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今
日
は
漱
石
の
作
品
中
で
も
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
心
』
な
ど

と
並
ん
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
・
九
～
一
二
連
載
、

一
九
〇
九
・
五
刊
）
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、
私
が
二
人
の
方
と
一
緒
に

注
釈
を
担
当
し
た
『
漱
石
文
学
全
注
釈　

七　

三
四
郎
』（
二
〇
一
八
）

の
作
業
の
中
で
気
づ
い
た
こ
と
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
は
見
逃
さ
れ
て

き
た
『
三
四
郎
』
の
も
う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

従
来
、『
三
四
郎
』
と
言
え
ば
、
古
く
は
一
種
の
自
己
形
成
小
説

（
ド
イ
ツ
語
で
言
う
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ー
ン
）
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で

し
た
。
九
州
の
片
田
舎
か
ら
上
京
し
て
大
学
生
に
な
っ
た
三
四
郎
が
、

学
者
た
ち
や
若
い
女
性
た
ち
、
さ
ら
に
は
世
間
ず
れ
し
た
同
年
輩
の
男

と
交
わ
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
で
良
く
も
悪
く
も
成
長

し
て
い
く
物
語
、
と
い
う
見
方
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
も
ち
ろ
ん
、
作

品
の
一
面
を
言
い
当
て
た
指
摘
な
の
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
な
か
で

も
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
の
が
、
三
四
郎
と
里
見
美
禰
子
と
い
う

女
性
と
の
い
わ
く
い
い
が
た
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
次
第
に
皆
が
気
に

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
関
係
を
自
己
形
成
途
上
の
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単
な
る
女
性
遍
歴
の
一
つ
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
従
来
か
ら
の
「
自
己
形

成
小
説
」
と
い
う
見
方
は
崩
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
は
大
き
く

深
刻
な
も
の
、
と
捉
え
れ
ば
、『
三
四
郎
』
と
い
う
作
品
は
壮
大
な
失

恋
小
説
で
あ
る
と
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
自
己
形
成
小
説
」
以
外
の
、

以
上
の
、
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
の
で
す
。

今
は
昔
、
そ
れ
も
遥
か
な
昔
で
す
が
、
私
が
大
学
院
生
だ
っ
た
頃
に

新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
そ
の
三
四
郎
と
美
禰
子
と

の
関
係
に
焦
点
化
し
て
、
果
し
て
『
三
四
郎
』
は
「
自
己
形
成
小
説
」

以
上
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
で
し
た
。
当
時
私
は
卒
論
こ

そ
漱
石
の
初
期
短
編
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら

は
明
治
初
期
文
学
、
翻
訳
家
の
森
田
思
軒
と
か
、
政
治
か
ら
文
学
・
新

聞
ま
で
マ
ル
チ
な
活
躍
を
し
た
矢
野
龍
渓
、
さ
ら
に
は
二
葉
亭
四
迷
な

ど
を
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
る
程
度
の
関
心
は
あ
っ
た

も
の
の
、
こ
の
『
三
四
郎
』
論
争
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

当
時
こ
の
論
争
の
中
心
に
い
た
一
人
が
、
私
の
師
で
あ
る
越
智
治
雄
さ

ん
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
考
え
て

は
み
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
振
り
返
る
と
誰
も
が
妙
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
言
っ
た
り
考
え
て

い
た
も
の
だ
な
と
い
う
忸
怩
た
る
思
い
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
論
争

の
中
で
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
美
禰
子
の
三
四
郎
へ

の
思
い
は
本
物
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
っ
た
よ
う
な

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
つ
ま
り
「
自
己
形
成
小
説
」
と
し

て
見
ら
れ
て
い
た
頃
は
、
も
っ
ぱ
ら
美
禰
子
に
翻
弄
さ
れ
た
三
四
郎
、

と
い
う
見
方
が
有
力
で
し
た
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
本
気
だ
っ
た
ん

だ
、
と
い
う
見
方
は
確
か
に
新
鮮
で
魅
力
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
。

な
に
し
ろ
時
は
七
〇
年
代
、
精
緻
な
読
み
を
売
り
も
の
と
す
る
作
品
論

の
全
盛
期
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
「
自
己
形
成
小
説
」
と
い
う
方

向
で
統
一
さ
れ
、
見
逃
さ
れ
た
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
り
し
て
き
た
細
部

が
浮
上
さ
せ
ら
れ
、
野
々
宮
と
美
禰
子
が
あ
る
時
ま
で
相
思
相
愛
で
あ

っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
三
四
郎
と
美
禰
子
も
、
三
四
郎
は
も
ち
ろ
ん
、

美
禰
子
の
三
四
郎
に
対
す
る
気
持
ち
も
あ
る
時
か
ら
あ
る
時
ま
で
は
真

剣
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
従
来
「
自
己
形
成
小
説
」
一
色
で
捉
え
ら
れ

て
い
た
『
三
四
郎
』
と
い
う
作
品
が
、
三
角
関
係
小
説
（
美
禰
子
の
三
四

郎
に
対
す
る
気
持
と
か
、
男
女
の
関
係
が
双
方
向
で
あ
っ
て
こ
そ
正
真
正
銘
の
三
角

関
係
で
す
）、
な
い
し
は
壮
大
な
失
恋
小
説
と
い
う
側
面
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
す
。
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二

『
三
四
郎
』
の
研
究
史
は
そ
の
後
長
い
停
滞
期
に
入
り
ま
す
。
こ
れ

は
『
三
四
郎
』
や
漱
石
作
品
に
限
ら
ず
、
ど
っ
と
研
究
さ
れ
尽
し
た
後

に
停
滞
期
が
待
っ
て
い
る
の
は
世
の
常
で
す
が
、『
三
四
郎
』
の
場
合

も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た

一
般
的
に
、
そ
う
し
た
停
滞
期
に
あ
っ
た
作
品
に
新
風
が
吹
き
込
ま
れ

る
の
は
、
新
た
に
全
集
が
編
ま
れ
た
り
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

研
究
方
法
が
紹
介
さ
れ
た
り
し
た
時
で
あ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る

の
で
す
。
こ
こ
で
我
田
引
水
を
承
知
で
言
え
ば
、『
三
四
郎
』
の
場
合

そ
れ
が
私
た
ち
が
注
釈
を
試
み
た
『
漱
石
文
学
全
注
釈　

七　

三
四

郎
』
の
出
現
で
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
こ
こ
で
私
が
提
出
し
た
の
が
今
日
の
お
話
の
副
題
に
も
あ
る

よ
う
に
「
独
身
者
問
題
小
説
」
と
い
う
見
方
だ
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み

に
私
の
注
釈
担
当
部
分
は
九
章
か
ら
十
三
章
ま
で
で
す
が
、
独
身
者
問

題
に
触
れ
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
部
分
で
す
の
で
、「
私
が
提
出
し

た
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
は
い
っ
て
も

独
身
者
問
題
が
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
見
逃
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
し
ろ
、
作
品
中
に
明
ら
か
に
そ
れ
に
触
れ
た
部
分

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
論
者
の
ほ
う
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
た
の
で
す
。『
三
四
郎
』
に
お
け
る
独
身
者
問
題
は
多
く
は
広
田
先

生
が
ら
み
で
登
場
す
る
の
で
す
が
、
従
来
は
こ
れ
ら
の
部
分
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
扱
い
に
く
い
も
の
み
な
さ
れ
、
持
て
余
さ
れ
気
味
で
し
た
。

確
か
に
独
身
者
問
題
は
書
か
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
位

置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
と
か
、
困
っ
た
も
の
だ
と
か
い
う
よ
う
な
受
け

止
め
方
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
す
。

具
体
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
広
田
と
独
身
者
問
題
は
『
三
四

郎
』
の
十
一
章
に
出
て
き
ま
す
。
有
名
な
部
分
で
す
が
、
広
田
宅
を
訪

れ
た
三
四
郎
に
、
広
田
が
唐
突
に
「
生
涯
に
た
つ
た
一
遍
逢
つ
た
女
に
、

突
然
夢
の
中
で
再
会
し
た
と
云
ふ
小
説
染
み
た
御
話
」
を
す
る
場
面
が

あ
り
ま
す
。

「
え
ゝ
。
何
ん
な
女
で
す
か
」

「
十
二
三
の
綺
麗
な
女
だ
。
顔
に
黒
子
が
あ
る
」

三
四
郎
は
十
二
三
と
聞
い
て
少
し
失
望
し
た
。

「
何
時
頃
御
逢
ひ
に
な
つ
た
の
で
す
か
」

「
二
十
年
許
前
」

三
四
郎
は
又
驚
い
た
。

「
善
く
其
女
と
云
ふ
事
が
分
り
ま
し
た
ね
」
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「
夢
だ
よ
。
夢
だ
か
ら
分
る
さ
。
さ
う
し
て
夢
だ
か
ら
不
思
議

