
一

夏
目
漱
石
「
こ
ゝ
ろ
」
の
先
生
と
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
大
き
く

分
け
て
ふ
た
つ
の
見
方
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
両
者
の
人
間
性
は
異

な
り
、「
私
」
は
先
生
の
死
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
ゆ
く
、
と
い
う

（
�
）

（
�
）

考
え
方
だ
。
そ
の
代
表
が
小
森
陽
一
や
石
原
千
秋
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
両
者
の
類
似
性
に
注
目
す
る
考
え

方
だ
。
断
片
的
な
引
用
の
羅
列
に
な
る
が
、「
精
神
的
同
族
」（
江
藤

（
�
）

淳
「
明
治
の
一
知
識
人
」）、「
先
生
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
」（
越
智
治
雄

（
�
）

「
こ
ゝ
ろ
」）、「
精
神
的
同
族
」（
桶
谷
秀
昭
「
淋
し
い
「
明
治
の
精

（
�
）
神
」」）、「
人
生
の
仰
ぐ
べ
き
先
行
者
」（
佐
々
木
雅
發
「
静
の
心
、

（
�
）

そ
の
他
」）
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
の
を
代
表
と
し
て
選
ん
で
お
き

た
い
。

右
に
挙
げ
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
蓮
實
重
彦
の
発
言
が
あ

（
�
）

る
。
小
森
石
原
と
の
鼎
談
「『
こ
ゝ
ろ
』
の
か
た
ち
」
で
の
も
の
だ
。

気
に
な
る
の
は
あ
の
「
私
」
の
文
体
と
、
そ
れ
か
ら
「
先
生
」

の
文
体
と
の
差
異
の
な
さ
な
ん
で
す
。
あ
た
か
も
「
私
」
が
「
先

生
」
に
な
り
代
わ
っ
て
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど

「
先
生
」
と
「
私
」
の
文
体
に
差
異
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
も

う
一
つ
、
非
常
に
気
味
が
悪
い
。
漱
石
が
そ
ん
な
こ
と
に
気
が
付

い
て
い
な
い
は
ず
な
い
と
思
う
。
気
が
付
い
て
い
な
い
は
ず
が
な

い
の
に
、
い
く
つ
か
文
体
上
の
特
徴
さ
え
拾
い
上
げ
る
く
ら
い

に
、
同
じ
言
い
回
し
を
し
て
い
る
。

次
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
、
少
な
く
と
も
「
私
」
と

い
う
形
で
自
分
を
指
示
す
る
人
物
が
二
人
存
在
す
る
と
い
う
事
実

夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』

│
│
「
私
」
の
「
真
面
目
」
│
│

東

典

幸
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が
気
に
な
り
ま
す
。
第
一
の
人
物
は
話
者
で
あ
り
、
第
二
の
人
物

は
話
者
に
与
え
ら
れ
た
手
紙
に
語
ら
れ
て
い
る
物
語
の
話
者
で
あ

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
漱
石
は
、
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、
ど
こ

か
で
融
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
意
図
さ
え
あ
っ
た
か
と
思
う

ほ
ど
、
そ
の
二
つ
の
「
私
」
の
反
応
等
は
似
て
い
る
。
そ
れ
が
ま

た
非
常
に
薄
気
味
悪
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
蓮
實
重
彦
は
、「
お
そ
ら
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
い
う
も
の
は
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
の
主
語
が
同
じ
作
品
の
中

に
二
つ
出
て
き
た
ら
、
似
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
宿
命
を
背
負
っ
て

ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
少
な
く
て
も
、
あ
る
種

の
近
代
小
説
の
中
で
、
明
ら
か
に
帰
属
の
違
う
「
私
」
と
い
う
言
葉

が
書
か
れ
て
い
て
も
、
形
式
的
に
類
似
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
ち
ゃ

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
こ
ゝ
ろ
」
と
い

う
作
品
が
、
ほ
と
ん
ど
の
人
物
に
名
が
無
く
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
的

背
景
が
括
弧
に
く
く
ら
れ
た
「
抽
象
化
さ
れ
た
世
界
」
で
あ
る
た
め

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
両
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
異
な
る
、
と
蓮
實
重
彦
は
付
け

加
え
る
。

「
先
生
」
は
、
自
分
の
物
を
書
き
始
め
る
時
に
、
ほ
と
ん
ど
自

分
は
書
き
慣
れ
て
な
い
人
間
だ
か
ら
、
ペ
ン
が
う
ま
く
す
べ
ら
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
る
。
た
だ
し
、
書
き

慣
れ
て
な
い
け
れ
ど
も
、
筆
を
取
る
と
、
何
か
そ
こ
に
文
字
が
形

成
さ
れ
て
い
く
時
に
、
あ
る
喜
び
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
み
た
い

な
こ
と
を
「
先
生
」
は
最
初
に
書
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
何
が
あ

る
か
と
言
う
と
、
素
人
性
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。（
略
、

そ
れ
に
対
し
て
）「
私
」
の
手
記
は
明
ら
か
に
読
者
、
複
数
の
読

者
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
れ
は
作
家
な
ん
で
す
よ

ね
。
あ
の
「
私
」
は
作
家
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
作
家
で
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
、
こ
こ
で

は
こ
う
い
う
こ
と
は
語
ら
ず
に
お
く
と
か
、
つ
ま
り
結
論
の
先
伸

ば
し
で
あ
る
と
か
、
わ
か
っ
て
い
る
事
実
を
最
後
ま
で
隠
し
て
お

く
と
か
、
実
に
作
家
的
な
配
慮
が
あ
り
、
そ
の
作
家
的
な
配
慮
の

中
で
、
書
簡
体
の
小
説
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
お
そ
ら
く
漱
石
が
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
書
簡
体
と
い
う
も

の
を
、
そ
の
後
で
注
入
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ス
ク

ー
ル
と
し
て
は
、
全
部
逆
の
こ
と
、
や
っ
て
る
と
思
う
ん
で
す
。

鼎
談
相
手
の
小
森
石
原
に
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
が
先
生
と
「
私
」

― ２７ ―



の
違
い
を
主
張
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
蓮
實
重
彦
に
文
体
の

