
夏
目
漱
石
に
関
す
る
論
文
・
単
行
本
は
個
人
で
す
べ
て
を
把
握
す

る
の
が
困
難
な
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
意
外
な
こ
と
に
、

管
見
で
は
『
草
枕
』
の
画
エ
と
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
を
正
面
か
ら

比
較
し
た
論
は
見
当
ら
な
い
。
実
は
、
こ
の
二
者
は
、
文
学
的
形
象

と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
性
質
と
状
況
に
お
い
て
多
く
の
要
素
を
共

有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
類
似
が
あ
る
な
ら
ば
比
較
し
て
、
さ

ら
に
そ
の
差
異
か
ら
何
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
が

こ
の
論
の
出
発
点
で
あ
る
。

『
草
枕
』
の
画
エ
と
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
類
似
に
注
目
す
る

よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
「
二
十
七
」
で
あ
る
。

序

『
草
枕
』
と
『
そ
れ
か
ら
」

「
非
人
情
」
／
「
自
然
」

こ
こ
で
、
漱
石
は
《
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
所
謂
自
由
な
る
精
神
生
活
》
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
精
神
生
活
」
は
、
漱
石
に
要
約
1
1

《
平
民
に
解
る
様
に
翻
訳
》
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

↓
々
は
普
通
衣
食
の
為
に
働
ら
い
て
ゐ
る
。
衣
食
の
た

め
の
仕
事
は
消
極
的
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
自
分
の
好
悪
撰

択
を
許
さ
な
い
強
制
的
の
苦
し
み
を
含
ん
で
ゐ
る
。
さ
う
云
ふ

風
に
外
か
ら
圧
し
付
け
ら
れ
た
仕
事
で
は
精
神
生
活
と
は
名
づ

け
ら
れ
な
い
。
荀
し
く
も
精
神
的
に
生
活
し
や
う
と
思
ふ
な
ら
、

義
務
な
き
所
に
向
つ
て
自
ら
進
む
積
極
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
束
縛
に
よ
ら
ず
し
て
、
己
れ
一
個
の
意
志
で
自
由
に

営
む
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
『
そ
れ
か
ら
』
前
半
の
代
助
の
生
活
を
解
説

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
代
助
は
《
「
働
ら
く
の
も
可
い
が
、
働

ら
く
な
ら
、
生
活
以
上
の
働
で
な
く
っ
ち
ゃ
名
誉
に
な
ら
な
い
。
あ

と
い
う
理
念
|
|

秋

月

大

輔
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｀
ら
ゆ
る
神
聖
な
労
力
は
、
み
ん
な
麺
飽
を
離
れ
て
ゐ
る
」
》
（
六
）
と

い
う
職
業
観
を
持
っ
て
い
る
。
前
半
の
生
活
は
ま
さ
し
く
《
己
れ
一

個
の
意
志
で
自
由
に
営
む
生
活
》
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

『
そ
れ
か
ら
』
に
つ
い
て
漱
石
自
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
が
続

＜
 

斯
う
解
釈
し
た
時
、
誰
も
彼
の
精
神
生
活
を
評
し
て
詰
ら
な

ァ
ン
ニ
ュ
イ

い
と
は
云
ふ
ま
い
。
・
コ
ム
ト
は
倦
怠
を
以
て
社
会
の
進
歩
を

促
が
す
原
因
と
見
た
位
で
あ
る
。
倦
怠
の
極
巳
を
得
ず
し
て
仕

事
を
見
付
け
出
す
よ
り
も
、
内
に
抑
え
が
た
き
或
る
も
の
が
蝠

ま
つ
て
、
凝
と
持
ち
応
へ
ら
れ
な
い
活
力
を
、
自
然
の
勢
か
ら

生
命
の
波
動
と
し
て
描
出
し
来
る
方
が
実
際
実
の
入
っ
た
生
き

法
と
云
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
は
、
代
助
は
幾
度
と
な
く
「
倦
怠
1
1
ア

ン
ニ
ュ
イ
」
に
捕
え
ら
れ
る
。
結
果
、
《
内
に
抑
え
が
た
き
或
る
も

の
が
蝠
ま
つ
て
、
凝
と
持
ち
応
へ
ら
れ
な
い
活
力
を
、
自
然
の
勢
か

ら
》
三
千
代
に
働
き
掛
け
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
『
草
枕
』
に
対
応
す
る
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

一
分
の
遅
速
な
く
発
着
す
る
汽
車
の
生
活
と
、
所
謂
精
神
的

生
活
と
は
、
正
に
両
極
に
位
す
る
性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
う
し
て
普
通
の
人
は
十
が
十
迄
此
両
端
を
七
分
三

分
と
か
六
分
四
分
と
か
に
交
ぜ
合
は
し
て
自
己
に
便
宜
な
様
に

又
世
間
に
都
合
の
好
い
様
に
（
即
ち
戦
業
に
忠
実
な
る
様
に
）

生
活
す
べ
く
天
か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
る
。
是
が
常
態
で
あ

る
。
た
ま
l
＼
芸
術
の
好
き
な
も
の
が
、
好
き
な
芸
術
を
職
業

と
す
る
様
な
場
合
で
す
ら
、
其
芸
術
が
職
業
と
な
る
瞬
間
に
於

て
、
真
の
精
神
生
活
は
既
に
汚
さ
れ
て
仕
舞
ふ
の
は
当
然
で
あ

る
。
芸
術
家
と
し
て
の
彼
は
己
れ
に
篤
き
作
品
を
自
然
の
気
乗

り
で
作
り
上
げ
や
う
と
す
る
の
に
反
し
て
、
瞭
業
家
と
し
て
の

彼
は
評
判
の
よ
き
も
の
、
売
高
の
多
い
も
の
を
公
け
に
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
『
草
枕
』
の
「
十
三
」
に
対
応
し
て
い
る
。
「
汽
車

の
生
活
」
は
、
画
工
が
嫌
悪
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
所
謂

精
神
的
生
活
」
は
画
工
が
作
中
で
実
践
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
「
非
人
情
」
を
標
榜
す
る
画
工
も
「
現
実
世
界
」
に
戻
れ
ば
、

《
評
判
の
よ
き
も
の
、
売
高
の
多
い
も
の
を
公
け
に
し
な
く
て
は
な

ら
》
な
い
。
画
工
が
《
非
人
情
の
天
地
に
逍
遥
》
（
『
草
枕
』
一
）
し

て
《
己
れ
に
篤
き
作
品
を
自
然
の
気
乗
り
で
作
り
上
げ
や
う
と
》
で

き
る
の
は
、
旅
を
し
て
い
る
か
ら
の
よ
う
な
の
だ
。
ま
た
、
最
後
の

一
文
は
、
新
聞
小
説
家
1
1

「
職
業
家
」
と
し
て
の
漱
石
自
身
を
も
指

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
務
感
の
強
か
っ
た
漱
石
は
、
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自
分
の
書
き
た
い
よ
う
に
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
の
こ
と
も
考
え
て