で
好
い
（
後
略
）」

驚
く
三
四
郎
に
、
広
田
は
饒
舌
に
そ
の
後
を
続
け
ま
す
。
な
ん
と
女

は
「
昔
の
通
り
の
顔
」、「
昔
の
通
り
の
服
装
」、「
髪
も
昔
の
髪
」
で
、

要
す
る
に
「
二
十
年
前
見
た
時
と
少
し
も
変
ら
な
い
十
二
三
の
女
」
の

姿
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
広
田
が
そ
の
理
由
を
聞
く
と
、「
あ
な

た
に
御
目
に
か
ゝ
つ
た
時
」
の
顔
や
服
装
や
髪
が
好
き
だ
か
ら
こ
う
し

て
い
る
の
だ
と
女
は
答
え
ま
す
。
対
す
る
広
田
は
も
ち
ろ
ん
「
大
変
年

を
御
取
り
な
す
つ
た
」（
女
の
言
葉
）
中
年
男
性
の
姿
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
た
有
名
な
、「
あ
な
た
（
女
）
は
画
だ
」、

「
あ
な
た
は
詩
だ
」
と
い
う
禅
問
答
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
広
田
先
生
を
め
ぐ
る
独
身
者
問
題
は
、
従
来
、
ど
う
位
置

づ
け
れ
ば
よ
い
か
と
か
、
困
っ
た
も
の
だ
と
か
い
う
よ
う
な
受
け
止
め

方
を
さ
れ
て
き
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
、
夢
と
は
い

え
非
現
実
的
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
設
定
や
禅
問
答
め
い
た
や
り
と
り

が
読
者
を
戸
惑
わ
せ
て
き
た
の
で
す
。
で
、
結
局
こ
の
部
分
が
ど
う
処

理
さ
れ
て
来
た
か
と
言
い
ま
す
と
、「
あ
な
た
に
御
目
に
か
ゝ
つ
た

時
」
の
顔
や
服
装
や
髪
が
好
き
だ
か
ら
、
の
あ
た
り
を
根
拠
と
し
て
、

広
田
・
女
の
場
合
と
三
四
郎
・
美
禰
子
の
場
合
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
理

解
が
一
般
的
で
し
た
。
そ
の
直
前
の
十
章
で
、
原
口
に
描
い
て
も
ら
っ

て
い
る
美
禰
子
の
姿
が
、
三
四
郎
と
池
の
ほ
と
り
で
出
会
っ
た
時
の

「
服な

装り

」
と
ポ
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
を
美
禰
子
が
三
四
郎
に
打
ち
明
け
る

場
面
が
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
付
け
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

す
な
わ
ち
三
四
郎
の
中
で
美
禰
子
の
あ
の
日
の
姿
は
永
遠
に
生
き
続

け
、
そ
の
意
味
で
広
田
は
未
来
の
三
四
郎
の
姿
だ
と
い
う
解
釈
で
す
。

こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
広
田
と
女
の
出
会
い
は
路
傍
で
葬
列
を
見

送
る
側
と
見
送
ら
れ
る
側
（
馬
車
の
中
）
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
夢

の
中
の
再
会
で
は
そ
れ
が
三
四
郎
と
美
禰
子
の
場
合
を
連
想
さ
せ
る

「
大
き
な
森
の
中
」
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
の
も
、
説
得
力
を
増
す
の

に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
か
ら
が
肝
心
の
独
身
者
問
題
で
す
が
、
広
田
の
夢
の

話
に
は
後
半
が
あ
り
ま
し
た
。「
そ
れ
か
ら
其
の
女
に
は
丸
で
逢
は
な

い
ん
で
す
か
」
と
の
三
四
郎
の
問
い
に
、
ま
る
で
逢
わ
な
い
し
そ
も
そ

も
ど
こ
の
誰
か
も
わ
か
ら
な
い
と
答
え
る
広
田
に
対
し
て
、「
夫
で
結

婚
を
な
さ
ら
な
い
ん
で
す
か
」
と
問
い
詰
め
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
問

い
に
対
し
て
い
っ
た
ん
は
は
ぐ
ら
か
し
た
も
の
の
、「
然
し
、
も
し
其

女
が
来
た
ら
お
貰
ひ
に
な
つ
た
で
せ
う
」
と
さ
ら
に
詰
め
寄
ら
れ
る
と
、

「
さ
う
さ
ね
」
と
言
っ
た
あ
と
で
「
貰
つ
た
ら
う
ね
」
と
、
本
音
を
吐
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露
し
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
一
期
一
会
の
相
手
と
再
会
で
き
な
か

っ
た
が
ゆ
え
に
広
田
は
独
身
を
押
し
通
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
の
で
す
。

た
だ
、
広
田
は
こ
こ
か
ら
話
を
は
ぐ
ら
か
す
か
の
よ
う
に
、
強
引
に
、

世
の
中
に
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
「
結
婚
の
し
に
く
い
事
情
」
が
あ
る
の

だ
と
い
う
方
向
に
話
題
を
も
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ

に
登
場
す
る
の
が
、
夢
の
中
で
の
再
会
と
比
べ
て
も
負
け
ず
劣
ら
ず
ミ

ス
テ
リ
ア
ス
な
、
母
の
死
に
際
に
「
実
は
誰た
れ

某が
し

が
お
前
の
本
当
の
お

父と
つ
さ
んだ

」
と
打
ち
明
け
ら
れ
て
「
結
婚
に
信
仰
を
置
か
な
く
な
」
っ
た

息
子
の
話
だ
っ
た
の
で
す
。
母
の
愛
が
父
で
は
な
い
別
の
男
に
向
け
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
う
し
た
愛
な
き
結
婚
生
活
へ
の
幻
滅
が
息
子
を

し
て
結
婚
を
た
め
ら
わ
せ
た
、
独
身
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、「
然
し
先
生
の
は
、
そ
ん
な
の
ぢ
や
無
い
で
せ

う
」
と
い
う
三
四
郎
の
言
葉
を
否
定
す
る
で
も
な
く
「
僕
の
母
は
憲
法

発
布
の
翌
年
に
死
ん
だ
」
と
応
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
も
う
一

つ
の
広
田
の
独
身
理
由
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
も
十
分
可
能
な
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
、
夢
の
中
の
少
女
と
の
再
会
や
、
母
が
姦
通
し
た
結
果
生
ま
れ

た
息
子
の
話
は
、
十
一
章
の
後
半
に
突
如
と
し
て
出
て
き
て
、
そ
し
て

す
ぐ
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。
広
田
が
独
身
で
あ
る
こ
と
は
小
説

を
読
ん
で
い
け
ば
わ
か
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
理
由
ら
し
き
も
の
が
こ

こ
に
唐
突
に
、
し
か
も
孤
立
し
た
形
で
出
て
く
る
の
で
す
。
出
方
が
唐

突
で
あ
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
身
も
、
見
て

き
た
よ
う
に
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
荒
唐
無
稽
に
近
い
よ
う
な
突
拍
子
も

な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
従
来
こ
れ
ら
の
部
分
は
扱
い
に
く
い
も

の
み
な
さ
れ
、
持
て
余
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

作
品
の
中
に
と
ど
ま
る
限
り
、
言
え
る
の
は
こ
れ
く
ら
い
で
す
が
、

実
は
こ
の
時
期
、
独
身
者
問
題
は
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
、
そ
れ

を
め
ぐ
る
本
も
多
く
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
な
ら

容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。
欧
米
か
ら
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
流

入
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
形
式
的
な
結
婚
が
懐
疑
的
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
愛
の
な
い
結
婚
を
す
る
く
ら
い
な
ら
独
身
の
ま
ま
で
、

と
考
え
る
男
女
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
い
ま
、

手
元
に
あ
る
本
や
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
見

た
本
の
な
か
か
ら
、
独
身
者
問
題
を
扱
っ
た
本
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

堺
枯
川
『
家
庭
の
教
育
』
一
九
〇
二
年

小
畴う
ね

三
郎
『
結
婚
哲
学
』
一
九
〇
六
年

湯
朝
観
明
『
結
婚
論
』
一
九
〇
六
年
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幡
幽
泉
『
細
君
の
た
め
』
一
九
〇
六
年

伊
藤
銀
月
『
新
家
庭
観
』
一
九
〇
八
年

覆
面
野
史
『
現
代
男
女
の
研
究
』
一
九
〇
九
年

『
三
四
郎
』
の
連
載
は
一
九
〇
八
年
で
す
か
ら
、
い
か
に
こ
の
作
品

が
独
身
者
問
題
が
沸
騰
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
て
い
た
か
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
注
目
を
集
め
て
い
た
の
が
、
何
ら
か
の
理

由
で
一
緒
に
な
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
（
＝
死
別
、
失
恋
、
離
れ
離
れ
等
々
）

