿
』
の
自
筆
原
稿
が
残
さ
れ
て
お
り
、

最
近
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
の
で
、
よ
く
観
察
し
て
み
る

と
、「
曇
つ
た
薄
暗
い
部
屋
の
マ
ン
ト
ル
、
ピ
ー
ス
の
上
に
淋
し
い
水
仙
が

活
け
て
あ
つ
た
」
と
い
う
初
案
に
手
を
加
え
、「
日
の
当
つ
た
事
の
な
い
様

に
薄
暗
い
部
屋
を
見
回
す
と
、
マ
ン
ト
ル
、
ピ
ー
ス
の
上
に
淋
し
い
水
仙
が

活
け
て
あ
つ
た
」
と
直
し
て
い
る
。
言
葉
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
的

確
な
描
写
に
磨
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。「
部
屋
を
見
回
す

と
」
な
ど
は
、
視
線
の
動
き
を
辿
る
こ
と
で
、
臨
場
感
が
生
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。「
小
品
」
で
あ
っ
て
も
、
漱
石
は
、
手
を
抜
い
て
い
な
い
こ
と
が

理
解
出
来
る
。

５　

固
有
名
詞
の
な
い
風
景

　

木
股
知
史
編
著
『
明
治
大
正
小
品
選
』（
二
〇
〇
六
・
四
・
一
〇
、
お
う
ふ
う
）

は
、「
小
品
」
と
い
う
世
界
に
初
め
て
照
明
を
与
え
た
、
貴
重
な
達
成
だ
が
、

詳
細
な
解
説
論
考
「
小
品
文
学
の
世
界
」
の
他
に
、
編
著
者
が
選
ん
だ
「
小

品
」
の
見
本
が
数
多
く
採
録
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
で
あ
る
。
漱
石
は
、
例
文

と
し
て
二
篇
が
選
ば
れ
て
お
り
、
比
較
的
注
目
さ
れ
て
い
る
。『
永
日
小
品
』

の
中
の
、『
霧
』
と
『
心
』
が
そ
れ
で
あ
る
。『
心
』
は
夢
の
中
の
、「
自
分

の
為
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
顔
」
を
持
つ
女
性
と
の
出
会
い
を
描
い
た
、
印
象

的
な
一
篇
だ
が
、
モ
デ
ル
問
題
が
云
々
さ
れ
、
作
品
の
内
実
が
薄
め
ら
れ
て

し
ま
っ
た
不
幸
な
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
か
、『
霧
』
は
、
ロ
ン
ド
ン

の
霧
の
中
、
五
番
目
の
下
宿
、81 T

he Chase

を
背
景
と
し
て
、
下
宿
を

出
て
用
事
を
済
ま
せ
て
も
、
霧
の
街
に
迷
い
、
帰
れ
な
く
な
る
体
験
を
描
い

た
も
の
で
、
い
か
に
も
「
小
品
」
と
し
て
の
特
色
に
合
っ
た
印
象
的
な
文
章



〔　　〕79

で
あ
る
。
構
想
メ
モ
の
中
で
も
三
番
目
に
名
前
が
あ
り
、
漱
石
も
こ
の
題
材

を
書
き
た
か
っ
た
様
子
が
知
ら
れ
る６
。

　

こ
の
作
品
の
、「
暗
い
中
に
た
つ
た
一
人
」
と
い
う
結
末
は
印
象
的
だ
が
、

こ
の
一
篇
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
地
名
が
、
か
な
り
目
立
つ
。「
ク
ラ
パ
ム
、
ジ

ヤ
ン
ク
シ
ヨ
ン
」「
ヱ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
橋
」「
ビ
ツ
グ
ベ
ン
」「
ヸ
ク
ト
リ

ヤ
」「
テ
ー
ト
画
館
」「
バ
タ
シ
ー
」
な
ど
、
目
白
押
し
だ
。
わ
た
く
し
の
理

解
で
は
、「
小
品
」
の
特
色
と
し
て
、
固
有
名
詞
、
地
名
な
ど
を
意
識
的
に

書
か
な
い
と
い
う
技
法
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
と
は
違
う
が
、
か