ヽ
こ
。
l
t
 

ど
う
や
ら
、
漱
石
は
《
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
所
謂
自
由
な
る
精
神
生

活
》
を
徹
底
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
朝
日
新
聞

社
入
社
以
後
、
安
定
し
た
収
入
を
得
た
漱
石
で
す
ら
、
「
大
患
」
の

お
か
げ
で
《
久
振
で
始
め
て
此
精
神
生
活
の
光
に
浴
》
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
活
は
《
病
が

癒
る
》
ま
で
の
《
僅
か
―
ニ
ヶ
月
の
中
》
に
し
か
な
い
。
こ
れ
も
、

漱
石
の
義
務
感
の
せ
い
な
の
だ
ろ
う
。
《
人
生
意
気
に
感
ず
と
か
何

と
か
云
ふ
。
変
り
物
の
余
を
変
り
物
に
適
す
る
様
な
境
遇
に
置
い
て

く
れ
た
朝
日
新
聞
の
為
め
に
、
変
り
物
と
し
て
出
来
得
る
限
り
を
尽

す
は
余
の
嬉
し
き
義
務
で
あ
る
。
》
．
（
「
入
社
の
辞
」
）
と
い
う
漱
石
な

の
で
あ
る
。

で
は
、
『
草
枕
』
の
画
エ
と
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
を
比
較
し
て

み
よ
う
。

ま
ず
、
画
エ
、
代
助
、
共
に
男
性
で
あ
り
、
独
身
で
あ
る
。
そ
し

て
、
年
齢
は
二
人
と
も
、
三
十
歳
前
後
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
画
工

は
《
生
れ
て
三
十
余
年
の
今
日
に
至
る
ま
で
》
（
三
）
と
、
代
助
は

《
「
（
略
）
も
う
三
十
だ
ら
う
」
「
左
様
で
す
」
》
（
三
）
と
書
か
れ
て

い
る
。
「
三
十
歳
」
は
、
何
ら
か
の
転
換
点
と
な
る
時
期
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
漱
石
自
身
の
伝
記
を
見
て
も
、
そ
う
思
わ
れ
る
。

次
に
重
要
な
の
が
、
人
生
に
お
い
て
「
美
」
に
価
値
を
置
い
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

画
工
は
《
夢
み
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め

得
ざ
る
一
画
工
》
（
八
）
で
あ
り
、
《
人
情
世
界
に
あ
っ
て
、
美
く
し

き
所
作
は
正
で
あ
る
、
義
で
あ
る
、
直
で
あ
る
。
》
(
+
二
）
と
語
る
。

一
方
、
代
助
は
平
岡
に
対
し
て
《
「
（
略
）
麺
麹
に
関
係
し
た
経
験

は
、
切
実
か
も
知
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
劣
等
だ
よ
。
麺
飽
を
離
れ

水
を
離
れ
た
贅
沢
な
経
験
を
し
な
く
っ
ち
ゃ
人
間
の
甲
斐
は
な
い
。

（
略
）
」
》
（
二
）
と
主
張
す
る
。
生
活
上
の
経
験
よ
り
も
、
復
活
祭

当
夜
の
美
し
い
経
験
の
方
を
人
生
に
お
い
て
有
意
義
と
考
え
て
い
る

の
だ
。

彼
は
肉
体
と
精
神
に
於
て
美
の
類
別
を
認
め
る
男
で
あ
っ
た
。

さ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
す
る
機
会
を
得
る
の

が
、
都
会
人
士
の
権
能
で
あ
る
と
考
へ
た
。
あ
ら
ゆ
る
美
の
種

類
に
接
触
し
て
、
其
た
び
毎
に
へ
甲
か
ら
乙
に
気
を
移
し
、
乙

か
ら
丙
に
心
を
動
か
さ
ぬ
も
の
は
、
感
受
性
に
乏
し
い
無
鑑
賞

家
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
彼
は
是
を
自
家
の
経
験
に
徴
し
て
争

ふ
べ
か
ら
ざ
る
真
理
と
信
じ
た
。
（
十
一
）
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向
ふ
側
の
椿
が
眼
に
入
っ
た
時
、
余
は
、
え
ヽ
、
見
な
け
れ

ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
あ
の
花
の
色
は
唯
の
赤
で
は
な
い
。

（
略
）
あ
の
色
は
只
の
赤
で
は
な
い
。
屠
ら
れ
た
る
囚
人
の
血

が
、
自
づ
か
ら
人
の
眼
を
惹
い
て
、
自
か
ら
人
の
心
を
不
快
に

す
る
如
く
一
種
異
様
な
赤
で
あ
る
。

『
そ
れ
か
ら
』
で
は
、
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
部
屋
の
話
（
五
）
に
関
し

て
次
の
よ
う
な
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
『
草
枕
』
「
十
」
で
の
深
山
椿
゜

画
工
も
代
助
も
、
「
美
」
を
生
活
の
第
一
義
と
し
て
い
る
点
で
似

た
価
値
観
を
も
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
人
は
経
済
的
に
安
定
し
て
い
て
、
働
か
な
く
て
も
よ
い

環
境
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
画
工
は
戦
争
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
気
ま

ま
な
「
非
人
情
」
の
旅
を
続
け
る
だ
け
の
経
済
的
余
裕
が
あ
る
よ
う

だ
し
、
代
助
は
、
仕
事
に
も
就
か
ず
一
戸
を
構
え
、
《
職
業
の
為
に

汚
さ
れ
な
い
内
容
の
多
い
時
間
を
有
す
る
、
上
等
人
種
と
》
（
三
）

自
認
す
る
生
活
を
し
て
い
る
。
実
は
代
助
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要

な
の
だ
が
、
そ
の
点
は
後
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
二
人
と
も
に
剌
激
を
受
け
易
い
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
。

特
に
「
赤
」
に
対
す
る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
強
迫
観
念
）
が
特
徴
的

だ
ろ
う
。

代
助
は
何
故
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
様
な
剌
激
を
受
け
易
い
人
に
、