と
愛
な
き
結
婚
へ
の
嫌
悪
と
い
う
、
さ
き
ほ
ど
の
二
つ
の
独
身
理
由
だ

っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
作
中
へ
の
登
場
が
見
て
き
た
よ
う
に
ど
れ

ほ
ど
唐
突
で
内
容
的
に
も
突
拍
子
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

当
時
の
同
時
代
読
者
に
は
す
ぐ
合
点
が
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の

意
味
で
『
三
四
郎
』
は
疑
い
も
な
く
、
当
時
の
沸
騰
す
る
独
身
者
問
題

に
掉
さ
し
た
小
説
で
あ
っ
た
の
で
す
。

愛
な
き
結
婚
に
関
し
て
は
、
小
畴う
ね

三
郎
の
『
結
婚
哲
学
』
が
、
こ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

独
身
主
義
は
更
に
恋
愛
の
神
聖
て
ふ
感
念
よ
り
起
る
、
是
れ
又

必
然
的
結
果
な
り
、
愛
な
き
麗
し
か
ら
ざ
る
結
婚
は
人
生
の
一
大

罪
悪
な
り
、
愛
し
て
愛
を
得
ず
、
恋
し
て
恋
を
得
ざ
る
も
の
は
去

り
て
愛
な
き
に
行
か
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
、
否
、
愛
な
き
に
行
く
は

罪
悪
な
り
、
此
に
於
て
独
身
主
義
の
必
要
を
感
ぜ
ざ
る
可
ら
ず
、

人
生
れ
て
愛
を
得
ず
む
ば
独
身
主
義
の
人
た
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
な

り
、
斯
く
の
如
く
に
し
て
愛
の
目
的
は
又
達
せ
ら
れ
た
る
な
り
。

愛
な
き
結
婚
を
す
る
く
ら
い
な
ら
独
身
で
い
る
ほ
う
が
愛
の
目
的
を

達
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
極
端
な
ま
で
の
愛
論
、

独
身
論
に
も
見
え
ま
す
が
、
た
と
え
ば
『
心
』
の
先
生
も
か
つ
て
は

「
此
方
で
い
く
ら
思
つ
て
も
、
向
ふ
が
内
心
他
の
人
に
愛
の
眼
を
注
い

で
ゐ
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
ん
な
女
と
一
所
に
な
る
の
は
厭
な
の
で
す
」

（
下
の
三
十
五
）
と
考
え
、「
否
応
な
し
に
自
分
の
好
い
た
女
を
嫁
に
貰
つ

て
嬉
し
が
つ
て
ゐ
る
人
」
を
「
愛
の
心
理
が
よ
く
呑
み
込
め
な
い
鈍

物
」
と
見
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
同
時
代
的
に
は
決
し
て
極
端
な
考
え

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
小
畴う
ね

三
郎
『
結
婚
哲
学
』
が
あ
げ
る
二
つ
目
の
独
身
理
由
が

恋
人
や
伴
侶
を
失
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
作

家
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
（W

ashington Irving,

一
七
八
三
―
一
八
五
九
）
の
場
合

が
例
に
あ
げ
ら
れ
、
恋
人
を
喪
っ
た
彼
が
死
後
も
彼
女
に
愛
を
捧
げ
続

け
、「
七
十
有
余
歳
ま
で
独
身
主
義
」
を
貫
い
た
こ
と
が
称
賛
さ
れ
て

い
ま
す
。「
愛
を
得
ず
ん
ば
、
愛
を
失
は
ゞ
ア
ー
ビ
ン
グ
の
如
く
独
身
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の
生
涯
を
送
ら
ざ
る
」
を
え
な
い
わ
け
で
、
そ
う
し
た
独
身
主
義
は

「
実
に
崇
高
な
る
超
然
的
極
め
て
善
美
」
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
、「
結
婚
は
人
生
の
義
務
な
り
」
と
誤
信
し
て

「
愛
を
蹂
躙
し
」、「
無
意
識
な
る
結
婚
」
を
急
ぐ
従
来
の
風
潮
で
あ
る

と
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
ま
す
。

独
身
者
問
題
論
争
の
中
で
は
、
独
身
理
由
は
、
必
ず
し
も
上
記
の
二

つ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
天
職
に
身
を
捧
げ
る

た
め
（
与
次
郎
は
広
田
の
独
身
理
由
を
こ
れ
だ
と
見
て
い
ま
す
）、
生
活
苦
、
過

去
の
失
敗
に
懲
り
て
、
男
尊
女
卑
の
家
庭
へ
の
幻
滅
、
依
頼
心
虚
栄
心

の
か
た
ま
り
で
あ
る
夫
婦
な
る
も
の
へ
の
嫌
悪
、
と
か
く
秘
密
主
義
に

陥
り
が
ち
な
女
性
へ
の
不
信
、
な
ど
が
諸
書
が
あ
げ
た
他
の
独
身
理
由

で
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
二
大
理
由
と
で
も
言
う
べ
き
な
の
が
、
広
田

の
場
合
に
見
ら
れ
た
、
何
ら
か
の
理
由
で
一
緒
に
な
れ
な
か
っ
た
ケ
ー

ス
（
＝
死
別
、
失
恋
、
離
れ
離
れ
等
々
）
と
愛
な
き
結
婚
へ
の
幻
滅
だ
っ
た

の
で
す
。三

独
身
主
義
者
広
田
の
背
後
に
は
、
同
じ
く
独
身
を
貫
い
て
（
？
）
い

る
野
々
宮
や
原
口
画
伯
（
美
禰
子
の
兄
も
同
類
で
し
た
が
近
々
結
婚
の
噂
も
）

も
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
三
四
郎
』
に
お
け
る
独
身
者
問
題
と
い

え
ば
、
従
来
と
も
す
れ
ば
壮
年
の
男
性
独
身
者
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
実
は
、
よ
り
重
要
な
独
身
者
問
題
は
、
女
性
独
身
者
の

ほ
う
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
今
日
問
題
提
起
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
こ
と
で
す
。.

と
い
い
ま
す
か
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、

三
四
郎
も
含
め
た
若
い
未
婚
男
女
に
お
け
る
独
身
者
問
題
こ
そ
が
、
独

身
者
問
題
小
説
と
し
て
の
『
三
四
郎
』
の
眼
目
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
従
来
、
独
身
者
問
題
と
い
え
ば
判
で
押
し

た
よ
う
に
広
田
ら
男
性
陣
に
注
目
し
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
重
大
な

欠
陥
が
あ
り
ま
す
。

若
い
未
婚
男
女
に
お
け
る
独
身
者
問
題
と
い
う
観
点
は
実
は
私
が
言

い
だ
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
、
前
掲
の
独
身
者
問
題
を

扱
っ
た
諸
本
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
で
も
、
大
ト
リ
と

し
て
の
女
性
独
身
者
（
も
ち
ろ
ん
美
禰
子
と
よ
し
子
の
こ
と
で
す
）
は
後
回
し

に
し
て
、
ま
ず
は
若
い
男
性
独
身
者
の
ほ
う
を
先
に
片
づ
け
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
遊
び
人
ふ
う
な
与
次
郎
は
別
格
と
し
て
、
主
人
公
三
四
郎
の

言
動
は
独
身
者
問
題
と
し
て
見
た
時
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て

い
た
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
、
幡
幽
泉
の
『
細
君

の
た
め
』
で
す
。「
独
身
者
の
家
庭
観
」
と
い
う
節
を
も
う
け
て
、
女
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性
な
る
も
の
が
と
に
か
く
嫌
い
で
「
生
涯
独
身
で
暮
す
積
り
」
の
著
者

か
ら
見
た
家
庭
（
ホ
ー
ム
）
へ
の
不
満
を
縷
々
述
べ
て
い
ま
す
。
前
章

の
最
後
で
ま
と
め
た
諸
書
に
見
ら
れ
る
独
身
理
由
中
の
、
男
尊
女
卑
の

家
庭
へ
の
幻
滅
、
と
か
く
秘
密
主
義
に
陥
り
が
ち
な
女
性
へ
の
不
信
、

依
頼
心
虚
栄
心
の
か
た
ま
り
で
あ
る
夫
婦
な
る
も
の
へ
の
嫌
悪
、
な
ど

は
す
べ
て
幡
幽
泉
『
細
君
の
た
め
』
が
あ
げ
た
理
由
で
す
。
要
す
る
に
、

「
家
の
庭
と
書
い
た
字
」（
ホ
ー
ム
）
が
と
に
か
く
気
に
食
わ
な
い
と
い

う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
気
に
食
わ
な
い
の
が
、
若
い
未

婚
男
女
の
ホ
ー
ム
志
向
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

△
全
体
、
こ
の
頃
流
行
も
の
と
な
り
ま
し
た
と
こ
ろ
の
、
家
の

庭
と
書
い
た
字
が
癪
に
障
る
の
で
す
。
御
覧
な
さ
い
未
だ
脾
弱
い

青
書
生
や
、
前
髪
の
揃
は
な
い
と
こ
ろ
の
娘
た
ち
が
、
乳
臭
い
、

黄
色
い
嘴
を
為
て
居
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
だ
の
家
庭
だ
の
と
言
ふ
面