差
異
の
な
さ
を
指
摘
さ
れ
、「
ど
き
っ
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

ハ
ー
ト

た
」。
小
森
陽
一
の
「『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
心
臓
」
に
は
次
の
よ

う
に
あ
り
、
両
者
の
違
い
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

決
し
て
相
手
を
「
冷
た
い
眼
」
で
「
研
究
」
す
る
よ
う
な
か
か

わ
り
方
を
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
「
先
生
」
と
の
「
人
間
ら
し
い

つ
き
あ
い

温
か
い
交
際
」
を
支
え
る
「
私
」
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ

れ
が
「
自
覚
」
さ
れ
て
い
な
い
「
私
」
の
自
然
な
あ
り
方
で
あ
っ

た
っ
と

た
か
ら
こ
そ
、「
尊
む
べ
き
も
の
」
だ
っ
た
の
で
も
あ
る
。
人
の

「
心
に
向
か
っ
て
、
研
究
的
に
働
き
掛
け
」
る
よ
う
な
か
か
わ
り

方
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
、
観
察
と
分
析

に
よ
っ
て
対
象
化
、
客
体
化
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
事
物
と
等
し
い

モ
ノ
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
だ
。
そ
の
と
き
他
者
は
、
主
体

に
対
す
る
客
体
と
し
て
引
き
離
さ
れ
、
単
な
る
観
察
さ
れ
、
分
析

さ
れ
る
、
実
験
材
料
の
ご
と
く
、
限
り
な
く
私
の
「
こ
こ
ろ
」
か

ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
、
明
確

に
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
、「
私
」
と
「
先
生
」
を
「
繋
ぐ
同
情
の

糸
」
が
結
ば
れ
、
そ
し
て
つ
な
が
り
つ
づ
け
て
き
た
最
大
の
理
由

が
あ
る
の
だ
。

実
は
、
他
者
を
「
冷
た
い
眼
」
で
観
察
し
、「
研
究
的
」
に
し

か
か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
間
の
告
白
が
、「
先
生
」

の
遺
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
生
の
眼
の
冷
た
さ
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
は
、
た
と
え
ば
、
先

生
が
Ｋ
の
恋
の
告
白
を
「
彼
自
身
の
手
か
ら
、
彼
の
保
管
し
て
い
る

要
塞
の
地
図
を
受
け
取
っ
て
、
彼
の
目
の
前
で
ゆ
っ
く
り
そ
れ
を
眺

め
る
」
態
度
で
い
た
場
面
（
下
四
十
一
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

鼎
談
で
は
い
さ
さ
か
恐
縮
の
体
で
あ
っ
た
小
森
陽
一
で
は
あ
る

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
私
は
蓮
實
重
彦
の
説
に
よ
り
多
く
疑
問

を
感
じ
る
。
も
と
も
と
、「
私
」
の
手
記
が
「
小
説
的
な
書
き
方
」

で
、
対
し
て
、
先
生
の
遺
書
が
「
手
記
と
し
て
は
、
普
通
の
、
尋
常

な
書
き
方
」
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
小
森
陽
一
の
指
摘
に
よ
る
。
こ

れ
を
蓮
實
重
彦
は
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
違
い
と
見
て
、
文
体
は
や
は

り
同
じ
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
の
だ
。
私
に
は
い
さ
さ
か
苦
し
い
釈

明
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
違
い
」
は
職
業
的
な

語
り
口
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
後
で
考
え
た

い
。反

面
、
蓮
實
重
彦
の
よ
う
な
意
見
が
出
る
の
も
わ
か
ら
な
い
で
は

な
い
。
私
自
身
、「
こ
ゝ
ろ
」
に
つ
い
て
人
と
話
し
て
い
る
う
ち
、
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「
私
」
に
つ
い
て
と
先
生
に
つ
い
て
で
、
話
題
が
混
乱
し
た
経
験
が

何
度
か
あ
る
。
た
だ
、
私
の
実
感
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
論
文
で
も
従

来
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
両
者
の
類
似
性
に
と
ど
ま
る
も

の
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
蓮
實
重
彦
が
、「
い
く
つ
か
文
体
上
の
特
徴

さ
え
拾
い
上
げ
る
く
ら
い
に
、
同
じ
言
い
回
し
を
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
点
だ
。
魅
力
的
な
指
摘
な
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ

の
鼎
談
で
は
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
私
が
自
分
で
見
つ
け

る
よ
り
無
い
が
、
む
し
ろ
見
つ
か
る
の
は
反
例
の
方
だ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
先
生
は
多
用
す
る
が
「
私
」
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
表
現
と

し
て
、「
た
っ
た
一
人
」
の
ほ
か
、
先
生
の
気
質
を
よ
く
表
現
す
る

（
�
）

「
ぐ
る
ぐ
る
」
や
、「
教
育
」
と
い
う
語
に
強
い
エ
リ
ー
ト
意
識
を
こ

（
�
）

め
る
口
ぶ
り
な
ど
が
あ
る
。

す
る
と
残
る
の
は
、「
こ
ゝ
ろ
」
の
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
た
作
品

世
界
に
お
い
て
、「「
私
」
と
い
う
一
人
称
の
主
語
が
同
じ
作
品
の
中

に
二
つ
出
て
き
た
ら
、
似
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
宿
命
を
背
負
っ
て

ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

似
た
抽
象
性
を
有
す
る
作
品
ど
う
し
の
「
私
」
を
比
較
す
れ
ば
い

い
。
た
と
え
ば
、
志
賀
直
哉
の
『
和
解
』
や
『
暗
夜
行
路
』
は
ど
う

（

）

だ
ろ
う
。
中
村
光
夫
の
有
名
な
批
判
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
比
較
は

有
効
だ
と
思
う
。
不
安
定
な
気
分
に
左
右
さ
れ
る
、
志
賀
作
品
の

「
私
」
が
「
こ
ゝ
ろ
」
の
理
性
先
行
の
「
私
」
た
ち
に
似
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
説
も
い
ま
は
退
け
て
お
き
た
い
。
た