え
っ
て
『
霧
』
の
場
合
、
一
気
に
地
名
が
消
失
し
、
一
切
が
霧
の
中
に
溶
け

込
む
と
い
う
効
果
が
あ
る
が
、
や
や
特
殊
で
あ
ろ
う
。『
昔
』
は
、「
ピ
ト
ロ

ク
リ
」
と
い
う
地
名
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
し
、『
ク
レ
イ
グ
先
生
』
は
文

字
通
り
人
物
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
比
較
的
前
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
『
暖
か
い
夢
』
と
『
印

象
』
は
、
地
名
が
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
い
と
い
う
、
典
型
的
な
「
小
品
」
の

ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
る
。『
暖
か
い
夢
』
に
一
か
所
だ
け
「
倫
敦
」
と
あ
り
、

こ
の
続
け
て
発
表
さ
れ
た
二
篇
が
ロ
ン
ド
ン
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け

だ
。『
暖
か
い
夢
』
は
、
町
を
歩
く
「
自
分
」
が
、「
女
」「
男
」
と
し
か
記

さ
れ
な
い
ロ
ン
ド
ン
の
人
々
の
中
に
混
じ
っ
て
進
み
、
あ
る
「
家
」
の
中
に

入
っ
て
行
く
さ
ま
を
描
く
。「
家
」
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
劇
場
で
あ
り
、
構

想
メ
モ
に
、「London T

heatre

」
と
あ
る
も
の
だ
が
、
具
体
的
な
場
所
は

決
め
に
く
い
と
い
う
。
大
事
な
の
は
、
説
明
出
来
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
何

と
か
し
て
言
葉
で
形
を
与
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
文
体
で
あ
る
。

　

其
の
時
此
の
蠢
く
も
の

0

0

0

0

が
、
ぱ
つ
と
消
え
て
、
大
き
な
天
井
か
ら
、

遥
か
の
谷
底
迄
一
度
に
暗
く
な
つ
た
。
今
迄
何
千
と
な
く
居
な
ら
ん
で

ゐ
た
も
の
は
闇
の
中
に
葬
ら
れ
た
ぎ
り
、
誰
あ
つ
て
声
を
立
て
る
も
の

が
な
い
。
恰
も
此
の
大
き
な
闇

0

0

0

0

に
、
一
人
残
ら
ず
其
の
存
在
を
打
ち
消

さ
れ
て
、
影
も
形
も
な
く
な
つ
た
か
の
如
く
に
寂し
ん

と
し
て
ゐ
る
。
と
、

思
ふ
と
、
遥
か
の
底
の
、
正
面
の
一
部
分
が
四
角
に
切
り
抜
か
れ
て
、

闇
の
中
か
ら
浮
き
出
し
た
様
に
、
ぼ
う
つ
と
何
時
の
間
に
や
ら
薄
明
る

く
な
つ
て
来
た
。
始
め
は
、
た
ゞ
闇
の
段
取
が
違
ふ
丈
の
事
と
思
つ
て

ゐ
る
と
、
そ
れ
が
次
第
々
々
に
暗
が
り
を
離
れ
て
く
る
。
慥
か
に
柔
か

な
光
を
受
け
て
居
る
な
と
意
識
出
来
る
位
に
な
つ
た
時
、
自
分
は
霧
の

様
な
光
線
の
奥
に
、
不
透
明
な
色

0

0

0

0

0

を
見
出
す
事
が
出
来
た
。
其
の
色
は

黄
と
紫
と
藍
で
あ
つ
た
。
や
が
て
、
そ
の
う
ち
の
黄
と
紫
が
動
き
出
し

た
。
自
分
は
両
眼
の
視
神
経
を
疲
れ
る
迄
緊
張
し
て
、
此
の
動
く
も
の

を
瞬
き
も
せ
ず
凝み
つ
め視
て
居
た
。 

（
傍
点
中
島
）

　
「
蠢
く
も
の
」
が
「
大
き
な
闇
」
に
吸
い
込
ま
れ
て
、
そ
こ
に
「
不
透
明

な
色
」
が
浮
か
び
上
が
る
、
と
い
う
表
現
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を