悪
さ
、
其
許
り
な
れ
ば
未
だ
し
も
良
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん

な
下
ら
な
い
こ
と
を
思
つ
て
、
学
問
も
出
来
上
ら
ず
、
修
業
も
つ

ま
ぬ
う
ち
か
ら
、
若
い
男
女
が
飯
事
で
も
為
る
や
う
な
こ
と
許
り

を
考
へ
て
、
真
面
目
な
大
き
な
考
へ
を
持
た
な
い
か
ら
万
休
で
す
。

　

△
そ
れ
と
い
ふ
も
の
が
、
家
庭
と
か
何
ん
と
か
い
ふ
と
大
層
体

裁
が
可
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
人
間
夫
婦
家
を
持
つ
と
い
ふ

こ
と
は
、
そ
こ
で
楽
を
為
や
う
、
骨
や
す
め
を
為
や
う
、
我
儘
を

仕
や
う
、
遁
ん
坊
を
し
や
う
と
考
へ
て
る
か
ら
間
違
つ
て
居
ま
す
、

抑
も
家
庭
と
い
ふ
も
の
は
そ
ん
な
下
ら
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す

ま
い
、

そ
れ
で
は
幡
幽
泉
の
考
え
る
家
庭
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

と
い
え
ば
、「
世
の
中
の
あ
る
丈
け
の
困
難
苦
労
を
仕
ぬ
い
て
、
や
つ

と
こ
さ
と
其
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を
仕
遂
て
こ
そ
、
そ
の
時
に
ヤ
レ
ヤ
レ
疲

労
た
と
言
つ
て
、
始
め
て
愉
快
に
満
足
を
得
ら
れ
る
」
よ
う
な
場
所
で

あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、「
学
問
も
出
来
上
ら
ず
、
修
業
も
つ
ま

ぬ
」
若
い
未
婚
男
女
が
「
飯
事
で
も
為
る
や
う
な
こ
と
許
り
を
考
へ

て
」、「
そ
こ
で
楽
を
為
や
う
、
骨
や
す
め
を
為
や
う
、
我
儘
を
仕
や
う
、

遁
ん
坊
を
し
や
う
」
と
夢
想
す
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
と
い
う
の
で

す
。
従
来
『
三
四
郎
』
と
い
う
小
説
が
、
主
人
公
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
学
ん
で
良
く
も
悪
く
も
成
長
し
て
い
く
物
語
＝
風
刺
を
駆
使
し
た
一

種
の
「
自
己
形
成
小
説
」
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
冒
頭
で
紹
介

し
ま
し
た
が
、
幡
幽
泉
の
ホ
ー
ム
批
判
、
若
者
批
判
も
、
三
四
郎
に
代

表
さ
れ
る
「
学
問
も
出
来
上
ら
ず
、
修
業
も
つ
ま
ぬ
」
若
者
へ
の
諷
戒

と
い
う
点
で
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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四

独
身
者
問
題
小
説
と
し
て
『
三
四
郎
』
を
捉
え
た
時
、
若
い
未
婚
男

女
に
お
け
る
独
身
者
問
題
こ
そ
が
そ
の
中
心
で
は
な
い
か
と
考
え
、
ま

ず
は
若
い
男
性
独
身
者
で
あ
る
三
四
郎
の
ほ
う
を
先
に
見
た
わ
け
で
す

が
、
前
述
の
よ
う
に
よ
り
重
要
な
の
は
、
美
禰
子
と
よ
し
子
と
い
う
女

性
独
身
者
の
ほ
う
で
あ
る
の
は
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
だ
と

し
た
ら
作
中
で
こ
の
二
人
の
独
身
問
題
（
裏
側
か
ら
見
れ
ば
結
婚
問
題
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
が
）
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。

独
身
生
活
を
謳
歌
し
て
い
る
か
に
み
え
た
美
禰
子
と
よ
し
子
で
す
が
、

最
初
に
結
婚
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
よ
し
子
の
ほ
う
で
し
た
。「
よ

し
子
に
縁
談
の
口
が
あ
る
。
国
へ
さ
う
云
つ
て
や
つ
た
ら
、
両
親
も
異

存
は
な
い
と
返
事
を
し
て
来
た
。
夫
に
就
て
本
人
の
意
見
を
よ
く
確
め

る
必
要
が
起
つ
た
」
と
兄
で
あ
る
野
々
宮
の
言
う
通
り
で
す
。
通
常
縁

談
は
ま
ず
親
の
所
に
話
が
行
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
東
京
で
起
こ
っ
た

話
な
の
で
（
し
か
も
兄
の
交
遊
圏
内
か
ら
の
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
の
ち
に
明
ら
か

と
な
り
ま
す
）、
ま
ず
在
京
の
兄
の
所
へ
話
が
行
き
、
つ
い
で
兄
が
故
郷

の
親
の
意
向
を
確
か
め
る
、
と
い
う
順
序
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
本
人

の
と
こ
ろ
へ
話
が
行
く
の
が
さ
ら
に
そ
の
後
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
通

常
の
順
序
で
す
。
大
日
本
女
学
会
編
『
婦
人
宝
典　

巻
の
三
』（
一
九
一

六
）
に
、「
本
邦
の
婚
姻
は
、
父
母
、
其
子
女
の
為
に
婚
を
選
び
、
其

然
る
べ
し
と
思
ふ
者
あ
れ
ば
、
是
れ
を
、
其
当
人
に
告
げ
、
異
議
無
き

に
於
て
は
、
近
親
に
計
る
、
父
母
、
当
人
、
及
び
近
親
中
の
議
熟
す
る

に
及
び
、
始
め
て
、
仲
人
に
承
諾
の
旨
を
通
じ
、
結
納
の
取
り
か
は
し

を
為
し
」
と
あ
る
通
り
で
す
。
も
っ
と
も
、「
女
子
は
往
往
、
父
母
近

親
の
間
に
、
充
分
熟
議
成
り
て
、
ほ
ゞ
、
決
定
の
上
に
告
ぐ
る
も
の
多

し
」
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
女
性
の
場
合
は
、
父
母
の
次
は
近
親
、
そ

れ
か
ら
当
人
、
と
い
う
よ
う
に
、
本
人
の
意
思
確
認
が
一
段
階
後
回
し

に
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
本
人
の
意
思
確

認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
背
後
に
は
時
代
の
変
化
が
あ
っ
た
は
ず
で
す

か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
こ
こ
で
野
々
宮
が
「
本
人
の
意
見
を
よ
く
確
め

る
必
要
」
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
新
時
代
に
適
っ
た
対
応
で
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
問
題
は
こ
れ
に
対
す
る
よ
し
子
の
反
応
で
す
。
兄
が
妹
に
話
を

切
り
出
す
場
面
は
描
か
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
よ
し
子
は
い
っ

た
ん
聞
い
た
そ
の
話
に
取
り
合
お
う
と
も
せ
ず
、
兄
が
答
え
を
催
促
す

る
と
、「
能
く
つ
て
よ
。
知
ら
な
い
わ
」
と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
態
度
で

す
。「
だ
つ
て
仕
方
が
な
い
ぢ
ゃ
、
あ
り
ま
せ
ん
か
。
知
り
も
し
な
い

人
の
所
へ
、
行
く
か
行
か
な
い
か
つ
て
、
聞
い
た
つ
て
、
好
で
も
嫌
で
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も
な
い
ん
だ
か
ら
、
何
に
も
云
ひ
様
は
あ
り
や
し
な
い
わ
。
だ
か
ら
知

ら
な
い
わ
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
な
の
で
す
。

「
知
り
も
し
な
い
人
の
所
へ
、
行
く
か
行
か
な
い
か
つ
て
、
聞
い
た

つ
て
、
好
で
も
嫌
で
も
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
は
、
あ

た
か
も
候
補
者
は
既
知
の
人
物
中
か
ら
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

よ
し
子
が
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
既
知
の
人
物
で

あ
れ
ば
好
き
か
嫌
い
か
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、「
何
に
も
云
ひ
様
は
あ
り

や
し
な
い
わ
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
か
り
に
未
知

の
人
と
の
結
婚
話
が
持
ち
上
が
っ
た
時
は
、
そ
の
人
と
な
り
を
よ
く
聞

き
よ
く
確
か
め
た
う
え
で
（
時
に
は
実
際
に
会
っ
た
り
し
な
が
ら
）、
結
婚
相

手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
自
分
な
り
に
判
断
す
る
、
と
い
う

選
択
肢
は
、
ど
う
や
ら
よ
し
子
の
な
か
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