（

）

だ
、
志
賀
直
哉
の
場
合
は
「
私
」
で
は
な
く
「
自
分
」
で
あ
る
が
。

先
生
と
「
私
」
の
類
似
を
最
も
強
く
主
張
し
た
の
が
蓮
實
重
彦
な

の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
。
私
は
、
両
者
が
似
て
い
る
に

し
て
も
、
違
い
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
実
は
、
冒
頭
で
挙
げ

た
、
江
藤
淳
、
越
智
治
雄
、
桶
谷
秀
昭
、
佐
々
木
雅
發
も
そ
の
よ
う

な
立
場
だ
。二

類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
、
先
生
と
Ｋ
が
似
て
い
る
、

と
い
う
説
も
古
来
多
い
。
し
か
し
、
私
に
は
違
い
の
方
が
目
立
つ
。

（

）

重
要
な
一
点
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。

先
生
に
明
ら
か
な
の
は
エ
リ
ー
ト
意
識
だ
。
一
方
、
Ｋ
の
考
え
て

い
る
こ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
を
念
頭
に
置
く
と
わ
か
り
や
す
い
。
一
言
で

言
え
ば
超
人
へ
の
意
志
だ
。
二
人
の
関
係
は
超
人
対
エ
リ
ー
ト
と
い

う
図
式
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
生
は
Ｋ
を
こ
う
評
し

た
、「
彼
は
こ
う
な
る
と
恐
る
べ
き
男
で
し
た
。
偉
大
で
し
た
。
自

分
で
自
分
を
破
壊
し
つ
つ
進
み
ま
す
」（
下
二
十
四
）。
禁
欲
的
な
修

行
に
よ
っ
て
Ｋ
が
破
壊
す
る
自
分
と
は
、
自
分
の
人
間
性
に
他
な
ら
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な
い
。
下
三
十
で
彼
が
言
う
「
精
神
的
向
上
心
」
と
は
、
人
間
を
乗

り
超
え
て
超
人
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
禁
欲
自
体
に
ニ
ー

チ
ェ
は
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
禁
欲
的
生
活
と
禁
欲
的
理
想
を

分
け
て
考
え
れ
ば
、
彼
が
攻
撃
し
た
の
は
後
者
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
下
二
十
五
の
象
徴
的
な
一
節
を
引
用
し
て

お
く
。火

鉢
に
火
が
あ
る
か
と
尋
ね
る
と
、
Ｋ
は
無
い
と
答
え
る
そ
う

き

で
す
。
で
は
持
っ
て
来
よ
う
と
云
う
と
、
要
ら
な
い
と
断
る
そ
う

で
す
。
寒
く
は
な
い
か
と
聞
く
と
、
寒
い
け
れ
ど
も
要
ら
な
い
ん

だ
と
云
っ
た
ぎ
り
応
対
を
し
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。

Ｋ
は
禁
欲
的
理
想
を
説
か
な
い
。
禁
欲
的
生
活
を
送
る
だ
け
な
の

で
あ
る
。
対
し
て
、
先
生
は
弟
子
に
向
か
っ
て
こ
と
さ
ら
に
説
教
し

て
、
Ｋ
の
禁
欲
を
批
判
す
る
（
下
二
十
四
）。
こ
の
場
合
、
重
要
な

の
は
禁
欲
的
か
否
か
で
は
な
く
、
理
想
を
説
教
す
る
か
ど
う
か
の
違

い
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
が
本
当
に
攻
撃
す
る
の
は
、
み
づ
か
ら
は
禁
欲
で

き
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
批
判
す
る
祭
祀
的
な
説
教
者
な
の
で
あ

る
。こ

う
考
え
る
と
、
先
生
と
Ｋ
の
立
場
の
違
い
が
鮮
明
に
な
る
。
Ｋ

が
人
間
を
超
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
多
く
の
言
及
が
す
で
に
な

さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
先
生
は
人
間
に
し
が
み
つ
く
。
こ
れ
が
超
人

を
志
す
こ
と
の
で
き
な
い
弱
者
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
で
あ
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
先
生
は
「
人
間
ら
し
い
」
を
連
発
す
る
。

そ
の
時
私
は
し
き
り
に
人
間
ら
し
い
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し

た
。
Ｋ
は
こ
の
人
間
ら
し
い
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
私
が
自
分

の
弱
点
の
す
べ
て
を
隠
し
て
い
る
と
云
う
の
で
す
。（
下
三
十
一
）

Ｋ
の
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
ニ
ー
チ
ェ
に
等
し
い
。
強
者
に
な
れ
な
い

先
生
は
、
弱
者
と
し
て
の
自
分
を
正
当
化
す
る
た
め
に
「
人
間
ら
し

さ
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
だ
。
す
る
と
、
先
生
の
遺
書
は
こ
う
し

た
弱
さ
の
告
白
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
彼
に
罪
の
意
識
は
あ

っ
て
も
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
自
覚
は
無
い
。
そ
れ
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の

特
徴
の
ひ
と
つ
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
罪
の
意
識
も
、
彼
の
エ

リ
ー
ト
意
識
を
い
さ
さ
か
も
揺
る
が
さ
な
い
。
彼
は
人
間
の
代
表
と

（

）

し
て
罪
を
犯
し
た
の
だ
。「
私
は
た
だ
人
間
の
罪
と
い
う
も
の
を
深

く
感
じ
た
の
で
す
」（
下
五
十
四
）。
彼
は
罪
を
認
め
て
も
謝
罪
は
し

な
い
。
エ
リ
ー
ト
ら
し
く
、
後
世
に
教
え
を
残
そ
う
と
し
て
い
る
、

「
私
は
私
の
過
去
を
善
悪
と
も
に
他
の
参
考
に
供
す
る
つ
も
り
で
す
」
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（
下
五
十
六
）。

し
か
し
、
先
生
の
遺
書
は
彼
の
意
識
を
超
え
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、「
こ
ゝ
ろ
」
を
書
き
始
め
る
少
し
前
の
講
演
「
模
倣
と
独
立
」