与
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
、
不
安
定
な
存
在
感
を
伝
え
た
い
と
い
う
気

持
が
出
て
い
る
は
ず
だ
。
何
で
も
な
い
よ
う
な
一
節
か
ら
、
思
わ
ぬ
世
界
が

開
け
た
り
す
る
。
こ
の
「
自
分
」
の
演
劇
体
験
は
、
感
覚
の
世
界
と
し
て
漱

石
に
残
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
演
劇
も
、「
希
臘
を
夢
み
て

ゐ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
が
何
ら
か
の
背
景
に
な
っ
て
い
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漱
石
は
、「
夢
見
て
ゐ
た
」
と
し
か
書
か
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
こ
の
一
篇
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
一
つ
の
ト
ー
ン
で
統

一
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

固
有
名
詞
を
排
し
て
、
情
感
に
満
ち
た
世
界
を
演
出
す
る
方
法
は
、「
小

品
」
の
特
異
な
技
法
で
あ
っ
た
。『
永
日
小
品
』『
そ
れ
か
ら
』
の
少
し
前
に
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刊
行
さ
れ
た
水
野
葉
舟
の
代
表
的
な
小
品
集
『
響
』（
一
九
〇
八
・
一
二
・
一
五
、

新
潮
社
）
の
一
篇
『
磯
』
の
中
か
ら
、
典
型
的
な
一
節
を
引
い
て
置
く７
。

　

死
ん
で
化
石
に
な
つ
て
居
る
様
な
町
。
…
…
と
思
ひ
な
が
ら
、
自
分

は
何
と
な
く

0

0

0

0

、
こ
の
寂
寞
の
感
に
打
た
れ
て
、
躊た
め
ら躇
つ
て
居
た
が
、
や

が
て
、
そ
の
町
を
通
り
ぬ
け
様
と
し
て
、
歩
き
出
し
た
。

　

町
の
中
に
入
つ
て
行
く
に
つ
れ
て
、
両
側
の
家
は
し
ん
0

0

と
し
て
居

る
。
人
の
声
も
し
な
い
。
日
の
熱
蒸
で
砂
の
道
は
焼
け
て
、
其
照
り
返

し
で
、
身
体
も
顔
も
燃
え
る
様
だ
。
低
い
煤
で
黒
く
な
つ
た
家
の
中
は
、

一
軒
も
人
の
気け
は
い勢
が
し
な
い
。
暖
か
い
日
に
蒸
さ
れ
た
風
が
、
人
気
の

無
い
中
を
忍
び
足
し
て
行
く
様
に
、
そ
ろ
つ
と
吹
い
て
過
ぎ
た
。
…
…

中
程
ま
で
行
つ
て
、
自
分
は
思
は
ず
立
ち
止
ま
つ
て
、
其
処
ら
を
見
廻

し
た
。
荒
涼
と
し
た
感
じ
が
す
る
。
砂
漠
の
中
に
荒
敗
し
て
居
る
町
を

で
も
歩
い
て
居
る
様
だ
。
…
…
そ
れ
に
絶
間
な
く
、
だ
る
い
、
わ
び
し

い
響
を
さ
せ
て
、
波
の
音
が
聞
え
る
。
こ
の
寂
寞
の
中
に
、
ど
の
様
な

不
思
議
な
事

0

0

0

0

0

で
も
包
ま
れ
て
居
る
様
に
思
は
れ
る
、
一
種
の
恐
ろ
し
さ

が
、
心
に
湧
い
て
来
る
。 
（
傍
点
中
島
）

　

こ
の
小
品
集
に
は
「
響
」
と
題
さ
れ
た
文
章
は
、
見
当
た
ら
な
い
。
あ
る

の
は
、
あ
る
感
覚
的
な
情
感
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
小
さ
な
漁
夫
町
」

の
描
写
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
の
町
に
な
る
と
、
そ
の
ま
ま
『
印
象
』