恋
愛
主
導
型
の
自
由
結
婚
と
親
に
よ
る
強
制
結
婚
と
の
対
立
は
、
明

治
も
後
半
に
な
る
と
次
第
に
鎮
静
化
し
、
こ
の
時
期
は
折
衷
型
が
主
流

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
親
の
提
案
を
子
が
熟
慮
し
十
分
に
納

得
し
た
う
え
で
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
逆
の
、
子
が
選
ん
だ
相
手
に
親
が
同
意
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル

も
あ
り
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
子
が
自
分
で

適
当
な
相
手
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
「
男
女
交
際
の

道
が
、
も
つ
と
自
由
に
且
つ
広
く
開
け
、
選
択
の
範
囲
が
大
に
広
く
な

つ
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
伊
藤
銀
月
『
新
家
庭
観
』、
一
九
〇
八
）
か

ら
で
す
。

『
新
家
庭
観
』
の
著
者
の
伊
藤
銀
月
は
同
書
の
な
か
で
繰
り
返
し
、

理
想
を
言
え
ば
「
青
年
男
女
が
自
己
の
一
生
の
大
事
の
為
に
、
充
分
慎

重
の
態
度
を
取
つ
て
、
自
由
に
配
偶
者
を
選
択
す
る
と
云
ふ
の
が
新
思

潮
に
も
合
ひ
ま
た
理
論
に
も
叶
ふ
」
と
断
り
つ
つ
も
、
現
実
に
は
「
自

由
に
交
際
す
る
と
云
つ
て
も
、
日
本
国
中
の
青
年
男
女
が
、
皆
互
に
往

来
す
る
と
云
ふ
訳
に
は
行
か
ず
、
や
は
り
極
々
少
数
の
知
人
の
間
で
、

選
び
合
ひ
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
番
適
当
な
人
を
選
ぶ
と
云
ふ
目

的
が
充
分
に
遂
げ
ら
れ
ぬ
」
と
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て
、
青
年
男
女
は
冷

静
な
判
断
力
に
欠
け
た
り
、
外
見
や
経
済
力
に
惑
わ
さ
れ
た
り
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
あ
り
が
ち
な
の
で
、
や
は
り
親
主
導
の
折
衷
型
が
現
時

点
で
は
ベ
タ
ー
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

る
と
よ
し
子
の
言
い
分
は
、
伊
藤
銀
月
の
言
う
「
極
々
少
数
の
知
人
の

間
で
、
選
び
合
ひ
を
す
る
」
を
志
向
し
て
お
り
、
同
時
代
的
に
は
あ
ま

り
好
ま
し
い
態
度
と
は
言
え
な
さ
そ
う
で
す
。

こ
の
時
期
沸
騰
し
て
い
た
独
身
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
議
の
な
か
で
は
、

女
性
の
そ
れ
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
女
性
の
意
識

の
高
ま
り
と
と
も
に
「
独
身
主
義
を
唱
え
る
婦
人
が
大
分
増
加
し
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
の
は
覆
面
野
史
の
『
現
代
男
女
の
研
究
』
で
す
が
、
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同
書
は
そ
の
理
由
を
、「
男
子
の
厄
介
な
ど
に
な
つ
て
僅
に
衣
食
を
得

る
や
う
な
、
そ
ん
な
意
気
地
の
な
い
こ
と
で
は
困
る
、
我
等
は
一
パ
シ

独
立
し
て
男
子
の
向
ふ
を
張
つ
て
見
せ
や
う
と
の
、
一
時
の
気
概
、
悪あ

し
く
云
へ
ば
若
い
時
の
一
種
の
驕
慢
心
に
駆
ら
れ
て
居
る
の
が
多
い
ら

し
い
」
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
著
者
の
覆
面
野
史
は
、「
若
い
時
の
一
種
の
驕
慢
心
に
駆

ら
れ
て
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
女
性

た
ち
の
本
意
で
は
な
い
と
推
測
し
て
い
ま
す
。「
婦
人
の
独
身
主
義
は
、

口
の
先
き
だ
け
で
、
心
中
嫁
に
行
き
た
い
の
は
山
々
で
あ
る
」
と
い
う

の
で
す
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
結
婚
話
が
持
ち
上
が
っ
た
際
に
「
恥
し
く

て
充
分
其
希
望
を
云
ひ
得
な
」
か
っ
た
り
、
理
想
か
ら
か
け
離
れ
た
相

手
を
「
嫌
ひ
だ
と
言
ひ
兼
て
」
独
身
主
義
を
口
実
と
し
て
い
る
う
ち
に

歳
を
重
ね
、「
勢
ひ
独
身
生
活
を
実
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
の

も
あ
る
ら
し
い
」
と
も
推
測
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
結
婚
に

対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
恐
怖
心
か
ら
独
身
主
義
を
標
榜
し
た
り
、
都
会
の

女
学
校
卒
業
後
に
帰
郷
し
結
婚
す
る
の
を
い
や
が
っ
た
り
、
さ
ら
に
上

の
高
等
教
育
を
高
望
み
し
た
り
、
等
々
の
理
由
が
独
身
婦
人
の
増
加
を

招
い
た
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
「
二
十
歳
前
後
の
娘
に
は
、
往
々
ま
だ
人
生
の
真
意
義
が

悟
れ
な
い
で
、
独
身
生
活
と
か
何
と
か
、
生
意
気
な
事
を
云
ふ
も
の
」

が
い
る
が
、
そ
う
し
た
「
一
種
の
驕
慢
心
」
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な

く
、「
十
九
二
十
歳
の
花
の
盛
り
を
空
し
く
過
ご
さ
な
い
で
、
其
時
に

相
当
な
配
偶
を
択
ぶ
可
」
し
と
い
う
の
が
覆
面
野
史
の
説
く
結
論
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
を
『
三
四
郎
』
中
の
女
性
独
身
者
に
適
用
す

る
と
す
れ
ば
、
兄
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
結
婚
話
を
既
知
の
人
物
で
な
い

か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
一
蹴
す
る
よ
し
子
こ
そ
が
、
そ
の
悪
し
き
実

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
逆
を
行
く
の
が
、
も
う
一
人
の
女
性
独
身
者
で
あ
る
美

禰
子
だ
っ
た
の
で
す
。
従
来
、
結
婚
観
と
い
う
観
点
で
見
た
時
は
、
自

主
・
慎
重
型
の
よ
し
子
に
対
し
て
打
算
的
功
利
的
な
美
禰
子
、
と
い
う

見
方
が
一
般
的
で
し
た
。
美
禰
子
が
、
よ
し
子
が
断
っ
た
金
縁
眼
鏡
の

若
い
紳
士
と
短
期
間
の
間
に
結
婚
を
決
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
が
、

し
か
し
こ
れ
は
同
時
代
の
尺
度
で
見
直
す
と
、
逆
の
結
論
が
見
え
て
き

ま
す
。
よ
し
子
が
同
時
代
的
に
否
定
的
な
形
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
す
が
、
美
禰
子
の
場
合
は
結
婚
観
も
、
若
い
紳
士
と
の
ス
ピ

ー
ド
結
婚
の
理
由
も
、
本
人
の
口
か
ら
は
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
広
田
は
美
禰
子
を
「
自
分
の
行
き
た
い
所
で
な
く

つ
ち
や
行
き
つ
こ
な
い
」（
七
章
）
と
見
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
を
与
次

郎
も
「
夫
と
し
て
尊
敬
の
出
来
な
い
人
の
所
へ
は
始
か
ら
行
く
気
は
な

い
ん
だ
か
ら
」（
十
二
章
）
と
言
っ
て
い
ま
す
（
し
か
も
、
こ
の
発
言
は
美
禰
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子
と
若
い
紳
士
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
て
か
ら
の
も
の
で
す
）。

愛
の
な
い
形
式
的
な
結
婚
を
否
定
し
た
多
く
の
独
身
者
問
題
本
と
突

き
合
わ
せ
て
も
非
の
打
ち
所
が
無
い
態
度
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す

が
、
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
ス
ピ
ー
ド
結
婚
ぶ
り
に
つ
い
て
も
、
同

時
代
に
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
縁
組
や
夫
婦
の
見
立
て
は
、
咄
嗟
刹
那
に
定
め
る
に
限
る
」、「
テ
キ