（

）

が
参
考
に
な
る
。

も

元
来
私
は
こ
う
い
う
考
え
を
有
っ
て
い
ま
す
。
泥
棒
を
し
て
懲

役
に
さ
れ
た
者
、
人
殺
を
し
て
絞
首
台
に
臨
ん
だ
も
の
、
│
│
法

お
お
や
け

律
上
罪
に
な
る
と
い
う
の
は
徳
義
上
の
罪
で
あ
る
か
ら
公
に
所
刑

せ
ら
る
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
罪
を
犯
し
た
人
間
が
、
自

分
の
心
の
径
路
を
あ
り
の
ま
ま
に
現
わ
す
こ
と
が
出
来
た
な
ら

ば
、
そ
う
し
て
そ
の
ま
ま
を
人
に
イ
ン
プ
レ
ッ
ス
す
る
事
が
出
来

た
な
ら
ば
、
総
て
の
罪
悪
と
い
う
も
の
は
な
い
と
思
う
。
総
て
成

よ

立
し
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
し
か
思
わ
せ
る
に
一
番
宜
い
も
の

は
、
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
小
説
、
良
く
出
来
た

小
説
で
す
。
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
き
得
る
人
が
あ
れ

ば
、
そ
の
人
は
如
何
な
る
意
味
か
ら
見
て
も
悪
い
と
い
う
こ
と
を

行
っ
た
に
せ
よ
、
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
隠
し
も
せ
ず
漏

ら
し
も
せ
ず
描
き
得
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
描
い
た
功
徳
に
依
っ

ま
さ

て
正
に
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
。「
自
分
の
心
の
径
路
を
あ
り

の
ま
ま
に
現
わ
す
」
と
は
、
一
切
の
抽
象
化
や
一
般
化
を
排
し
て
罪

を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
実
際
、
罪
が
文
字
通
り
比
類
の
な
い
も
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
罪
び
と
に
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
単
独
唯
一
の
事
情

は
そ
の
よ
う
に
書
く
し
か
な
い
。
そ
れ
は
他
の
判
例
と
の
比
較
を
許

さ
ず
、
罪
を
犯
す
に
い
た
っ
た
本
人
と
読
者
に
し
か
理
解
で
き
な
い

事
例
に
な
る
の
で
、
罪
が
成
立
し
な
く
な
る
か
ら
だ
。

本
来
、
先
生
の
思
索
は
単
独
性
と
無
縁
で
あ
る
。
一
般
化
と
そ
の

事
例
で
考
え
る
、
類
と
種
の
論
理
的
な
推
論
が
彼
の
人
間
観
を
形
成

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
叔
父
が
信
用
で
き
な
く
な
れ
ば
、
人
間
全

体
が
信
用
で
き
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
妻
も
信
用
で
き
な
く
な

る
、
と
い
う
思
考
パ
タ
ー
ン
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

彼
が
最
後
の
最
後
に
自
分
の
単
独
唯
一
の
事
情
を
語
り
つ
く
し
、

「
よ
く
出
来
た
小
説
」
と
し
て
の
遺
書
を
仕
上
げ
る
の
が
「
こ
ゝ
ろ
」

な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
先
生
は
遺
書
を
書
け
た
の
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
。「
私
」

の
お
か
げ
で
あ
る
。
次
章
で
「
私
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
の
前

に
ひ
と
つ
だ
け
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
の
手
記
の
問
題
で
あ
る
。
周

知
の
と
お
り
、
小
森
陽
一
と
石
原
千
秋
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
公
表
さ

れ
る
手
記
だ
。
し
か
し
、
私
は
、
佐
々
木
雅
發
の
述
べ
た
よ
う
に
、
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き
ょ
う
て
い

「
誰
の
目
に
も
触
れ
さ
せ
ず
、
久
し
く
筐
底
深
く
秘
し
て
い
た
も
の
」

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
う
。
公
表
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
、「
妻
が
生
き
て
い
る
以
上
は
、
あ
な
た
限
り
に
打
ち
明
け
ら
れ

た
私
の
秘
密
と
し
て
、
す
べ
て
を
腹
の
中
に
し
ま
っ
て
お
い
て
下
さ

い
」（
下
五
十
六
）
と
い
う
依
頼
を
実
行
し
た
こ
と
に
は
な
る
。
で

は
な
ぜ
彼
は
書
く
の
か
。
佐
々
木
雅
發
の
考
え
で
は
、「
私
」
は
先

生
の
孤
独
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
実
感
す
る
身
に
な
っ
て
い
る
。
す

る
と
、
思
い
返
さ
れ
る
の
は
、
先
生
の
孤
独
を
知
ら
な
か
っ
た
時
分

の
「
軽
薄
」
な
自
分
な
の
で
あ
る
。

す

〈
私
〉
は
こ
の
時
、
直
ぐ
〈
眼
の
前
に
控
え
〉
て
い
た
先
生
の

〈
死
〉
に
〈
気
が
付
か
な
か
つ
た
〉
ば
か
り
か
、
や
が
て
来
る
で

あ
ろ
う
自
ら
の
孤
独
な
運
命
に
も
、〈
気
が
付
か
な
か
つ
た
〉
の

ほ
ぞ

か

で
あ
る
。（
し
か
も
〈
私
〉
は
〈
今
〉、
そ
の
こ
と
を
臍
を
噬
む
思

い
で
思
い
起
し
て
い
る
の
だ
。）

手
記
を
書
く
こ
と
で
少
し
で
も
こ
の
「
臍
を
噬
む
思
い
」
を
浄
め

よ
う
と
し
て
い
る
。「
私
」
も
「
良
く
出
来
た
小
説
」
を
試
み
る
一

人
な
の
だ
。
そ
う
考
え
た
う
え
で
、
付
け
加
え
た
い
こ
と
が
あ
る
。

先
生
の
孤
独
は
個
人
的
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
孤
島
の
よ
う
な
誰
と

も
無
縁
の
空
間
に
取
り
残
さ
れ
た
種
類
の
孤
独
で
は
な
い
。
身
近
な

者
を
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
こ
に
割
り
切
れ
な
さ
が
残
る
の
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
は
奥
さ
ん
を
問
題
に
し
て
い
る
。
奥
さ