奮
興
色
と
も
見
傲
し
得
べ
き
程
強
烈
な
赤
の
必
要
が
あ
る
だ
ら

う
と
不
思
議
に
感
じ
た
。
代
助
自
身
は
稲
荷
の
鳥
居
を
見
て
も

余
り
好
い
心
持
は
し
な
い
。
出
来
得
る
な
ら
ば
、
自
分
の
頭
丈

で
も
可
い
か
ら
、
緑
の
な
か
に
漂
は
し
て
安
ら
か
に
眠
り
た
い

位
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
赤
」
に
対
す
る
オ
プ

セ
ッ
シ
ョ
ン
ヘ
の
対
応
と
し
て
二
人
と
も
に
「
睡
眠
」
を
重
視
す
る

傾
向
が
あ
る
。
「
赤
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
不
安
と
そ
れ
を
治
療

し
精
神
の
平
衡
を
保
っ
た
め
の
睡
眠
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

『
草
枕
』
に
つ
い
て
「
薬
」
と
し
て
の
「
睡
眠
」
を
東
郷
克
美
は
指

摘
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
迷
宮
世
界
に

お
け
る
眠
り
へ
の
誘
い
で
あ
る
。
「
長
閑
な
」
春
の
空
気
は
つ

ね
に
眠
気
を
誘
い
、
画
工
は
し
ば
し
ば
「
ご
ろ
り
と
寝
こ
ろ
」

び
、
そ
し
て
眠
る
。
こ
の
旅
に
は
「
汽
船
、
汽
車
、
権
利
、
義

務
、
道
徳
、
礼
儀
で
疲
れ
果
て
た
後
、
凡
て
を
忘
却
し
て
ぐ
つ

す
り
と
寝
込
む
様
な
功
徳
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ

る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
此
個
性
を
踏
み
付
け
様
と
す
る
」
こ
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と
で
、
精
神
に
苦
悩
と
疲
弊
を
も
た
ら
す
「
二
十
世
紀
に
睡
眠

(
1
)
 

が
必
要
」
だ
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
睡
眠
」
を
画
工
も
代
助
も
必
要
と
し
て

(
9
)
 

い
る
の
だ
。
し
ば
し
ば
「
横
臥
」
す
る
画
工
に
対
し
、
刺
激
を
受
け

や
す
い
感
性
を
持
つ
こ
と
を
自
覚
す
る
代
助
も
ま
た
、
意
識
的
に
睡

眠
を
と
る
習
慣
を
も
っ
て
い
る
。

代
助
は
時
々
尋
常
な
外
界
か
ら
法
外
に
痛
烈
な
刺
激
を
受
け

る
。
そ
れ
が
劇
し
く
な
る
と
、
晴
天
か
ら
来
る
日
光
の
反
射
に

さ
へ
堪
へ
難
く
な
る
事
が
あ
っ
た
。
さ
う
云
ふ
時
に
は
、
成
る

可
く
世
間
と
の
交
渉
を
稀
薄
に
し
て
、
朝
で
も
午
で
も
構
は
ず

痣
る
工
夫
を
し
た
。
(
+
)

画
工
も
代
助
も
神
経
が
過
敏
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
経
を
静
め
る

た
め
に
「
睡
眠
」
を
利
用
す
る
。
く
（
こ
の
点
、
似
た
感
性
を
も
っ
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
似
た
感
性
や
価
値
観
、
経
済
的
状
況
な
ど
を
付
与
さ

れ
た
二
人
で
は
あ
る
が
、
『
草
枕
』
と
『
そ
れ
か
ら
』
は
対
照
的
な

結
末
を
迎
え
る
。
『
草
枕
』
の
画
工
は
那
美
の
行
動
に
幾
度
と
な
く

驚
か
さ
れ
は
す
る
が
、
彼
女
を
「
胸
中
の
画
面
」
に
封
じ
込
め
る
こ

と
で
精
神
の
安
定
を
保
っ
た
。
一
方
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
は
、

《
思
ひ
切
つ
て
三
千
代
の
上
に
、
掩
つ
被
さ
る
様
に
烈
し
く
働
き
掛

け
》
（
十
四
）
る
こ
と
で
安
定
し
た
「
精
神
生
活
」
を
自
ら
破
壊
し
、

《
世
の
中
が
真
赤
に
》
(
+
七
）
な
る
ほ
ど
の
精
神
的
な
危
機
に
見

(
4
)
 

舞
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
類
似
し
た
性
質
を
も
っ
た
二
人
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

対
照
的
な
運
命
に
陥
る
の
は
、
何
が
問
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
考
え
る
に
は
、
二
人
の
行
為
、
あ
る
い
は
置
か
れ
た
状
況
の
違

い
を
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

二
人
の
行
為
の
差
異
は
た
だ
一
点
に
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

「
恋
愛
」
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
『
草
枕
』
の
画
工

は
「
恋
愛
」
に
陥
ら
な
か
っ
た
が
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
は
「
恋

愛
」
に
陥
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

二
人
の
状
況
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
「
四
」
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、

一
言
で
い
っ
て
お
く
と
、
経
済
的
状
況
の
違
い
に
収
傲
さ
れ
る
。
先

に
、
二
人
の
類
似
点
と
し
て
挙
げ
て
い
た
経
済
の
状
況
が
、
実
は
本

質
的
に
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
画
工
の
「
恋
愛
」
に
対
す
る
態
度
を
見
よ
う
。
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「
非
人
情
」
の
哲
学
を
二
」
に
お
い
て
掲
げ
、
《
是
か
ら
逢
ふ

人
間
に
は
超
然
と
遠
き
上
か
ら
見
物
す
る
気
で
、
人
情
の
電
気
が
無

暗
に
双
方
で
起
ら
な
い
様
に
す
る
》
と
「
恋
愛
」
な
ど
の
人
情
が
絡

む
出
来
事
に
対
し
て
予
め
警
戒
の
姿
勢
を
と
っ
て
画
工
は
那
美
と
出

会
う
。
し
か
し
、
幾
度
と
な
く
那
美
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
最
も
「
恋

愛
」
に
陥
る
危
険
が
高
か
っ
た
場
面
の
一
っ
が
「
九
」
で
あ
ろ
う
。

(

5

)

 