パ
キ
ど
こ
ろ
か
、
お
い
来
た
宜
し
い
で
決
め
る
に
限
る
、
頓
着
す
る
な
、

早
い
が
宜
し
い
、
ど
う
し
て
も
神
速
が
宜
し
い
の
で
あ
る
」
―
こ
れ
は

前
掲
の
伊
藤
銀
月
『
新
家
庭
観
』
中
の
言
葉
で
す
。
し
か
も
銀
月
が
そ

う
説
く
理
由
は
明
快
で
す
。
い
く
ら
理
想
の
夫
像
を
思
い
描
い
て
も
、

こ
ち
ら
か
ら
申
し
込
む
わ
け
に
も
い
か
な
い
以
上
、「
申
込
手
が
な
か

つ
た
ら
何
に
も
な
ら
な
い
」
し
、
し
た
が
っ
て
「
女
は
唯
結
婚
の
申
込

の
あ
つ
た
場
合
に
、
其
相
手
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
見
れ

ば
好
い
の
で
、
夫
れ
も
例
外
の
酷
い
の
で
な
い
限
り
は
、
経
験
に
富
ん

だ
恩
人
な
り
両
親
な
り
の
言
葉
に
従
つ
て
差
支
が
な
か
ら
う
」
と
い
う

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
「
お
い
来
た
宜
し
い
で
決
め
る
に
限
る
」
と

い
う
わ
け
で
す
。
美
禰
子
の
ケ
ー
ス
が
ほ
ぼ
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
美
禰
子
の
場
合
は
そ
れ

に
加
え
て
、「
自
分
の
行
き
た
い
所
」、「
夫
と
し
て
尊
敬
の
出
来
」
る

人
、
と
い
う
点
も
見
極
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
打
算

的
と
か
怱
卒
と
い
っ
た
後
世
の
悪
評
と
は
裏
腹
に
、
当
時
と
し
て
は
理

想
的
な
結
婚
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
さ
そ
う
で

す
。
そ
し
て
美
禰
子
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
お
の
ず
と
、
短
絡
的
に
「
知

り
も
し
な
い
人
」
へ
の
拒
否
反
応
を
示
す
よ
し
子
の
場
合
と
対
比
さ
れ

ず
に
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
当
初
は
仲
の
よ
い
二
人
と
見
ら
れ
て
い
た

よ
し
子
と
美
禰
子
で
す
が
、
結
婚
問
題
（
裏
側
か
ら
見
れ
ば
独
身
問
題
）
の

比
重
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
物
語
後
半
に
お
け
る
よ
し
子
と
美
禰

子
の
対
照
性
は
ど
ん
ど
ん
強
ま
る
ば
か
り
な
の
で
す
。

美
禰
子
の
こ
と
を
「
夫
と
し
て
尊
敬
の
出
来
な
い
人
の
所
へ
は
始
か

ら
行
く
気
は
な
い
ん
だ
か
ら
」
と
見
抜
い
て
い
た
与
次
郎
は
、
そ
の
発

言
の
前
の
ほ
う
で
、
同
い
年
く
ら
い
の
女
性
（
美
禰
子
の
こ
と
で
す
）
に

魅
か
れ
る
三
四
郎
を
た
し
な
め
な
が
ら
、
前
述
の
覆
面
野
史
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
何
故
と
云
ふ
に
。
廿
前
後
の
同
じ
年
の
男
女
を
二
人
並
べ
て

見
ろ
。
女
の
方
が
万
事
上
手
だ
あ
ね
。
男
は
馬
鹿
に
さ
れ
る
許
だ
。

女
だ
つ
て
、
自
分
の
軽
蔑
す
る
男
の
所
へ
嫁
に
行
く
気
は
出
な
い

や
ね
。
尤
も
自
分
が
世
界
で
一
番
偉
い
と
思
つ
て
る
女
は
例
外
だ
。

軽
蔑
す
る
所
へ
行
か
な
け
れ
ば
独
身
で
暮
す
よ
り
外
方
法
は
な
い

ん
だ
か
ら
。
よ
く
金
持
の
娘
や
何
か
に
そ
ん
な
の
が
あ
る
ぢ
や
な
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い
か
、
望
ん
で
嫁
に
来
て
置
き
な
が
ら
、
亭
主
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る

の
が
。
美
禰
子
さ
ん
は
夫そ
れ

よ
り
ず
つ
と
偉
い
。
其
代
り
、
夫
と
し

て
尊
敬
の
出
来
な
い
人
の
所
へ
は
始
か
ら
行
く
気
は
な
い
ん
だ
か

ら
（
後
略
）」

「
自
分
が
世
界
で
一
番
偉
い
と
思
つ
て
」「
独
身
で
暮
す
」
か
、
形
だ

け
は
結
婚
し
て
も
「
亭
主
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
」
よ
う
な
女
性
と
言
っ
た

時
、
与
次
郎
が
よ
し
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
と
正
反
対
な
の
が
美
禰
子
だ
と
与
次

郎
は
見
て
い
る
の
で
す
。
覆
面
野
史
の
別
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、

「
若
い
時
の
一
種
の
驕
慢
心
に
駆
ら
れ
て
」「
独
身
主
義
を
唱
え
る
婦

人
」
よ
し
子
に
対
し
て
、「
お
い
来
た
宜
し
い
」（
伊
藤
銀
月
）
で
即
決

し
た
美
禰
子
、
と
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

れ
ば
、
独
身
者
問
題
小
説
と
し
て
の
『
三
四
郎
』
の
中
心
に
位
置
す
る

の
が
、
こ
の
よ
し
子
と
美
禰
子
の
対
照
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
は
や
明

ら
か
で
し
ょ
う
。

五

今
日
の
お
話
は
、
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
が
「
原
口
の
モ
デ
ル
橋
口
五
葉

の
〈
言
行
一
致
〉」、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
独
身
者
問
題
小
説
と
し
て
の

『
三
四
郎
』」
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
が
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
相
当
す
る
部
分

で
す
。
こ
こ
か
ら
は
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
の
ほ
う
に
移
行
し
よ
う
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
二
つ
は
必
ず
し
も
密
接
に
関
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ

の
意
味
で
は
今
日
の
お
話
は
二
部
構
成
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で

す
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
が
ま
っ

た
く
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
お
察

し
の
よ
う
に
、
両
者
を
つ
な
げ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
原
口
画
伯
と
い
う

存
在
で
す
。
と
い
う
の
も
、
結
婚
へ
と
踏
み
出
し
て
い
っ
た
美
禰
子
の

歩
み
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
が
、

原
口
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
美
禰
子
が
結
婚
へ
と
踏
み
出
し
て

い
く
時
期
に
多
く
の
時
間
を
共
に
し
て
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
原
口

だ
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
大
作
「
森
の
女
」
に
向
け
て
の
写
生
・

制
作
作
業
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
原
口
が
広
田
先
生
の

所
へ
来
て
、
美
禰
子
の
肖
像
を
描
く
意
志
を
洩
ら
し
て
か
ら
、
ま
だ
一

ケ
月
位
に
し
か
な
ら
な
い
。
展
覧
会
で
直
接
に
美
禰
子
に
依
頼
し
て
ゐ

た
の
は
、
夫
よ
り
後
の
事
で
あ
る
」（
十
章
）
と
し
て
も
、
美
禰
子
自
身

の
証
言
に
よ
れ
ば
、
実
は
「
其
前
か
ら
少
し
宛
描
い
て
頂
い
て
ゐ
た
」

（
同
前
）
と
い
う
の
で
す
。
聞
き
手
で
あ
る
三
四
郎
と
の
や
り
と
り
に
よ
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れ
ば
、「
其
前
」
と
は
「
単ひ
と
え
も
の衣」

を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
頃
、
す
な
わ

ち
三
四
郎
と
池
畔
で
出
会
っ
た
九
月
上
旬
頃
を
指
す
よ
う
で
す
。

こ
の
三
四
郎
と
の
や
り
と
り
の
時
期
が
か
り
に
十
二
月
上
旬
で
あ
る

と
し
て
、
の
ち
に
美
禰
子
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
金
縁
眼
鏡
の
若
い

紳
士
が
こ
の
日
迎
え
に
来
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

日
ま
で
に
は
美
禰
子
は
す
で
に
結
婚
の
決
意
を
固
め
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
結
婚
へ
の
決
意
を
固
め
て
い
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
の
時
期
に
、
写
生
・
制
作
作
業
を
通
じ
て
美
禰
子
と
多
く
の

時
間
を
共
に
し
て
い
た
原
口
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
は
無
視
で
き
な
い

も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
原
口
が
美
禰
子
に
直
接
、
結
婚
問
題
に

つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
面
な
ど
は
作
品
中
に
は
存

在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
独
身
問
題
、
結
婚
問
題
に
つ
い
て
、
原
口
が

自
分
の
考
え
を
述
べ
た
シ
ー
ン
な
ら
あ
り
ま
す
。
直
接
の
聞
き
手
は
三

四
郎
で
す
が
、「
小
川
さ
ん
面
白
い
話
が
あ
る
」
と
切
り
出
し
た
原
口

が
紹
介
し
た
の
は
、「
細
君
が
厭
に
な
つ
て
離
縁
を
請
求
し
た
」
も
の

の
受
け
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
や
む
な
く
自
分
が
家
を
出
る
と
言
っ
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
で
は
「
後
が
困
る
」
と
泣
き
つ
か
れ
た
の
で
、「
何
構
は