ん
に
対
し
先
生
の
秘
密
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
私
」
に

は
負
い
目
が
あ
る
は
ず
だ
。
奥
さ
ん
が
と
っ
く
に
秘
密
に
気
づ
い
て

い
る
な
ら
、
そ
れ
は
解
消
さ
れ
る
し
、
そ
う
考
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
で
は
な
さ
そ
う
な
気
も
す
る
の
だ
が
、
実
際
そ
う
考
え
る
の
は
欺

瞞
だ
ろ
う
。「
私
」
が
手
記
を
書
く
動
機
の
ひ
と
つ
は
そ
の
確
認
に

あ
る
。
先
生
に
つ
い
て
奥
さ
ん
と
語
り
合
っ
た
一
夜
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
は
書
く
だ
け
の
必
要
が
あ
る
か
ら
書
い
た
」（
上
二
十
）
と
明

言
さ
れ
て
い
る
と
お
り
だ
。

奥
さ
ん
は
先
生
の
秘
密
に
つ
い
て
「
今
で
も
そ
れ
を
知
ら
ず
に
い

る
」（
上
十
二
）
と
い
う
、
研
究
者
の
多
く
が
注
目
す
る
重
要
な
一

節
が
あ
る
。
再
び
佐
々
木
雅
發
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
あ
の
一
夜
の
記

憶
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「〈
今
で
も
そ
れ
を
知
ら
ず
に
ゐ
る
〉
と
い
う

こ
と
を
、〈
私
〉
は
た
し
か
な
確
信
を
も
っ
て
断
言
し
て
い
た
と
い

え
よ
う
」。
そ
れ
は
ま
た
、「
私
」
は
先
生
の
秘
密
を
書
け
な
い
と
い

う
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
手
記
を
奥
さ
ん
に
見
せ
ず
秘

め
て
お
く
に
し
て
も
、
書
け
な
い
。
書
く
と
は
そ
う
い
う
作
業
な
の

だ
。
簡
単
に
言
え
ば
、
読
ま
れ
る
意
識
が
つ
き
ま
と
う
。
だ
か
ら
、
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汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
時
点
で
彼
の
手
記
は
中
絶
し
て
し
ま
う
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
以
前
の
時
点
で
も
書
け
な
い
。
蓮
實
重
彦
は
こ
れ
を

「
わ
か
っ
て
い
る
事
実
を
最
後
ま
で
隠
し
て
お
く
」
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
だ
と
述
べ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、「
私
」
は
書
け
な
い

の
で
あ
る
。「
こ
ゝ
ろ
」
の
編
集
意
図
と
は
別
に
、「
私
」
の
手
記
そ

れ
自
体
は
先
生
の
遺
書
へ
の
導
入
部
分
で
は
な
く
、
独
立
し
た
動
機

に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
「
臍
を
噬
む
思

い
」
と
、
私
が
付
け
加
え
た
「
割
り
切
れ
な
さ
」
が
そ
れ
だ
。
そ
し

て
、
秘
密
を
隠
し
て
い
る
以
上
、
手
記
は
「
良
く
出
来
た
小
説
」
に

は
な
ら
な
い
。
遺
書
を
書
き
終
え
た
先
生
と
同
じ
充
足
感
に
「
私
」

が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。

三

作
品
を
読
む
だ
け
で
、
作
者
夏
目
漱
石
の
探
偵
嫌
い
は
う
か
が
い

知
れ
る
。
第
一
作
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
か
ら
す
で
に
「
お
よ
そ

世
の
中
に
何
が
賤
し
い
家
業
だ
と
云
っ
て
探
偵
と
高
利
貸
ほ
ど
下
等

な
職
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
漱
石
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
、
妻
夏
目
鏡
子
「
漱

石
の
思
ひ
出
」
に
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
の
出
来
事
が
紹
介
さ
れ
て
い

か
み
さ
ん

る
。「
下
宿
の
主
婦
姉
妹
が
（
略
）
ま
る
で
探
偵
の
よ
う
に
、
人
の

こ
と
を
絶
え
ず
監
視
し
て
つ
け
ね
ら
っ
て
い
る
。
い
や
な
や
つ
っ
た

ら
な
い
」。
こ
の
当
時
の
記
憶
が
、
帰
国
し
た
後
で
自
分
の
長
女
に

手
を
上
げ
る
原
因
に
な
る
あ
た
り
、
常
軌
を
逸
し
て
も
い
よ
う
。

長
女
の
筆
子
が
火
鉢
の
向
こ
う
側
に
す
わ
っ
て
お
り
ま
す
と
、

ど
う
し
た
の
か
火
鉢
の
平
べ
っ
た
い
ふ�

ち�

の
上
に
五
厘
銭
が
一
つ

の
せ
て
あ
り
ま
し
た
。
べ
つ
に
こ
れ
を
筆
子
が
持
っ
て
来
た
の
で

も
な
い
、
ま
た
そ
れ
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
た
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ふ
と
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
こ
い
つ
い
や
な
真
似
を
す
る
と
か

何
と
か
い
う
か
と
思
う
と
、
い
き
な
り
ぴ
し
ゃ
り
と
な
ぐ
っ
た
も

の
で
す
。
何
が
何
や
ら
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
筆
子
は
泣

く
、
私
も
い
っ
こ
う
様
子
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
た
ず

ね
て
み
ま
す
と
、
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
時
の
話
、
あ
る
日
街
を
散
歩

し
て
い
る
と
、
乞
食
が
あ
わ
れ
っ
ぽ
く
金
を
ね
だ
る
の
で
、
銅
貨

を
一
枚
出
し
て
手
渡
し
て
や
り
ま
し
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
か
え

っ
て
き
て
便
所
に
入
る
と
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
そ
れ
と
同
じ
銅
貨

が
一
枚
便
所
の
窓
に
の
っ
て
る
と
い
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
小

癪
な
真
似
を
す
る
、
常
々
下
宿
の
主
婦
さ
ん
は
自
分
の
あ
と
を
つ

け
て
探
偵
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ら
や
っ
ぱ

り
、
推
定
ど
お
り
自
分
の
行
動
は
細
大
洩
ら
さ
ず
見
て
い
る
の
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だ
。
し
か
も
そ
の
お
手
柄
を
見
せ
び
ら
か
し
で
も
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
見
よ
が
し
に
自
分
の
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
の
っ
け
て
お
く
と