《
ち
ょ
っ
と
し
た
文
学
問
答
》
を
交
わ
し
て
い
た
画
エ
と
那
美
が
不

意
打
ち
の
地
震
に
よ
っ
て
近
付
く
。

「
雉
子
が
」
と
余
は
窓
の
外
を
見
て
云
ふ
。

「
ど
こ
に
」
と
女
は
崩
し
た
、
か
ら
だ
を
擦
寄
せ
る
。
余
の

顔
と
女
の
顔
が
触
れ
ぬ
許
り
に
近
付
く
。
細
い
鼻
の
穴
か
ら
出

る
女
の
呼
吸
が
余
の
髭
に
さ
は
っ
た
。

「
非
人
情
で
す
よ
」
と
女
は
忽
ち
坐
住
居
を
正
し
な
が
ら
屹

と
云
ふ
。

「
無
論
」
と
言
下
に
余
は
答
へ
た
。

こ
こ
で
二
人
が
踏
み
止
ま
っ
た
の
は
、
「
非
人
情
」
の
態
度
を
共

有
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
画
工
か
ら
教
え
ら
れ

て
い
た
「
非
人
情
」
の
言
葉
を
、
こ
こ
で
は
那
美
の
方
が
使
っ
て
い

(
6
)
 

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
非
人
情
」
の
教
師
で
あ
る
画
工
も
那

美
の
「
非
人
情
」
の
提
案
に
同
意
す
る
。
つ
ま
り
、
二
人
は
際
ど
い

と
こ
ろ
で
「
恋
愛
」
に
陥
る
の
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
の
直
前
に
、
画
工
は
小
説
の
読
み
方
と
絡
め
て

愛
」
に
対
す
る
態
度
も
語
っ
て
い
る
。

「
全
く
で
す
。
画
工
だ
か
ら
、
小
説
な
ん
か
初
か
ら
仕
舞
迄

読
む
必
要
は
な
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
こ
を
読
ん
で
も
面

白
い
の
で
す
。
あ
な
た
と
話
を
す
る
の
も
面
白
い
。
こ
ヽ
ヘ
逗

留
し
て
ゐ
る
う
ち
は
毎
日
話
を
し
た
い
位
で
す
。
何
な
ら
あ
な

た
に
惚
れ
込
ん
で
も
い
ヽ
。
さ
う
な
る
と
猶
面
白
い
。
然
し
い

く
ら
惚
れ
て
も
あ
な
た
と
夫
婦
に
な
る
必
要
は
な
い
ん
で
す
’

惚
れ
て
夫
婦
に
な
る
必
要
が
あ
る
う
ち
は
、
小
説
を
初
か
ら
仕

舞
迄
読
む
必
要
が
あ
る
ん
で
す
」

「
す
る
と
不
人
情
な
惚
れ
方
を
す
る
の
が
画
工
な
ん
で
す

ね」

「
不
人
情
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
非
人
情
な
惚
れ
方
を
す
る
ん

で
す
。
小
説
も
非
人
情
で
読
む
か
ら
、
筋
な
ん
か
ど
う
で
も
い

ヽ
ん
で
す
。
か
う
し
て
、
御
簸
を
引
く
や
う
に
、
ば
つ
と
開
け

て
、
開
い
た
所
を
、
漫
然
と
読
ん
で
る
の
が
面
白
い
ん
で
す
」

小
説
を
読
む
に
も
、
魅
力
的
な
異
性
に
対
応
す
る
に
も
、
「
非
人 「恋
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情
」
の
理
念
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
那
美
に
好
意
は

も
ち
な
が
ら
《
非
人
情
な
惚
れ
方
》
を
す
れ
ば
《
夫
婦
に
な
る
必
要

は
な
い
》
。
つ
ま
り
、
「
恋
愛
」
に
踏
み
込
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
そ
れ
か
ら
』
を
想
起
し
て
み
る
と
、
代
助
は
《
非
人
情
な

惚
れ
方
》
が
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
に
《
夫
婦
に
な
る
必
要
》
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
画
エ
と
代
助
は
「
恋
愛
」
に
対
し
て
対

照
的
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。

幾
度
と
な
く
那
美
に
驚
か
さ
れ
な
が
ら
も
画
工
は
最
後
ま
で
「
非

人
情
」
を
放
棄
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
恋
愛
」
に
陥
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
非
人
情
」
に
徹
す
る
姿
勢

に
は
漱
石
自
身
も
疑
問
を
も
っ
た
の
か
、
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
で
画

工
の
生
き
方
を
否
定
し
て
い
る
。

只
き
れ
い
に
う
つ
く
し
く
暮
ら
す
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と

い
ふ
事
は
生
活
の
意
義
の
何
分
一
か
知
ら
ぬ
が
矢
張
り
極
め
て

僅
小
な
部
分
か
と
思
ふ
。
で
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な

い
。
あ
れ
も
い
ヽ
が
矢
張
り
今
の
世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ

い
所
を
通
さ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
プ
セ
ン
流
に
出
な

く
て
は
い
け
な
い
。
（
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日
）

し
か
し
、
公
表
を
前
提
と
し
て
い
な
い
書
簡
と
い
う
性
格
か
ら
言

え
ば
、
こ
れ
は
鈴
木
三
重
吉
と
い
う
個
人
に
向
け
た
漱
石
個
人
の
意

見
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
る
。
冒
頭
に
も
《
只
―
つ
君
に
教
訓
し
た

き
事
が
あ
る
。
》
と
書
い
て
あ
る
。
読
者
も
、
そ
の
意
見
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
根
拠
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
作
品
の

成
立
順
に
従
い
、
『
そ
れ
か
ら
』
を
『
草
枕
』
へ
の
批
判
的
考
え
か

ら
生
れ
た
作
品
と
す
る
よ
う
な
、
作
者
の
人
生
に
沿
っ
た
「
歴
史
」

的
見
方
を
、
こ
こ
で
は
採
用
し
な
い
。
あ
く
ま
で
同
一
平
面
上
に
並

ん
だ
対
等
の
作
品
と
し
て
分
析
す
る
。
漱
石
に
と
っ
て
は
『
草
枕
』

か
ら
幾
つ
か
の
作
品
を
経
由
し
て
『
そ
れ
か
ら
』
へ
と
い
う
流
れ
は

必
然
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
読
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
読
者
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
か
ら
『
明
暗
』
へ

順
番
に
漱
石
作
品
と
出
会
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

私
は
、
ま
ず
『
草
枕
』
に
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
『
草
枕
』
の
「
非

}
9
)
 

人
情
」
に
漱
石
の
「
可
能
性
の
中
‘JL
」
を
見
て
い
る
。

「
非
人
情
」
に
徹
し
、
「
恋
愛
」
を
避
け
た
画
工
だ
が
、
一
方
、

代
助
は
「
恋
愛
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
代
助
の
「
恋
愛
」
に
対
す
る

根
本
的
な
疑
問
で
あ
る
。

平
岡
か
ら
三
千
代
を
《
貰
い
た
い
と
云
ふ
意
志
を
》
打
ち
明
け
ら

四
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れ
た
と
き
、
代
助
は
《
愉
快
だ
っ
た
》
上
に
平
岡
の
た
め
に
泣
い
て