な
い
さ
、
御
前
は
勝
手
に
入
夫
で
も
し
た
ら
宜
か
ら
う
」
と
突
き
放
し

た
と
い
う
、
い
さ
さ
か
意
味
不
明
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
な
ど
に
も
よ
く
あ
る
よ

う
な
、
無
く
も
が
な
の
枕
に
過
ぎ
ず
、
原
口
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、

そ
の
直
後
に
語
ら
れ
た
以
下
の
部
分
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
「
何
う
も
な
ら
な
い
の
さ
。
だ
か
ら
結
婚
は
考
へ
物
だ
よ
。
離

合
聚
散
、
共
に
自
由
に
な
ら
な
い
。
広
田
先
生
を
見
給
へ
、
野
々

宮
さ
ん
を
見
給
へ
、
里
見
恭
助
君
を
見
給
へ
、
序
に
僕
を
見
給
へ
。

み
ん
な
結
婚
を
し
て
ゐ
な
い
。
女
が
偉
く
な
る
と
、
か
う
云
ふ
独

身
も
の
が
沢
山
出
来
て
来
る
。
だ
か
ら
社
会
の
原
則
は
、
独
身
も

の
が
、
出
来
得
な
い
程
度
内
に
於
て
、
女
が
偉
く
な
ら
な
く
つ
ち

や
駄
目
だ
ね
」（
十
章
）

こ
れ
に
、
前
述
の
覆
面
野
史
の
「
我
等
は
一
パ
シ
独
立
し
て
男
子
の

向
ふ
を
張
つ
て
見
せ
や
う
と
の
、
一
時
の
気
概
、
悪あ

し
く
云
へ
ば
若
い

時
の
一
種
の
驕
慢
心
に
駆
ら
れ
て
」「
独
身
主
義
を
唱
え
る
婦
人
」
が

増
加
し
た
と
い
う
見
解
も
加
え
て
敷
衍
す
れ
ば
、「
女
が
偉
く
な
る

と
」
女
性
の
独
身
者
も
（
覆
面
野
史
説
）、
男
性
の
独
身
者
も
（
原
口
説
）

増
え
て
困
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
あ
た
り
が
原
口
発
言
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
原
口
の
処
方
箋
は
、

「
独
身
も
の
が
、
出
来
得
な
い
程
度
内
に
於
て
、
女
が
偉
く
な
ら
な
く
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つ
ち
や
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ま
り
女
性
が
偉
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ

う
に
、
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
発
言
は
こ
の
場
に
い
た
美
禰
子
も
耳
に
し
て
い
ま
す
が
、
憶
測

を
承
知
で
言
え
ば
、
そ
れ
以
前
か
ら
美
禰
子
は
同
様
の
こ
と
を
聞
か
さ

れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
種
の
説
は
、
す

で
に
見
て
き
た
覆
面
野
史
の
『
現
代
男
女
の
研
究
』
や
、
身
近
な
と
こ

ろ
で
は
「
自
分
が
世
界
で
一
番
偉
い
と
思
つ
て
る
女
は
例
外
だ
。
軽
蔑

す
る
所
へ
行
か
な
け
れ
ば
独
身
で
暮
す
よ
り
外
方
法
は
な
い
ん
だ
か

ら
」
と
述
べ
て
い
た
与
次
郎
を
始
め
と
し
て
、
世
の
中
に
広
く
行
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
と
し
た
ら
、
美
禰
子
は
そ
れ
ら
の
言
説

に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
他
方
で
は
か
つ
て
は
姉
妹
も
同
然
で
あ
っ
た
は
ず

の
よ
し
子
を
反
面
教
師
と
す
る
こ
と
で
、
結
婚
へ
の
決
意
を
固
め
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

六

原
口
の
美
禰
子
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
こ
こ
ま
で
で
、
今
度
こ
そ
本

当
に
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
独
身
者
問
題
小
説
と
し
て
の
『
三
四
郎
』」

は
終
わ
り
で
す
。
残
る
は
、
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
の
「
原
口
の
モ
デ
ル
橋

口
五
葉
の
〈
言
行
一
致
〉」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
原
口
と
五

葉
の
関
係
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
小
宮
豊
隆
の
「『
三
四
郎
』
の

材
料
」（『
漱
石
寅
彦
三
重
吉
』、
一
九
四
二
）
で
す
。

そ
の
前
に
橋
口
五
葉
の
こ
と
を
江
藤
淳
編
『
朝
日
小
事
典　

夏
目
漱

石
』（
一
九
七
七
）
か
ら
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
と
（
担
当
・
大
野
淳
一
）、

本
名
は
清
、
一
八
八
一
年
に
鹿
児
島
で
生
ま
れ
（
一
九
二
一
年
没
）、
一

九
〇
五
年
に
東
京
美
術
学
校
洋
画
科
を
卒
業
。
兄
の
橋
口
貢
と
も
ど
も

漱
石
の
出
発
期
か
ら
画
を
通
じ
て
親
密
な
交
流
を
続
け
、『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
や
『
漾
虚
集
』
を
始
め
と
し
て
多
く
の
装
丁
や
挿
画
を
担
当

し
、
漱
石
か
ら
愛
さ
れ
、
ま
た
信
頼
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
一
一
年
に
三

越
呉
服
店
の
ポ
ス
タ
ー
と
も
な
っ
た
「
此
美
人
」
を
始
め
と
し
て
多
く

の
秀
作
を
の
こ
し
、
晩
年
は
浮
世
絵
版
画
の
研
究
・
普
及
・
制
作
に
打

ち
込
ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
そ
こ
で
小
宮
豊
隆
の
「『
三
四
郎
』
の
材
料
」
で
す
が
、
多
く

の
材
源
を
指
摘
し
た
中
で
、
原
口
と
五
葉
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は

「
勿
論
原
口
さ
ん
の
画
室
に
這
入
つ
た
時
の
感
じ
は
、
正
に
橋
口
五
葉

の
画
室
に
這
入
つ
た
時
の
感
じ
と
、
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
の
感
じ
で
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
原
口
の
画
室
の
様
子
は
、
十
章
で
三
四
郎

が
美
禰
子
に
会
う
た
め
に
原
口
家
を
訪
ね
る
場
面
で
描
写
さ
れ
て
い
ま

す
。
床
に
敷
か
れ
た
絨
毯
に
虎
の
皮
、
大
き
な
甕
、
そ
こ
か
ら
突
き
出

た
金
箔
で
装
飾
さ
れ
た
二
本
の
矢
、
そ
の
か
た
わ
ら
の
卯
の
花
縅
の
鎧
、
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幔
幕
の
綱
を
通
し
て
つ
る
さ
れ
た
元
禄
調
の
金
糸
刺
繍
の
小
袖
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
ま
わ
り
を
無
数
の
画
や
下
画
が
と
り
ま
く
、
と
い
っ
た
き

ら
び
や
か
さ
で
す
。

こ
れ
が
五
葉
の
画
室
の
様
子
に
そ
っ
く
り
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で

す
。
小
宮
が
五
葉
の
画
室
を
訪
れ
た
の
が
確
実
な
の
は
、『
三
四
郎
』

連
載
終
了
後
に
五
葉
が
兄
貢
と
と
も
に
谷
中
清
水
町
か
ら
赤
坂
区
仲
町

に
転
居
し
た
後
の
四
月
十
八
日
の
こ
と
で
す
が
（
荒
正
人
『
増
補
改
訂
漱

石
研
究
年
表
』、
一
九
八
四
）、
も
ち
ろ
ん
小
宮
が
谷
中
清
水
町
時
代
の
画

室
の
様
子
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
あ
り
ま
す
か
ら
、「
橋
口
五

葉
の
画
室
」
と
は
そ
の
頃
の
も
の
を
指
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な

く
と
も
漱
石
は
『
三
四
郎
』
連
載
以
前
か
ら
五
葉
と
は
頻
繁
に
行
き
来

す
る
仲
で
し
た
か
ら
、
画
室
の
様
子
は
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

実
は
小
宮
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
原
口
の
画
室
と
そ
っ
く
り

だ
と
い
う
、
五
葉
の
谷
中
清
水
町
時
代
の
画
室
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ

る
資
料
が
あ
る
の
で
す
。『
三
四
郎
』
本
文
中
に
小
袖
を
つ
る
し
た
様

子
を
「
虫
干
の
時
の
様
に
」
と
形
容
し
た
個
所
が
あ
り
ま
す
が
、「
虫

干
」
と
い
う
の
は
五
葉
が
自
分
の
画
室
を
写
生
し
た
作
品
の
タ
イ
ト
ル

で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
五
葉
は
一
九
〇
四
年
九
月
に
「
虫
干
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
油
彩
静
物
画
を
完
成
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
を
同
年
九
月
か