は
何
と
い
う
い
や
な
婆
さ
ん
だ
。
実
に
け
し
か
ら
ん
や
つ
だ
と
憤

慨
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な

銅
貨
が
、
同
じ
く
こ
れ
見
よ
が
し
に
火
鉢
の
ふ�

ち�

に
の
っ
け
て
あ

る
。
い
か
に
も
人
を
莫
迦
に
し
た
け
し
か
ら
ん
子
供
だ
と
思
っ

て
、
一
本
参
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
変
な
話
で
す
。

ほ
か
、
向
か
い
に
下
宿
し
て
い
る
学
生
は
自
分
を
監
視
し
て
い
る

探
偵
で
あ
る
、
と
思
い
込
ん
だ
漱
石
が
、
こ
の
学
生
に
向
か
っ
て

「
お
い
探
偵
君
」
と
何
度
も
怒
鳴
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
さ
れ
た
く
な
い
、
と
思
う
の
は
誰
し
も
の

こ
と
な
が
ら
、
漱
石
の
場
合
に
は
特
別
に
個
人
的
な
こ
だ
わ
り
が
感

じ
ら
れ
る
。
問
題
は
、
な
ぜ
探
偵
を
嫌
う
か
だ
が
、
漱
石
作
品
の
多

く
の
場
合
、
人
の
行
動
を
探
る
探
偵
行
為
そ
れ
だ
け
で
端
的
か
つ
強

烈
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
な
ぜ
」
を
問
う
こ
と
を
許
さ

ぬ
気
味
さ
え
あ
る
。

い
っ
そ
の
こ
と
黙
っ
て
後
を
付
け
て
行
く
先
を
見
届
け
よ
う

か
、
そ
れ
で
は
ま
る
で
探
偵
だ
。
そ
ん
な
下
等
な
事
は
し
た
く
な

い
。（「
趣
味
の
遺
伝
」）

ひ
と

人
か
ら
頼
ま
れ
て
他
を
試
験
す
る
な
ん
て
、
│
│
ほ
か
の
事
だ

っ
て
厭
で
さ
あ
。
ま
し
て
そ
ん
な
…
…
探
偵
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し

…
…
（「
行
人
」）

か
え
っ
て
理
由
を
丁
寧
に
説
明
さ
れ
た
場
合
の
方
が
あ
や
ふ
や
で

あ
る
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
「
趣
味
の
遺
伝
」
か
ら
引
く
が
、

前
者
は
探
偵
を
比
喩
的
に
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
で
「
な
ぜ
」
の
説

明
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
後
者
は
探
偵
よ
り
も
批
評
家
や
心
理
学
者

に
こ
そ
当
て
は
ま
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
特
に
前
者
は
現
代
個
人
主
義

の
批
判
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
、
一
見
重
要
な
漱
石
的
課
題
を
思
わ
せ

る
が
、
こ
れ
も
探
偵
特
有
の
問
題
に
は
見
え
ず
、
取
っ
て
付
け
た
感

が
あ
る
。

探
偵
と
云
う
言
語
を
聞
い
た
、
主
人
は
、
急
に
苦
い
顔
を
し
て

「
ふ
ん
、
そ
ん
な
ら
黙
っ
て
い
ろ
」
と
申
し
渡
し
た
が
、
そ
れ
で

し
も

も
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
な
お
探
偵
に
つ
い
て
下
の
よ

う
な
事
を
さ
も
大
議
論
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

「
不
用
意
の
際
に
人
の
懐
中
を
抜
く
の
が
ス
リ
で
、
不
用
意
の
際
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に
人
の
胸
中
を
釣
る
の
が
探
偵
だ
。
知
ら
ぬ
間
に
雨
戸
を
は
ず
し

ぬ
す

て
人
の
所
有
品
を
偸
む
の
が
泥
棒
で
、
知
ら
ぬ
間
に
口
を
滑
ら
し

て
人
の
心
を
読
む
の
が
探
偵
だ
。
ダ
ン
ビ
ラ
を
畳
の
上
へ
刺
し
て

無
理
に
人
の
金
銭
を
着
服
す
る
の
が
強
盗
で
、
お
ど
し
文
句
を
い

し

や
に
並
べ
て
人
の
意
志
を
強
う
る
の
が
探
偵
だ
。
だ
か
ら
探
偵
と

云
う
奴
は
ス
リ
、
泥
棒
、
強
盗
の
一
族
で
と
う
て
い
人
の
風
上
に

置
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
奴
の
云
う
事
を
聞
く
と
癖
に
な

る
。
決
し
て
負
け
る
な
」

人
間
も
そ
の
日
そ
の
日
で
色
々
に
な
る
。
悪
人
に
な
っ
た
翌
日

は
善
男
に
変
じ
、
小
人
の
昼
の
後
に
君
子
の
夜
が
く
る
。
あ
の
男

の
性
格
は
な
ど
と
手
に
と
っ
た
よ
う
に
吹
聴
す
る
先
生
が
あ
る
が

あ
れ
は
利
口
の
馬
鹿
と
云
う
も
の
で
そ
の
日
そ
の
日
の
自
己
を
研

げ
い
ご

究
す
る
能
力
さ
え
な
い
か
ら
、
こ
ん
な
傍
若
無
人
の
囈
語
を
吐
い

て
独
り
で
恐
悦
が
る
の
で
あ
る
。
探
偵
ほ
ど
劣
等
な
家
業
は
ま
た

は
ば

と
あ
る
ま
い
と
自
分
に
も
思
い
、
人
に
も
宣
言
し
て
憚
か
ら
な
か

っ
た
自
分
が
、
純
然
た
る
探
偵
的
態
度
を
も
っ
て
事
物
に
対
す
る

に
至
っ
た
の
は
、
す
こ
ぶ
る
あ
き
れ
返
っ
た
現
象
で
あ
る
。

探
偵
へ
の
嫌
悪
は
よ
く
自
覚
さ
れ
た
明
確
な
倫
理
観
で
は
な
く
、

説
明
不
要
の
根
源
的
な
感
情
の
よ
う
だ
。
そ
れ
だ
け
に
根
深
い
も
の

が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
人
に
は
、
個
人
が
個
人
で
あ
る
ゆ
え
ん