《
三
千
代
を
周
旋
し
や
う
と
盟
つ
》
て
い
る
（
十
六
）
。
そ
う
し
て

実
際
に
周
旋
し
て
い
る
。
当
時
は
、
三
千
代
へ
の
想
い
は
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
似
た
状
況
に
置
か
れ
た

『
こ
ヽ
ろ
』
の
「
先
生
」
と
比
べ
て
も
わ
か
る
。

K
か
ら
《
御
嬢
さ

ん
に
対
す
る
切
な
い
恋
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
》
（
「
下
先
生
と
遺
書

三
十
六
」
）
後
、
．
「
先
生
」
は
K
を
出
し
抜
い
て
し
ま
う
。
代
助
は

こ
の
「
先
生
」
の
よ
う
に
す
ら
行
動
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、

《
「
平
岡
、
僕
は
君
よ
り
前
か
ら
三
千
代
さ
ん
を
愛
し
て
ゐ
た
の
だ

よ
」
》
(
+
六
）
と
い
う
言
葉
に
は
疑
問
が
付
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

越
智
治
雄
は
「
意
識
の
詐
術
」
と
い
う
分
析
を
し
て
《
三
千
代
へ
の

愛
を
虚
偽
を
あ
え
て
し
て
振
り
捨
て
た
と
い
う
よ
り
、
断
念
で
き
る

(
8
)
 

程
度
に
し
か
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
》
と
指

摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
論
も
、

意
外
に
少
な
い
。
代
助
の
三
千
代
へ
の
想
い
を
疑
わ
な
い
論
は
、
近

代
以
降
、
西
洋
的
な
「
恋
愛
」
観
の
導
入
に
よ
っ
て
変
質
し
た
も
の

で
あ
る
「
恋
愛
」
を
あ
ま
り
に
自
明
の
も
の
1
1
自
然
と
し
て
考
え
す

ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

夏
目
漱
石
の
恋
愛
観
を
考
え
る
と
き
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
お
そ
ら
く
漱
石
1
1
金
之
助
に
と
っ
て
「
恋
愛
」
は
自
明
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
日
本
に
西
欧
的

「
恋
愛
」
の
観
念
を
導
入
し
た
の
は
北
村
透
谷
と
み
な
さ
れ
て
い

(
9
)
 

る
。
透
谷
と
同
世
代
の
漱
石
1
1
金
之
助
は
い
わ
ば
「
恋
愛
」
が
日
本

に
定
着
す
る
過
渡
期
に
青
年
時
代
を
送
っ
て
お
り
、
「
恋
愛
」
を
始

め
か
ら
「
人
生
の
秘
鍮
」
（
北
村
透
谷
）
と
し
て
身
に
着
け
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
漱
石
の
恋
愛
観
は
も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
文
芸
を

読
む
こ
と
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
漱
石
の
伝
記

は
色
っ
ぽ
い
挿
話
を
徹
底
し
て
欠
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
「
全
体

(IO) 

的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
を
必
要
と
す
る
「
恋
愛
」
は
無
か
っ
た
。
具

体
的
な
挿
話
が
無
い
か
ら
こ
そ
、
今
ま
で
様
々
な
恋
人
の
「
想
像
1
1

(11) 

創
造
」
を
喚
起
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ど
れ
も
確
定
で
き
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
ど
の
女
性
と
も
具
体
的
な
「
恋
愛
」
は
な
か
っ
た
と
考
え

て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
恋
愛
」
を
自
明
の
も
と
の
し
な
い
漱
石
自
身
が
、
た

と
え
ば
『
こ
ヽ
ろ
』
の
「
先
生
」
や
『
彼
岸
過
迄
』
の
須
永
の
造
形

に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
下
宿
先
の
未
亡
人
の
娘
に
惹
か

れ
つ
つ
も
、
未
亡
人
や
御
嬢
さ
ん
の
「
策
略
」
を
疑
い
、

K
を
「
媒

介
者
」
と
し
て
自
分
と
御
嬢
さ
ん
と
の
関
係
に
引
き
込
ま
な
け
れ
ば

(12) 

「
恋
愛
」
に
飛
び
込
め
な
か
っ
た
『
こ
ヽ
ろ
』
の
「
先
生
」
。
あ
る

い
は
、
千
代
子
と
高
木
の
関
係
に
嫉
妬
し
、
そ
の
嫉
妬
心
を
認
め
な

が
ら
も
、
思
い
切
っ
た
態
度
に
出
ら
れ
な
い
須
永
。
彼
ら
は
、
お
そ

ら
く
「
恋
愛
」
自
体
に
対
す
る
疑
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
疑
い
は
作
者
で
あ
る
漱
石
自
身
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
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以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
、
「
恋
愛
」
を
自
明
の
も
の
と
し
な

い
見
方
で
、
『
そ
れ
か
ら
』
を
眺
め
て
み
る
。
「
十
三
」
の
結
末
部
で

代
助
は
今
後
の
自
分
が
と
る
行
動
を
二
者
択
一
に
絞
る
。

①
「
自
然
1
1
天
意
」
に
従
っ
て
、
三
千
代
を
選
ぶ
。

②
《
自
己
の
意
志
に
殉
》
じ
て
三
千
代
を
断
念
す
る
1
1

《
父
や
艘
か

ら
勧
め
ら
れ
て
ゐ
た
結
婚
》
を
承
諾
す
る
。

ー
と
い
う
二
者
択
一
で
あ
る
。

他
に
、
③
「
三
千
代
を
断
念
し
、
か
つ
結
婚
を
断
る
」
と
い
う
選

択
肢
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
代
助
が
経
済
的
に
自
立
し
て
い
な

い
た
め
に
排
除
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
③
を
選
択
し
た
場
合
、
《
父
子

絶
縁
の
状
態
》
（
十
三
）
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
《
け
れ
ど
も
、
其
苦

痛
は
堪
え
得
ら
れ
な
い
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
そ
れ
か

ら
生
ず
る
財
源
の
杜
絶
の
方
が
恐
ろ
し
か
っ
た
》
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し
、
実
は
代
助
の
恐
れ
に
は
不
可
解
な
面
が
あ
る
。
石
原
千

(13) 

秋
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
代
助
が
月
々
の
生
活
費
を
父
か
ら
受
け
取