ら
十
一
月
ま
で
ひ
ら
か
れ
て
い
た
白
馬
会
展
に
出
品
し
て
い
た
の
で
す

（
山
西
健
夫
「
橋
口
五
葉
―
画
業
前
半
期
の
作
品
と
制
作
状
況
を
中
心
に
」、
岩
切
信

一
郎
編
「
橋
口
五
葉
年
譜
」
な
ど
。
い
ず
れ
も
『
生
誕
130
年　

橋
口
五
葉
展
』
所
収
、

二
〇
一
一
）。

山
西
論
が
紹
介
す
る
一
九
〇
四
年
八
月
二
十
八
日
付
の
橋
口
貢
宛
の

五
葉
の
絵
葉
書
や
、
石
井
柏
亭
の
「
白
馬
会
画
評
」（『
明
星
』
一
九
〇
四

年
十
一
月
）
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
龍
頭
の
兜
、
紺
糸
縅
し
の
鎧
、
刺

繍
を
施
し
た
小
袖
、
馬
の
あ
ぶ
み
、
虎
の
皮
、
支
那
焼
き
の
花
甕
な
ど

が
描
か
れ
て
お
り
（
現
在
は
こ
の
画
は
所
在
不
明
と
の
こ
と
）、
ま
さ
に
『
三

四
郎
』
で
描
か
れ
て
い
た
原
口
の
画
室
の
様
子
そ
の
ま
ま
な
の
で
す
。

ち
な
み
に
小
宮
が
指
摘
し
た
の
は
、
原
口
の
画
室
が
五
葉
の
画
室
そ

っ
く
り
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
、
作
品
「
虫
干
」
を
始
め
と
す

る
そ
の
他
の
指
摘
は
、
五
葉
研
究
の
成
果
に
多
く
を
負
い
な
が
ら
今
回

私
が
初
め
て
指
摘
し
た
こ
と
で
す
。
小
宮
は
原
口
の
造
型
に
五
葉
以
外

の
人
物
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
画
室
が
そ
っ
く
り
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
で
と
ど
め
た
よ
う
で
す
が
、
私
は
さ
ら
に
す
す
め
て
、
原
口

の
モ
デ
ル
は
五
葉
で
あ
る
、
と
ま
で
言
う
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『
三
四
郎
』
の
連
載
と
も
重
な
る
一
九
〇
八
年
八
月
か
ら
九
月
に
か

け
て
、
五
葉
は
第
二
回
文
展
（
同
年
十
月
）
に
出
品
す
る
た
め
「
赤
色
の

着
物
を
着
た
婦
人
《
元
禄
婦
人
》（
油
彩
画
）
を
制
作
」（「
橋
口
五
葉
年

譜
」）
し
て
い
ま
し
た
。
―
―
「
橋
口
清
氏
は
文
部
省
展
覧
会
に
出
品
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す
べ
く
赤
色
の
着
物
を
着
た
る
『
元
禄
婦
人
』
を
描
き
つ
つ
あ
り
と
」

（「
消
息
」『
美
術
新
報
』
一
九
〇
八
年
九
月
十
九
日
発
行
）。
し
か
し
、
結
局
こ

の
画
は
文
展
に
出
品
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
完
成
し
た
か
ど
う
か
も
含

め
て
、
消
息
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
の
文
展
は
、
会
場
の
不

備
、
審
査
委
員
の
人
選
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
が
あ
っ
て
出
品
を
取

り
や
め
た
画
家
も
い
た
く
ら
い
で
す
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
余
波
を
受

け
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も

『
三
四
郎
』
の
着
想
・
執
筆
時
期
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
画
が
美

禰
子
を
描
い
た
「
森
の
女
」
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
時
期
は
五
葉
に
と
っ
て
は
「
油
彩
画
の
大

作
」（
山
西
健
夫
前
掲
論
文
）
時
代
で
、
一
九
〇
七
年
の
「
孔
雀
と
印
度

女
」
は
縦
一
六
三
・
五
セ
ン
チ
、
同
じ
年
の
文
展
に
出
品
さ
れ
現
在
は

モ
ノ
ク
ロ
写
真
し
か
残
っ
て
い
な
い
「
羽
衣
」
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
さ

ら
に
そ
れ
よ
り
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
翌
年
に
制
作
に
着
手
し
た
「
元
禄
婦
人
」
が
「
長
さ
は
六
尺

（
約
一
八
二
セ
ン
チ
）
も
あ
る
」（
十
章
） 

と
さ
れ
る
「
森
の
女
」
と
同
規
模

の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
で
し
ょ
う
。

原
口
＝
五
葉
説
に
さ
ら
に
瑣
末
な
こ
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
原
口
の

坊
主
頭
ス
タ
イ
ル
（
七
章
に
「
頭
を
五
分
刈
り
に
し
た
」
と
あ
り
ま
す
）
も
、

五
葉
の
そ
れ
と
重
な
り
ま
す
。
前
掲
の
『
生
誕
130
年　

橋
口
五
葉
展
』

に
は
、
五
葉
の
自
画
像
や
写
真
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

ら
は
一
貫
し
て
坊
主
頭
ス
タ
イ
ル
な
の
で
す
。
さ
す
が
に
晩
年
の
写
真

（
一
九
一
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
も
の
と
さ
れ
る
「
自
宅
書
斎
に
て
」）
や
肖

像
画
（
平
福
百
穂
画
、
一
九
一
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
も
の
）
に
な
る
と
前

髪
を
横
に
流
し
た
ス
タ
イ
ル
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
一
九

一
一
年
に
代
表
作
の
「
此
美
人
」
で
三
越
呉
服
店
の
懸
賞
広
告
第
一
等

を
獲
得
し
た
際
の
も
の
は
、
正
真
正
銘
の
坊
主
頭
ス
タ
イ
ル
で
す
。

こ
こ
ま
で
で
、
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
中
の
「
原
口
の
モ
デ
ル
橋
口
五
葉

…
…
」
ま
で
は
終
わ
り
で
す
。
残
る
は
「
の
〈
言
行
一
致
〉」
の
み
で

す
が
、
こ
こ
か
ら
は
研
究
と
い
う
よ
り
は
半
ば
ジ
ョ
ー
ク
と
し
て
お
聞

き
く
だ
さ
い
。
五
葉
の
言
行
が
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
現
在
ま

で
に
私
は
五
葉
の
独
身
論
、
結
婚
論
を
確
認
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
五
葉
で
は
な
く
原
口
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
女
性
が
偉
く
な

り
過
ぎ
る
と
自
分
た
ち
の
よ
う
な
独
身
者
が
増
え
て
困
る
、
だ
か
ら
あ

ま
り
偉
く
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け

で
す
。
そ
し
て
「
行
」
の
ほ
う
で
す
が
、
こ
っ
ち
は
原
口
で
は
な
く
五

0

0

0

0

0

0

0

葉
が
0

0

、
生
涯
独
身
を
貫
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
前
掲
の
「
橋
口
五
葉
年

譜
」
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
五
葉
を
モ
デ
ル
と
し
た
架
空
の
人

物
で
あ
る
原
口
の
「
言
」
と
、
原
口
の
モ
デ
ル
に
さ
れ
た
実
在
の
人
物

で
あ
る
五
葉
の
「
行
」
と
が
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
私
は
冗
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談
半
分
に
「
原
口
の
モ
デ
ル
橋
口
五
葉
の
〈
言
行
一
致
〉」
と
呼
ん
だ

の
で
す
が
、
こ
ん
な
遊
び
の
部
分
も
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
は
あ
っ
て
い

い
の
で
は
な
い
か
、
と
現
在
の
私
は
考
え
始
め
て
い
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
度
、
今
度
は
真
面
目
に
全
体
を
振
り
返
ら
せ
て
下
さ

い
。
か
つ
て
は
広
く
「
自
己
形
成
小
説
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
『
三
四

郎
』
と
い
う
小
説
が
、
作
品
論
の
季
節
に
は
「
壮
大
な
失
恋
小
説
」
と

読
み
替
え
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
た
も
の
の
、
同
時
代
の
独
身
者
問
題
論

争
を
背
景
に
置
く
こ
と
で
独
身
者
問
題
小
説
と
し
て
も
読
め
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
い
う
独
身
者
問
題
と
は
、
従

来
の
よ
う
な
広
田
ら
男
性
陣
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、
若
い
未
婚
男

女
、
な
か
で
も
よ
し
子
と
美
禰
子
の
結
婚
に
対
す
る
態
度
の
く
っ
き
り

と
し
た
対
照
性
こ
そ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
作
者
の
立
場
は
明
ら
か
に
、
結
婚
へ
と
踏
み
切

っ
た
美
禰
子
の
側
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
覆
面
野
史
『
現
代
男
女
の

研
究
』
を
始
め
と
す
る
多
く
の
独
身
者
問
題
本
の
立
場
と
も
共
通
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
上
で
私
の
お
話
を
終
わ

り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
長
い
間
、
御
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
ふ
じ
い
・
ひ
で
た
だ　

立
教
大
学
名
誉
教
授
）