の
世
界
に
な
る
。

６　
『
印
象
』
の
表
現
の
達
成

　
「
不
思
議
な
町
」
の
語
も
出
て
来
る
小
品
『
印
象
』
の
冒
頭
を
一
読
し
た

だ
け
で
、
ど
れ
だ
け
の
読
者
が
、
そ
の
空
間
構
成
を
瞬
時
に
理
解
出
来
る
だ

ろ
う
か
。

　

表
を
出
る
と
、
広
い
通
り
が
真
直
に
家
の
前
を
貫
い
て
ゐ
る
。
試
み

に
其
の
中
央
に
立
つ
て
見
廻
し
て
見
た
ら
、
眼
に
入
る
家
は
悉
く
同
じ

四
階
で
、
又
悉
く
同
じ
色
で
あ
つ
た
。
隣
も
向
ふ
も
区
別
の
つ
き
か
ね

る
位
似
寄
つ
た
構
造
な
の
で
、
今
自
分
が
出
て
来
た
の
は
果
し
て
ど
の

家
で
あ
る
か
、
二
三
間
行
過
ぎ
て
、
後
戻
り
を
す
る
と
、
も
う
分
ら
な

い
。
不
思
議
な
町
で
あ
る
。

　

昨
夕
は
汽
車
の
音
に
包く
る

ま
つ
て
寝
た
。
十
時
過
ぎ
に
は
、
馬
と
蹄
と

鈴
の
響
に
送
ら
れ
て
、
暗
い
な
か
を
夢
の
様
に
馳か

け
た
。
其
の
時
美
し

い
燈
の
影
が
、
点
々
と
し
て
何
百
と
な
く
眸
の
上
を
往
来
し
た
。
其
の

外
に
は
何
も
見
な
か
つ
た
。
見
る
の
は
今
が
始
め
て
ゞ
あ
る
。

　

漱
石
は
、
一
九
〇
〇
年
十
月
二
十
八
日
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
越
え
、
午
後

六
時
頃N

ew
haven

港
に
上
陸
、
汽
車
に
一
時
間
ほ
ど
乗
り
、
ロ
ン
ド
ン

のV
ictoria

駅
に
到
着
、
馬
車
で
ロ
ン
ド
ン
の
中
心
街
に
位
置
す
る76 

Gow
er Street

の
最
初
の
下
宿
に
辿
り
着
い
て
い
る
。
引
用
の
後
半
は
そ

の
体
験
が
描
か
れ
た
も
の
で
、「
美
し
い
燈
」
は
ロ
ン
ド
ン
の
街
の
燈
火
に

他
な
ら
な
い
。
一
九
〇
〇
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
街
が
街
燈
で
明
る
い
と
は
、
も

ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な
い
。「
暗
い
な
か
を
夢
の
様
に
馳
け
た
」
と
い
う
の
は
、

正
に
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う８
。

　

で
は
、
一
夜
明
け
た
二
十
九
日
の
漱
石
の
体
験
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　

岡
田
氏
ノ
用
事
ノ
為
め
倫
孰
市
中
ニ
歩
行
ス
方
角
モ
何
モ
分
ラ
ズ
且

南
亜
ヨ
リ
帰
ル
義
勇
兵
歓
迎
ノ
為
メ
非
常
ノ
雑
沓
ニ
テ
困
却
セ
リ

 

（
日
記
）

　

倫
敦
も
今
日
出
で
見
た
れ
ど
も
見
当
が
つ
か
ず
二
十
辺
位
道
を
聞
て
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漸
く
寓
居
に
還
り
候

 

（
一
〇
・
三
〇
付
、
鏡
子
宛
書
簡
、
二
九
日
深
夜
の
執
筆
）

　
「
不
思
議
な
町
」
と
い
う
実
感
は
、
こ
う
し
た
体
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

ろ
う
。
最
初
の
下
宿
に
つ
い
て
の
最
近
ま
で
の
諸
家
の
探
索
は
、
同
じ
よ
う

な
造
り
の
建
築
の
様
態
、「
二
三
間
行
過
ぎ
て
、
後
戻
り
を
す
る
と
、
も
う

分
ら
な
い
」
と
い
う
印
象
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
『
印
象
』
の
記
述
に
沿
っ
て
、歩
い
て
み
よ
う
。宿
を
出
て
す
ぐ
の
部
分
は
、