る
の
は
、
明
治
民
法
に
定
め
ら
れ
た
当
然
の
権
利
で
あ
り
、
戸
主
に

は
扶
養
の
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
代
助
が
③
を
選
択
し
た

と
し
て
も
、
「
財
源
の
杜
絶
」
を
心
配
す
る
必
然
性
は
全
く
な
い
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
代
助
が
単
に
民
法
の
規
定
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え

ろ
う
か
。

ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
③
を
選
択
し
、
父
か
ら
厭
き
ら
れ
て
も
援
助

を
受
け
続
け
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
か
。
後
者
は
、
そ
れ
ま

で
の
代
助
の
態
度
か
ら
鑑
み
て
不
可
解
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
多
少

穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
あ
え
て
代
助
は
自
分
を
追
い
込
も
う
と
し

て
い
た
か
ら
、
③
の
可
能
性
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
者
の
レ
ベ
ル
で
は
、
③
を
選
択
さ
れ

る
と
「
小
説
」
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
色
々
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
読
み
を
一
っ
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
作
中
の
情

報
不
足
か
ら
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

当
面
の
問
題
は
、
代
助
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
で
あ
り
、

主
観
的
に
は
「
財
源
の
杜
絶
」
を
恐
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

《
代
助
は
平
生
か
ら
物
質
的
状
況
に
重
き
を
置
》
(
+
六
）
い
て
い

た
。
法
律
の
事
実
と
は
、
関
係
が
な
い
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
③
を
否
定
す
る
決
定
的
な
考
え
が
展
開
さ
れ
る
。

も
し
馬
鈴
著
が
金
剛
石
よ
り
大
切
に
な
っ
た
ら
、
人
間
は
も
｀

う
駄
目
で
あ
る
と
、
代
助
は
平
生
か
ら
考
へ
て
ゐ
た
。
向
後
父

の
怒
に
触
れ
て
、
万
一
金
銭
上
の
関
係
が
絶
え
る
と
す
れ
ば
、

彼
は
厭
で
も
金
剛
石
を
放
り
出
し
て
、
馬
鈴
薯
に
噛
り
付
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
其
償
に
は
自
然
の
愛
が
残
る
丈

で
あ
る
。
其
愛
の
対
象
は
他
人
の
細
君
で
あ
っ
た
。
（
十
三
）
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
代
助
が
心
配
す
る
の
は
、
ま
ず
経
済
的

な
問
題
1
1

「
物
質
的
状
況
」
な
の
で
あ
っ
て
、
三
千
代
へ
の
愛
は

「
財
源
の
杜
絶
」
の
代
償
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
見
方
か
ら
も
、
代
助
の
三
千
代
へ
の
愛
は
疑
わ
れ
る
。

二
者
択
一
の
問
題
に
戻
せ
ば
、
勧
め
ら
れ
て
い
る
結
婚
を
断
っ
た

場
合
の
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
「
父
か
ら
経
済
的
な
援
助
が
断
た

れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
代
助
は
、
せ
め
て
三
千
代
を

手
に
入
れ
な
け
れ
ば
報
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
自
ず
と
選
択
肢
は
①
か
②
に
限
ら
れ
、
財
源
も
三
千
代
も
失

う
可
能
性
が
あ
る
③
は
選
択
肢
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
代
助
が
何
度
も
使
う
「
自

然
」
と
い
う
語
は
、
決
し
て
自
然
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ

(14) 

ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
自
然
」
は
、
代
助
の
理
念
と
し
て
仮
構
さ
れ
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
十
三
」
に
お
い
て
「
自
分
の

自
然
」
と
い
う
言
い
方
を
代
助
が
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
自
然
」
は
自
己
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
あ
く
ま
で
「
自
分
」
固
有
の
「
自
然
」

な
の
で
あ
る
。

小
谷
野
敦
も
、
こ
の
仮
構
さ
れ
た
「
自
然
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
る
。

読
者
は
、
佐
川
の
娘
と
の
〈
共
同
体
の
制
度
〉
と
し
て
の
縁

談
を
父
親
に
強
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
代
助
に
、
押
し
隠
し
て
い

た
三
千
代
へ
の
愛
を
、
〈
自
然
〉
と
し
て
発
見
さ
せ
る
契
機
と

な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
読
み
方
を
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の

〈
自
然
〉
は
、
〈
制
度
〉
を
否
定
す
る
た
め
に
栴
え
ら
れ
た
も

(15) 

の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

念
がと

こ
ろ
で
、
『
草
枕
』
に
関
し
て
「
画
工
は
非
人
情
で
は
い
ら
れ

(16) 

な
か
っ
た
」
と
か
、
『
そ
れ
か
ら
』
で
は
「
代
助
の
自
然
は
虚
偽
で

あ
る
」
な
ど
の
批
判
が
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は

五

制
度
を
否
定
す
る
た
め
に
栴
え
ら
れ
た
「
自
然
」
。
代
助
の
理
念

と
し
て
の
「
自
然
」
は
、
『
草
枕
』
の
画
工
で
は
「
非
人
情
」
に
対

応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
前
半
部
で
は
画
工
の
よ

う
に
「
非
人
情
」
の
理
念
で
生
活
し
て
い
た
代
助
だ
が
、
三
千
代
の

接
近
と
父
か
ら
の
縁
談
の
圧
力
と
い
う
、
差
し
迫
る
二
つ
の
状
況
に

対
し
て
「
非
人
情
」
の
理
念
を
放
棄
し
、
「
自
然
」
と
い
う
理
念
に

従
っ
て
三
千
代
と
の
「
恋
愛
」
に
飛
び
込
ん
で
い
く
、
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
『
そ
れ
か
ら
』
は
、
代
助
の
理

「
非
人
情
」
か
ら
「
自
然
」
に
転
換
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
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「
非
人
情
」
や
「
自
然
J

を
理
念
と
し
て
見
れ
ば
、
意
味
を
な
さ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
非
人
情
」
で
い
ら
れ
な
い
か
ら
「
非
人
情
」
を

標
榜
し
、
「
自
然
」
に
振
舞
え
な
い
か
ら
「
自
然
」
を
表
明
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
理
念
の
機
能
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、

(17) 

理
念
は
本
来
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な
の
で
あ
る
。
何
の
苦
も
な
く

「
非
人
情
」
や
「
自
然
」
を
実
践
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
念
と
し

て
は
必
要
な
い
。
柄
谷
行
人
は
理
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

カ
ン
ト
は
理
念
（
イ
デ
ー
）
を
理
論
的
に
は
仮
象
で
あ
る
と

し
て
斥
け
た
が
、
実
践
的
に
は
そ
れ
が
必
要
で
あ
り
ま
た
統
整

的
に
機
能
す
る
と
考
え
て
い
た
。
理
念
は
、
実
現
さ
れ
な
い
か

(18) 