の
根
源
的
な
孤
独
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
本
質
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
探
偵
は
の
ぞ
き
に
来
る
。
そ
の
と
き
、
当
然
、
こ
の

孤
独
は
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
人
は
そ
の
人
で
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
特
に
、
留
学
時
の
漱
石
に
と
っ
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か

か
わ
ら
ず
、
孤
独
が
存
在
証
明
で
あ
っ
た
。
探
偵
は
そ
ん
な
彼
の
実

存
を
脅
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
う
は
言
い
な
が
ら
、
夏
目
漱
石
の
作
品
で
は
探
偵
的
興

味
を
有
す
る
主
人
公
が
好
意
的
に
描
か
れ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
初

期
か
ら
そ
の
傾
向
は
あ
り
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
猫
は
好
ん
で

人
間
界
を
探
偵
す
る
。
ほ
か
、「
趣
味
の
遺
伝
」
も
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。「
草
枕
」
も
、
画
工
が
那
美
を
探
偵
す
る
話
と
し
て
読

め
な
い
で
は
な
い
。
中
期
以
降
の
作
品
で
は
、「
彼
岸
過
迄
」
の
敬

太
郎
が
「
警
視
庁
の
探
偵
見
た
よ
う
な
事
が
し
て
見
た
い
」
と
言

う
。
探
偵
の
性
格
が
魅
力
と
と
も
に
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。

元
来
探
偵
な
る
も
の
は
世
間
の
表
面
か
ら
底
へ
潜
る
社
会
の
潜

つ
か

水
夫
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
の
不
思
議
を
攫
んひと

だ
職
業
は
た
ん
と
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
彼
ら
の
立
場
は
、
た
だ
他
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の
暗
黒
面
を
観
察
す
る
だ
け
で
、
自
分
と
堕
落
し
て
か
か
る
危
険

性
を
帯
び
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
な
お
の
事
都
合
が
い
い
に
は
相

違
な
い
が
、
い
か
ん
せ
ん
そ
の
目
的
が
す
で
に
罪
悪
の
暴
露
に
あ

る
の
だ
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
人
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
成
心
の
上
に

打
ち
立
て
ら
れ
た
職
業
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
の
悪
い
事
は
自
分
に

い
な

は
で
き
な
い
。
自
分
は
た
だ
人
間
の
研
究
者
否
人
間
の
異
常
な
る

か
ら
く
り

機
関
が
暗
い
闇
夜
に
運
転
す
る
有
様
を
、
驚
嘆
の
念
を
も
っ
て
眺

め
て
い
た
い
。
│
│
こ
う
い
う
の
が
敬
太
郎
の
主
意
で
あ
っ
た
。

探
偵
が
探
る
の
は
「
人
間
の
不
思
議
」
や
「
人
間
の
異
常
な
る
機

関
が
暗
い
闇
夜
に
運
転
す
る
有
様
」
で
あ
る
。
私
の
述
べ
た
「
根
源

的
な
孤
独
」
と
重
な
る
言
葉
と
見
て
お
き
た
い
。

「
こ
ゝ
ろ
」
に
「
探
偵
」
は
使
わ
れ
な
い
。
代
わ
り
に
「
研
究
」

が
四
例
あ
り
、
う
ち
三
例
が
次
の
箇
所
に
ま
と
め
て
現
れ
る
。
こ
の

「
研
究
」
は
「
探
偵
」
に
変
換
し
て
も
文
章
の
意
味
が
変
わ
ら
な
い
、

と
私
は
思
う
。

う
ち

私
は
先
生
を
研
究
す
る
気
で
そ
の
宅
へ
出
入
り
を
す
る
の
で
は

な
か
っ
た
。
私
は
た
だ
そ
の
ま
ま
に
し
て
打
ち
過
ぎ
た
。
今
考
え

た
っ
と

る
と
そ
の
時
の
私
の
態
度
は
、
私
の
生
活
の
う
ち
で
む
し
ろ
尊
む

べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
私
は
全
く
そ
の
た
め
に
先
生
と
人

つ
き
あ
い

間
ら
し
い
温
か
い
交
際
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
も
し
私
の
好
奇

心
が
幾
分
で
も
先
生
の
心
に
向
か
っ
て
、
研
究
的
に
働
き
掛
け
た

な
ら
、
二
人
の
間
を
繋
ぐ
同
情
の
糸
は
、
何
の
容
赦
も
な
く
そ
の

時
ふ
つ
り
と
切
れ
て
し
ま
っ
た
ろ
う
。
若
い
私
は
全
く
自
分
の
態

た
っ
と

度
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
尊
い
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
も
し
間
違
え
て
裏
へ
出
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
結
果
が
二

人
の
仲
に
落
ち
て
来
た
ろ
う
。
私
は
想
像
し
て
も
ぞ
っ
と
す
る
。

ま
な
こ

先
生
は
そ
れ
で
な
く
て
も
、
冷
た
い
眼
で
研
究
さ
れ
る
の
を
絶
え

ず
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
上
七
）

す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
小
森
陽
一
は
「
研
究
的
」
な
態
度
と

は
、「
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
、
観
察
と
分
析
に
よ
っ
て
対
象
化
、
客

体
化
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
事
物
と
等
し
い
モ
ノ
と
し
て
と
り
あ
つ
か

う
こ
と
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
文
脈
を
た
ど

れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
先
生
が
「
絶
え
ず
恐
れ
て
い
た
」
の
は
、
雑
司

ヶ
谷
に
通
う
理
由
を
探
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
小
森
陽
一
が
現
象
学

的
に
解
釈
し
た
よ
う
な
視
線
の
問
題
で
は
な
い
。
先
生
は
自
分
の
根

源
的
な
孤
独
を
探
偵
さ
れ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
右
の
引
用

に
続
い
て
、「
淋
し
い
人
間
」
が
話
題
に
な
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
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で
は
な
い
か
。