「
左
」「
右
」
な
ど
、
十
年
近
く
前
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
文
章
と
し
て
生
々

し
い
が
、
ど
う
や
ら
「
自
分
」
は
馬
車
の
通
る
「
広
い
往
来
」
に
出
て
、
人

込
み
の
方
へ
歩
き
出
し
た
よ
う
だ
。
現
在
よ
く
使
わ
れ
る
索
引
付
の
ロ
ン
ド

ン
の
都
市
地
図A

-Z L
O
N
D
O
N

を
横
に
置
い
て
辿
る
と
、Court Road

か
らCharing Cross Road

に
出
た
よ
う
に
も
思
え
る９
。
が
、『
印
象
』
の
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描
写
は
、
こ
の
辺
り
か
ら
、
具
体
性
に
欠
け
、「
人
の
海
に
溺
れ
た
」
中
で
、

「
静
か
に
前
の
方
へ
動
い
て
行
く
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
「
自
分
」
の
行
き
着
い
た
場
所
は
、「
大
き
な
石
刻
の
獅
子
」
と
「
太
い
銅

の
柱
」
の
あ
る
、「
大
き
な
道
路
が
五
つ
六
つ
落
ち
合
ふ
広
場
」
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
無
くT

rafalgar Square

で
あ
り
、
実
際
は
獅
子
像
が
四
基

あ
る
の
に
、「
獅
子
は
二
つ
ゐ
た
」
と
す
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
雑
踏
の
中
に

い
て
、
周
り
を
ゆ
っ
く
り
見
る
余
裕
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
広
場

中
央
のN

elson

の
像
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
感

覚
的
に
、「
高
い
柱
は
此
の
空
を
真
中
で
突
き
抜
い
て
ゐ
る
様
に
聳
え
て
ゐ

た
」
と
描
写
さ
れ
る
。「
竿
の
様
な
細
い
柱
」
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
、

感
覚
的
だ
が
見
事
な
言
い
回
し
が
見
ら
れ
る
。

　

下
は
舗
石
で
敷
き
詰
め
て
あ
る
。
其
の
真
中
に
太
い
銅
の
柱
が
あ
つ

た
。
自
分
は
、
静
か
に
動
く
人
の
海
の
間
に
立
つ
て
、
眼
を
挙
げ
て
、

柱
の
上
を
見
た
。
柱
は
眼
の
届
く
限
り
高
く
真
直
に
立
つ
て
ゐ
る
。
其

の
上
に
は
大
き
な
空
が
一
面
に
見
え
た
。
高
い
柱
は
此
の
空
を
真
中
で

突
き
抜
い
て
ゐ
る
様
に
聳
え
て
ゐ
た
。
此
の
柱
の
先
に
は
何
が
あ
る
か

分
ら
な
か
つ
た
。
自
分
は
又
人
の
波
に
押
さ
れ
て
広
場
か
ら
、
右
の
方

の
通
り
を
何い
づ
く所
と
も
な
く
下さ
が

つ
て
行
つ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
振
返
つ

た
ら
、
竿
の
様
な
細
い
柱
の
上
に
、
小
さ
い
人
間
が
た
つ
た
一
人
立
つ

て
ゐ
た
。

　
「
小
品
」
と
し
て
、
見
事
な
幕
切
れ
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
わ
た
く
し
が

注
意
し
た
い
の
は
、『
印
象
』
の
描
写
に
お
い
て
は
、
固
有
名
詞
が
無
く
、

方
角
も
距
離
も
明
ら
か
で
な
く
、あ
る
の
は
、あ
い
ま
い
な
空
間
の
中
の
「
広

場
」「
獅
子
」「
柱
」「
小
さ
い
人
間
」
の
存
在
感
の
み
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

76 Gow
er Street

（
地
図
上
方
の
●
）
か
らT

rafalgar Square

（
下
方
の
●
）

ま
で
は
、
実
際
は
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
普
通
の
歩
行
で
、
三
十

分
も
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
不
思
議
な
町
」
に
あ
っ
て
は
、