ら
こ
そ
理
念
な
の
で
あ
る
。

実
現
で
き
な
い
と
考
え
つ
つ
も
、
理
念
な
ど
は
無
意
味
だ
と
い
っ

た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
り
せ
ず
に
あ
え
て
理
念
を
掲
げ
て
実
践
す

る
。
そ
こ
に
は
あ
る
〈
倫
理
〉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
非
人
情
」
で
あ
れ
「
自
然
」
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
理
念

は
元
来
、
「
空
虚
」
で
あ
る
。
意
味
1
1
実
体
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ

の
「
空
虚
」
を
埋
め
る
の
は
、
理
念
を
掲
げ
る
当
人
の
行
為
で
あ
り
、

そ
の
行
為
に
対
し
て
他
人
が
付
与
す
る
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理

念
は
後
か
ら
、
遅
れ
て
実
体
化
す
る
。
こ
こ
で
意
味
を
与
え
る
他
人

と
は
、
作
中
人
物
各
々
で
あ
り
、
漱
石
作
品
の
読
者
各
々
の
こ
と
だ

ろ
う
。
こ
の
理
念
の
性
質
は
、
意
味
は
事
後
的
に
し
か
見
出
し
得
な

い
と
い
う
認
識
と
も
関
連
し
て
く
る
。

画
工
は
「
非
人
情
」
と
い
う
理
念
に
従
っ
て
「
恋
愛
」
を
回
避
し
、

代
助
は
「
自
然
」
と
い
う
理
念
に
従
っ
て
「
恋
愛
」
に
陥
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
ど
ち
ら
の
選
択
が
よ
い
か
、
と
い
う
価
値
判
断
は

一
般
的
に
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
個
々
の
〈
倫
理
〉
に
基
づ
い
て

判
断
さ
れ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
元
々
類
似
し
た
造
形
を
さ
れ
た
画
エ
と
代
助

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
状
況
に
対
し
、
異
な
っ
た
理
念
に
よ
っ
て

〈
倫
理
〉
的
に
自
ら
の
態
度
を
選
択
し
た
。
〈
倫
理
〉
は
〈
道
徳
〉

(19) 

と
違
っ
て
本
来
、
各
個
人
で
異
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
、
漱
石
は
有
名
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
自

己
本
位
」
で
あ
る
。

そ
の
結
末
は
大
き
く
違
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
『
草
枕
』
の
画
工
も

『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
も
、
共
に
自
ら
課
し
た
理
念
に
従
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
「
自
己
本
位
」
に
徹
し
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
漱
石
自
身
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
「
自
己
本
位
」
こ
そ

が
、
生
き
る
た
め
の
理
念
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
漱
石
論
へ

と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
契
機
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
1
)
東
郷
克
美
「
「
草
枕
」
水
・
眠
り
・
死
」
（
『
別
冊
國
文
學
．

夏
目
漱
石
必
携
II
』
別
冊
第
14
号
昭
和
五
七
・
五
）
。

(
2
)
蓮
寅
重
彦
「
横
た
わ
る
漱
石
」
（
『
國
文
學
』
第
19
巻
第
13
号

昭
和
四
九
・
―
-
）
。
『
夏
目
漱
石
論
』
（
青
土
社
昭
和
五
三

注
蛇
足
的
に
付
け
加
え
る
と
、
「
非
人
情
」
を
『
草
枕
』
の
画
工
の

理
念
と
し
、
「
自
然
」
を
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
理
念
と
見
る
こ

と
は
、
漱
石
の
他
の
作
品
に
も
応
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

『
こ
ヽ
ろ
』
の
「
先
生
」
に
は
「
明
治
の
精
神
」
と
い
う
理
念
を
見

(20) 

出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
こ
こ
が
、
漱
石
が

倫
理
的
な
作
家
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
漱
石
の
作
中
人
物
に
は
、
何
ら
か
の
理
念
が
見
出
さ
れ
る
か

(21) 

ら
で
あ
る
。
〈
倫
理
〉
的
で
あ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
個
人
な

り
の
理
念
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

大
げ
さ
に
言
え
ば
、
漱
石
の
作
品
は
、
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の

〈
倫
理
〉
を
読
み
取
る
〈
場
〉
で
あ
り
、
読
者
自
身
の
〈
倫
理
〉
を

問
い
直
す
こ
と
を
喚
起
す
る
〈
場
〉
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

よ
う
な
読
み
方
も
一
般
化
で
き
な
い
こ
と
は
常
に
意
識
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
読
み
を
一
般
化
し
て
、
他
に
対
し
て
超
越

的
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
〈
倫
理
〉
と
は

呼
べ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・1 0
)
所
収
。

(
3
)
画
工
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。

画
工
は
作
品
中
で
絶
え
ず
動
揺
し
、
「
非
人
情
」
は
崩
壊
す
る

と
い
う
見
方
と
、
画
工
は
し
ば
し
ば
那
美
の
意
表
を
つ
く
行
動

に
驚
か
さ
れ
は
す
る
が
、
結
末
の
「
胸
中
の
画
面
」
の
完
成
に

至
る
ま
で
綻
び
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
後
者
の
立
場
を
と
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
と
比
較
す
れ
ば
、

画
工
の
精
神
状
態
が
代
助
よ
り
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
の
は

確
か
だ
か
ら
だ
。

(
4
)
『
そ
れ
か
ら
』
の
結
末
に
関
し
て
も
様
々
な
解
釈
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
『
草
枕
』
と
の
比
較
で
、
代
助
は
精
神
的
危
機
に
見

舞
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
解
釈
を
と
る
。

(
5
)
前
田
愛
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』
（
筑
摩
書
房
一
九
八
八

・
三
）
「
第
一
章
読
書
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
。
引
用
は
『
増
補

文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九
三
・
九

九
頁
）
か
ら
。

(
6
)
「
非
人
情
」
の
教
育
と
い
う
観
点
は
、
小
森
陽
一
「
写
生
文

と
し
て
の
『
草
枕
』

1

湧
き
出
す
言
葉
、
流
れ
る
言
説
」

（
『
國
文
學
』
第
37
巻
第
5
号
平
成
四
・
五
）
に
示
唆
を
受

け
た
。
た
だ
し
小
森
の
論
で
は
、
「
教
育
」
す
る
の
は
那
美
の

方
で
あ
る
。

(
7
)
小
森
陽
一

「
解
説
」
（
柄
谷
行
人
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
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一
九
九
O
・