さ
て
、
雑
司
ヶ
谷
へ
の
墓
参
の
理
由
を
問
わ
な
か
っ
た
「
そ
の
時

の
私
の
態
度
」
が
続
い
て
し
ま
え
ば
、「
人
間
ら
し
い
温
か
い
交
際
」

も
続
い
た
ろ
う
が
、
先
生
の
遺
書
が
「
私
」
に
贈
ら
れ
る
こ
と
も
無

か
っ
た
ろ
う
。「
私
」
は
先
生
の
秘
密
に
迫
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
探
偵
的
に
で
は
な
く
。

先
生
の
過
去
が
生
み
出
し
た
思
想
だ
か
ら
、
私
は
重
き
を
置
く

の
で
す
。
二
つ
の
も
の
を
切
り
離
し
た
ら
、
私
に
は
ほ
と
ん
ど
価

値
の
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
私
は
魂
の
吹
き
込
ま
れ
て
い
な
い

人
形
を
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
満
足
は
で
き
な
い
の
で
す
」

先
生
は
あ
き
れ
た
と
い
っ
た
風
に
、
私
の
顔
を
見
た
。
巻
烟
草

を
持
っ
て
い
た
そ
の
手
が
少
し
顫
え
た
。

「
あ
な
た
は
大
胆
だ
」

「
た
だ
真
面
目
な
ん
で
す
。
真
面
目
に
人
生
か
ら
教
訓
を
受
け
た

い
の
で
す
」

あ
ば

「
私
の
過
去
を
訐
い
て
も
で
す
か
」

訐
く
と
い
う
言
葉
が
、
突
然
恐
ろ
し
い
響
き
を
も
っ
て
、
私
の

耳
を
打
っ
た
。（
上
三
十
一
）

敬
太
郎
の
「
驚
嘆
の
念
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
い
」
と
、「
私
」

の
「
真
面
目
に
人
生
か
ら
教
訓
を
受
け
た
い
」
を
比
べ
れ
ば
い
い
。

探
偵
の
よ
う
に
た
だ
秘
密
を
あ
ば
く
の
で
な
く
、
そ
れ
を
自
分
の
こ

と
と
し
て
引
き
受
け
る
人
物
、「
こ
ゝ
ろ
」
の
成
功
は
、
そ
ん
な

「
私
」
の
よ
う
な
人
物
を
造
形
で
き
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
ぶ

れ
は
「
明
暗
」
で
津
田
の
秘
密
に
迫
る
延
に
受
け
継
が
れ
る
は
ず
だ

っ
た
ろ
う
。「
行
人
」
の
Ｈ
さ
ん
と
比
べ
て
も
い
い
。
Ｈ
さ
ん
は
一

郎
か
ら
か
な
り
の
話
を
引
き
出
し
て
く
れ
た
が
、「
真
面
目
に
人
生

か
ら
教
訓
を
受
け
た
い
」
と
い
う
態
度
は
無
い
ゆ
え
、
一
郎
も
結
尾

で
つ
か
の
間
の
安
ら
か
な
睡
眠
を
得
る
の
が
せ
い
ぜ
い
な
の
で
あ

る
。佐

々
木
雅
發
は
、「
私
」
が
先
生
に
あ
こ
が
れ
る
理
由
と
し
て
、

先
生
に
は
優
雅
な
生
活
が
で
き
る
財
産
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼

が
「
定
職
こ
そ
な
く
と
も
、
い
や
な
い
か
ら
こ
そ
実
現
し
え
る
一
種

深
沈
た
る
生
活
の
体
現
者
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、「
私
」
の
「
真
面
目
」
な
面
を
見
損
な

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
鎌
倉
で
「
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
私
」

（
上
一
）
が
、
似
た
孤
独
を
抱
え
た
先
生
を
「
ど
う
も
ど
こ
か
で
見

た
事
の
あ
る
顔
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
」（
上
二
）
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
初
め
は
「
単
に
好
奇
心
」（
上
二
）
か
ら
、
そ
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（

）

し
て
し
ま
い
に
は
「
真
面
目
」
に
迫
る
共
感
を
重
視
し
た
い
。

注

ハ
ー
ト

（
１
）
「『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
心
臓
」（『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
筑
摩

書
房
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
。

（
２
）
『『
こ
こ
ろ
』
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
先
生
』（
み
す
ず
書
房
、
二

〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
３
）
『
夏
目
漱
石
（
増
補
版
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
年
）。

（
４
）
『
漱
石
試
論
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
）

（
５
）
『
夏
目
漱
石
論
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年
）。

（
６
）
『
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
を
読
む
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
７
）
「
漱
石
研
究
」
第
六
号
、
一
九
九
六
年
。

（
８
）
「
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』」（「
大
阪
大
谷
国
文
」
二
〇
一
五
年
）
で

触
れ
た
。

（
９
）
「
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』」（「
大
阪
大
谷
国
文
」
二
〇
一
六
年
）
で

触
れ
た
。

（

）
『
志
賀
直
哉
論
』（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
五
四
年
）。

（

）
個
人
的
な
回
想
に
な
る
が
、
バ
フ
チ
ン
の
翻
訳
者
新
谷
敬
三
郎
が

講
義
で
余
談
の
よ
う
に
、「
白
樺
派
の
「
自
分
」
が
気
に
な
る
。「
自

分
」
と
「
私
」
は
似
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
微
妙
に
違
う
気
が
す

る
」
と
つ
ぶ
や
い
た
の
が
、
三
〇
年
経
っ
て
も
頭
に
残
っ
て
い
る
。

（

）
以
下
く
わ
し
く
は
（
８
）
参
照
。

（

）
く
わ
し
く
は
（
９
）
参
照
。

（

）
以
下
く
わ
し
く
は
（
８
）
参
照
。

（

）
私
の
講
義
で
の
学
生
の
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
あ
え
て
新
字
新

仮
名
を
使
用
し
、
周
知
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
く
わ
し
く
引
用
す
る

形
を
と
っ
た
。

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
）

― ３８ ―