時
間
空
間
は
普
段
と
は
違
う
。
正
に
こ
の
表
現
は
、
言
葉
が
生
み
出
す
「
心

理
的
距
離
」
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
聞
連
載
の
た
っ
た
一

回
分
で
、
こ
う
し
た
「
心
理
的
距
離
」
を
実
感
さ
せ
る
ま
で
に
、
漱
石
の
言

語
感
覚
は
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
そ
れ
か
ら
』
で
飛
躍
的
に
表
現
を
高
め
た
漱
石
の
文
学
的
達
成
の
直
前

に
、
こ
う
し
た
言
葉
へ
の
感
覚
を
磨
く
試
み
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
に
、「
小
品
」
と

い
う
世
界
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
、
改
め
て
強
調
し
た
いＡ
。

注（
１
）　

以
下
の
点
の
骨
子
は
、
拙
稿
「
草
稿
・
原
稿
を
読
む
楽
し
み
」（『
近
代
文
学

草
稿
・
原
稿
研
究
事
典
』、
二
〇
一
五
・
二
・
二
〇
、
八
木
書
店
）
で
指
摘
し

た
こ
と
が
あ
る
。ま
た
、二
〇
一
四
年
七
月
十
九
日
の
講
演
を
文
章
化
し
た
「
漱

石
の
言
葉
」（
二
〇
一
四
・
一
二
・
一
「
船
団
」
第
一
〇
三
号
）
で
も
言
及
し
た
。

今
回
、
そ
の
一
部
を
吸
収
し
て
論
じ
た
。

（
２
）　

荒
正
人
『
増
補
改
訂 

漱
石
研
究
年
表
』（
一
九
八
四
・
六
・
二
〇
、
集
英
社
）

で
は
、「
推
定
」
と
し
て
、
一
月
九
日
（
土
）
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
年
の
大

雪
は
、
確
か
に
一
月
八
日
、
九
日
と
、
十
三
日
、
十
四
日
の
二
回
あ
っ
た
が
、

そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
か
は
、
決
め
手
は
無
い
。

（
３
）　
「
読
売
新
聞
」
を
見
て
も
、
そ
う
し
た
大
雪
関
連
の
記
事
は
、
全
く
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
見
当
た
ら
な
い
。

（
４
）　

重
松
泰
雄
「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と
│
『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
け
る
〈
過
去
〉

│
」（
一
九
八
〇
・
一
〇
・
一
「
文
学
」）
に
そ
の
分
析
が
あ
る
。

（
５
）　

前
出
、「
漱
石
の
言
葉
」
で
、
若
干
論
じ
た
。

（
６
）　

前
出
の
木
股
知
史
「
小
品
文
学
の
世
界
」
に
、
こ
の
二
作
品
に
つ
い
て
、「
収
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録
し
た
「
心
」
は
、
迷
宮
的
な
仕
立
て
に
な
っ
て
い
て
、「
夢
十
夜
」
に
か
よ

う
不
条
理
な
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
創
作
意
識
の
根
拠
に
つ
い
て
、
哲
学

的
な
考
察
を
繰
り
返
し
試
み
て
い
る
漱
石
は
、
あ
る
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
プ

ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
心
」
は
書
く

こ
と
に
よ
る
意
識
の
変
化
そ
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る

の
で
あ
る
。
掌
に
の
っ
て
き
た
鳥
を
描
く
前
半
と
、
女
を
追
跡
す
る
自
分
を
描

く
後
半
は
、
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
、
暗
示
的
に
照
応
し
て
お
り
、
読
者
は
さ
ま