七

ニ
四
一
＼
二

の
中
心
』
講
談
社
学
術
文
庫

五
四
頁
）
を
参
照
。

(
8
)
越
智
治
雄
「
『
そ
れ
か
ら
』
論
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5

集
昭
和
四
一
・
―
一
）
。
『
漱
石
私
論
』
（
角
川
書
店
昭
和

四
六
・
六
）
所
収
。

(
9
)
作
田
啓
一
「
恋
愛
観
と
家
族
観
ー
ー
北
村
透
谷
と
巌
本
善
治

ー
」
（
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
I
』
有
斐
閣
昭
和
四
三
・

―
-
）
、
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
（
岩
波
新
書
一
九
八

ニ
・
四
）
な
ど
参
照
。
し
か
し
、
小
谷
野
敦
は
、
「
恋
愛
」
が

明
治
期
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
に
反
論
し
て
い
る
。
『
男
で
あ

る
こ
と
の
困
難
恋
愛
・
日
本
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
（
新
曜
社

一
九
九
七
•

I
 

0
)
を
参
照
。

(10)
作
田
啓
一
「
恋
愛
観
と
家
族
観
1

北
村
透
谷
と
巌
本
善
治

|」

(
1
1
)夏
目
鏡
子
述
•
松
岡
譲
筆
録
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
（
改
造
社

昭
和
三
・
―
一
）
、
江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
一

部
』
『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
二
部
』
（
新
潮
社
昭
和
四
五
・

八
）
、
小
坂
晋
『
漱
石
の
愛
と
文
学
』
（
講
談
社
昭
和
四
九
・

三
）
、
宮
井
一
郎
『
夏
目
漱
石
の
恋
』
（
筑
摩
書
房
昭
和
五
一

・I 0
)
、
石
川
悌
二
『
夏
目
漱
石
ー
そ
の
実
像
と
虚
像
』
（
明

治
書
院
昭
和
五
五
．
―
一
）
等
を
参
照
。

―
二
四

(12)
こ
の
解
釈
は
、
作
田
啓
一
『
個
人
主
義
の
運
命
』
（
岩
波
新

書
一
九
八
一

・1
0
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
「
媒
介

者
」
も
作
田
が
ジ
ラ
ー
ル
を
援
用
し
て
提
示
し
た
概
念
で
あ
る
。

(13)
石
原
千
秋
「
反
1
1
家
族
小
説
と
し
て
の
「
そ
れ
か
ら
」
」

（
『
東
横
国
文
学
』
第
19
号
昭
和
六
ニ
・
三
）
。

(14)
こ
こ
で
の
理
念
は
、
「
理
想
で
あ
り
、
な
お
か
つ
行
動
の
規

範
と
な
る
観
念
」
と
定
義
す
る
。
・

(15)
小
谷
野
敦
『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
』
（
中
公
新
書

一
九
九
五
・
三
一
三
一

s
一
三
二
頁
）
。

(16)
中
島
国
彦
に
よ
れ
ば
《
「
非
人
情
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ

れ
が
少
し
ず
つ
崩
壊
す
る
の
が
『
草
枕
』
の
ド
ラ
マ
で
も
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
。
》
（
「
作
中
人
物
事
典
」
『
別
冊
園
文
學
・
夏
目

漱
石
事
典
』
三
好
行
雄
編
平
成
ニ
・
七
）
と
解
釈
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
見
て
い
る
よ
う
に
、
『
そ
れ
か
ら
』
と
比
べ

る
と
画
工
の
「
非
人
情
」
は
崩
壊
な
ど
し
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
な
い
。

(17)
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
松
浦
寿
輝
「
真

理
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ヘ
」
（
小
林
康
夫
／
船
曳
建
夫
・
編

『
知
の
モ
ラ
ル
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
六
•
四
）
に

拠
っ
た
。

(18)
柄
谷
行
人
「
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
」
（
『
ヒ
ュ
ー
モ

ア
と
し
て
の
唯
物
論
』
筑
摩
書
房
一
九
九
三
・
八
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頁）。

(19)
〈
倫
理
〉
と
〈
道
徳
〉
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
に

依
拠
し
て
松
浦
寿
輝
が
明
確
に
定
義
し
て
い
る
。
《
他
か
ら
1

上
か
ら
—
—
押
し
つ
け
ら
れ
た
強
制
的
な
規
範
で
あ
る
「
モ

ラ
ル
」
に
対
し
て
、
私
た
ち
自
身
の
「
生
」
に
内
在
し
、
私
た

ち
が
み
ず
か
ら
一
瞬
ご
と
に
定
義
し
直
し
、
形
成
し
、
修
正
し
、

解
体
し
、
再
形
成
し
つ
づ
け
る
終
り
の
な
い
運
動
の
中
に
あ
る

も
の
が
「
エ
チ
カ
」
で
す
》
（
「
真
理
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

へ
」
）
。
も
ち
ろ
ん
、
「
モ
ラ
ル
」
が
〈
道
徳
〉
、
「
エ
チ
カ
」
が

〈
倫
理
〉
と
な
る
。

(20)
こ
の
論
で
の
読
み
を
適
用
す
れ
ば
、
「
先
生
」
は
「
明
治
の

精
神
」
と
い
う
理
念
に
従
っ
て
自
殺
す
る
が
、
そ
の
こ
と
も
や

は
り
一
般
的
に
は
価
値
判
断
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
、
と
な
る
。

『
こ
ヽ
ろ
』
に
は
、
「
私
」
が
遺
書
や
自
殺
の
事
実
を
ど
う
受

け
止
め
た
か
が
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
こ
ヽ
ろ
』
が
多
様
な

解
釈
を
生
み
、
時
に
論
争
ま
で
発
展
す
る
の
は
、
こ
の
情
報
の

欠
如
に
よ
る
だ
ろ
う
。

(21)
も
ち
ろ
ん
、
例
外
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
坑
夫
』
と
い
う

作
品
で
あ
る
。
『
坑
夫
』
で
は
、
「
自
分
」
に
一
貫
し
た
理
念
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
無
性
格
論
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
松
浦
の
言
う
《
み
ず
か
ら
一
瞬
ご
と
に
定

義
し
直
し
、
形
成
し
、
修
正
し
、
解
体
し
、
再
形
成
し
つ
づ
け

る
終
り
の
な
い
運
動
の
中
に
あ
る
も
の
》
と
い
う
意
味
で
の

「
エ
チ
カ
」
を
見
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

付
記
漱
石
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
（
全
28
巻
・
別
巻
ー

岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
適
宜
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、

ル
ビ
を
省
略
し
た
。
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