ざ
ま
な
理
解
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
代
の
記

憶
を
描
く
「
霧
」
は
、
霧
の
た
め
に
つ
な
が
り
を
失
っ
て
ゆ
く
世
界
と
存
在
の

不
安
の
意
識
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
７
）　

小
品
集
『
響
』
の
「
序
」
で
、
水
野
葉
舟
は
、「
散
文
と
言
ふ
も
の
は
、
必

ず
説
明
に
陥
り
易
い
も
の
だ
。
処
が
、
自
分
で
は
時
々
説
明
の
出
来
な
い
、
閃

め
く
様
に
起
る
心
持
が
あ
る
。（
中
略
）
た
ゞ
、
閃
め
く
感
情
を
、
詩
を
書
く

様
な
高
い
調
子
で
、
文
章
も
簡
潔
に
、
出
来
る
限
り
コ
ン
デ
ン
ス
し
て
書
い
て

み
た
ら
ば
、
と
思
つ
た
。（
中
略
）
す
る
と
、
自
分
は
何
時
と
な
し
に
、
事
件

の
推
移
し
て
行
く
姿
を
書
く
と
言
ふ
慣
は
し
が
出
来
た
」
と
記
し
て
い
る
。「
自

分
」
が
、
不
思
議
な
世
界
を
歩
ん
で
行
く
と
い
う
形
は
、
こ
の
時
期
の
「
小
品
」

に
と
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
、「
自
分
」
の

抱
く
特
異
な
心
情
が
、
そ
の
核
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
８
）　

わ
た
く
し
は
ロ
ン
ド
ン
の
第
一
夜
を
描
い
た
こ
の
一
節
を
読
み
返
す
た
び

に
、『
明
暗
』
の
「
百
七
十
一
」、
温
泉
場
に
雨
の
中
馬
車
に
揺
ら
れ
て
向
か
う

津
田
の
心
境
を
描
く
部
分
を
す
ぐ
さ
ま
想
起
す
る
。
津
田
は
、「
自
分
の
四
辺

に
ち
ら
〳
〵
す
る
弱
い
電
燈
の
光
と
、
そ
の
光
の
届
か
な
い
先
に
横
た
は
る
大

き
な
闇
の
姿
」
の
中
で
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
場
所
に
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
。「
夢
」
の
語
は
『
印
象
』
と
『
明
暗
』
で
共
通
し
て
使
わ
れ
る
が
、『
明

暗
』
で
は
「
闇
」
の
語
が
効
果
的
に
使
わ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
の
深
化
が
見
ら
れ
る
。

温
泉
場
の
広
い
宿
で
自
分
の
部
屋
が
わ
か
ら
な
く
な
る
シ
ー
ン
は
、
引
用
部
分

の
前
半
の
、
ロ
ン
ド
ン
到
着
の
翌
日
の
体
験
と
呼
応
し
て
い
る
の
も
、
見
逃
せ

な
い
。

（
９
）　

ロ
ン
ド
ン
に
い
た
漱
石
の
手
許
に
あ
っ
た
の
は
、
一
八
九
八
年
版
のBae-

deker ’s London and Its E
nvirons

で
あ
っ
た
ろ
う
。
東
北
大
学
の
「
漱
石

文
庫
」
に
現
存
す
る
。
そ
こ
に
も
地
図
が
あ
る
が
、
多
く
は
町
の
道
路
の
詳
細

を
示
す
だ
け
の
詳
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
わ
た
く
し
が
見
得
た
の
は
、
同
じ
も

の
の
一
九
〇
五
年
版
だ
が
、
そ
こ
に
も
地
図
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
関
連
部
分

を
掲
出
し
て
お
く
。

（
10
）　

文
学
の
み
な
ら
ず
、
日
露
戦
後
の
こ
の
時
期
は
、
美
術
の
世
界
に
お
い
て
も
、

表
現
技
法
の
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
日
本
画
の
世
界
で
の
菱

田
春
草
の
新
し
い
技
法
「
朦
朧
体
」
は
、
従
来
の
、
線
で
輪
郭
を
描
く
技
法
で

は
な
く
、
線
を
排
し
た
方
法
で
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
の

関
係
性
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
二
十
九
日
に
鎌
倉
円
覚
寺
帰
源
院
で
開
か
れ
た
、

第
一
〇
六
回
鎌
倉
漱
石
の
会
例
会
で
の
、「「
小
品
」
と
い
う
世
界
と
漱
石
の
表

現
」
と
題
す
る
講
演
を
ベ
ー
ス
に
、
論
旨
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
作
品

の
本
文
に
つ
い
て
は
、
初
版
本
の
本
文
を
用
い
た
。


