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鈴
木
三
重
苦
宛
書
筒
か
ら
み
る
「
倫
敦
塔
」

-
「
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
出
来
な
い
」

は
じ
め
に
　
-
鈴
木
三
重
吉
宛
書
鰭
を
手
が
か
U
に
-

夏
目
淑
石
　
「
倫
敦
塔
」
　
は
'
倫
敦
留
学
中
の
　
「
余
」
　
(
淋
石
自
身
を
努
寓
と
さ

せ
る
)
　
が
　
(
倫
敦
塔
)
　
を
訪
れ
る
話
で
あ
り
'
(
倫
敦
塔
)
　
の
中
で
は
様
々
な
空

想
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
'
下
宿
の
主
人
に
よ
っ
て
そ
の
空
想
が
壊
さ
れ

る
結
末
と
な
っ
て
い
る
。
何
故
'
(
倫
敦
塔
)
　
の
空
想
は
最
後
に
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
か
　
(
あ
る
い
は
壊
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
)
。
こ
の
疑
問
を
'
今
回

は
鈴
木
三
重
苦
宛
書
簡
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
淑
石
研
究
に
お
い

て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
有
名
な
書
簡
だ
が
'
「
倫
敦
塔
」
　
と
の
関
連
は
触
れ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
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
少
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
ゝ
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
。

此
点
か
ら
い
ふ
と
単
に
美
的
な
文
字
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し
た
如
く
閑
文
学
に
帰

着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
学
の
中
に
冶
造
し
て
喜
ん
で
居
る
O
然
し
大
な
る
世

の
中
は
か
ゝ
る
小
天
地
に
麻
こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
。
然
も
大
に

動
か
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
敵
が
前
後
左
右
に
あ
る
。
苛
も
文
学
を
以
て
生
命
と
す
る

も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
。
丁
度
維
新
の
当
士
勤
王
家
.

が
困
苦
を
な
め
た
様
な
了
見
に
な
ら
な
く
て
は
駄
目
だ
ら
う
と
思
う
。
間
違
っ
た
ら

山
　
根
　
由
美
恵

神
経
衰
弱
で
も
気
遣
で
も
入
牢
で
も
何
で
も
す
る
了
見
で
は
な
く
て
は
文
学
者
に
な

れ
ま
い
と
思
ふ
。
文
学
者
は
ノ
ン
キ
に
'
超
然
と
、
ウ
ツ
ク
シ
が
つ
て
世
間
と
相
遠

か
る
様
な
小
天
地
ぱ
く
か
り
に
居
れ
ば
そ
れ
ぎ
り
だ
が
大
き
な
世
界
に
出
れ
ば
只
愉
快

を
得
る
為
め
だ
杯
と
は
云
ふ
て
は
居
ら
れ
ぬ
進
ん
で
苦
痛
を
求
め
る
為
め
で
な
く
て

は
な
る
ま
い
と
思
ふ
。

君
の
趣
味
か
ら
云
ふ
と
オ
イ
ラ
ン
憂
ひ
式
で
つ
ま
り
。
自
分
の
ク
ッ
ク
シ
イ
と
思

ふ
事
ば
か
り
か
い
て
、
そ
れ
で
文
学
者
だ
と
済
ま
し
て
居
る
様
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と

思
ふ
。
環
実
世
界
は
無
論
さ
う
は
ゆ
か
ぬ
O
　
文
学
世
界
も
亦
さ
う
許
り
で
は
ゆ
く
ま

い
。
か
の
俳
句
連
虚
子
で
も
四
方
太
で
も
此
点
に
於
て
は
丸
で
別
世
界
の
人
間
で
あ

る
。
あ
ん
な
の
許
り
が
文
学
者
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
と
い
ふ
て
普
通
の
小
説
家
は
あ

の
通
り
で
あ
る
。
僕
は
一
面
に
於
て
俳
許
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
1
面
に
於

て
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精

神
で
文
学
を
や
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
で
な
い
と
何
だ
か
難
を
す
て
1
易
に
つ
き
劇
を

厭
ふ
て
閑
に
走
る
所
謂
腰
抜
文
学
者
の
様
な
気
が
し
て
な
ら
ん
。

破
戒
に
と
る
べ
き
所
は
な
い
が
只
此
点
に
於
テ
他
の
ぬ
く
事
数
等
で
あ
る
と
思
ふ
。

然
し
破
戒
は
未
ダ
シ
。
三
重
苦
先
生
破
戒
以
上
の
作
ヲ
ド
ン
ノ
＼
出
シ
玉
へ
　
以
上

(
明
治
3
9
年
1
0
月
2
6
日
付
)

こ
の
書
簡
で
は
'
「
草
枕
」
　
の
よ
う
な
俳
語
的
文
学
の
み
な
ら
ず
へ
　
「
維
新
の
志

士
の
如
き
烈
し
い
精
神
」
　
で
命
の
や
り
と
り
を
す
る
よ
う
な
文
学
を
や
っ
て
み
た

い
と
い
う
淑
石
自
身
の
文
学
観
を
語
る
と
と
も
に
、
三
重
吉
に
も
「
千
鳥
」
　
の
よ

う
な
夢
の
世
界
の
み
な
ら
ず
現
実
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
作
を
書
く
よ
う
に
と
激

励
し
て
い
る
。
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(

1

)

安
藤
久
美
子
氏
は
　
「
こ
の
有
名
な
書
簡
は
'
淋
石
が
『
草
枕
』
の
よ
う
な
美
的

境
地
か
ら
『
二
百
十
日
』
『
野
分
』
　
へ
と
'
現
実
空
間
を
描
く
小
説
を
書
く
に
至

る
道
筋
を
物
語
っ
て
い
る
L
t
　
「
『
草
枕
』
以
降
『
三
四
郎
』
に
到
る
ま
で
の
瀬
石

は
『
漂
虚
集
』
『
草
枕
』
の
夢
幻
的
な
も
の
と
'
『
野
分
』
　
の
よ
う
な
現
実
的
へ
　
文

明
批
評
的
な
も
の
と
が
分
裂
し
て
、
夢
と
現
実
の
接
点
に
あ
る
小
説
時
空
を
創
り

出
す
模
索
を
続
け
て
い
る
と
い
え
る
」
　
と
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
へ
　
こ
の
書
簡
の
骨
子
の
一
つ
で
あ
る
「
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来

な
い
」
　
と
い
う
態
度
は
'
「
倫
敦
塔
」
　
に
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
'
「
倫
敦
塔
」
　
の
空
想
を
壊
し
た
意
味
を
'
「
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足

が
出
来
な
い
」
　
と
い
う
作
家
の
意
思
の
現
れ
の
一
つ
と
す
る
。
つ
ま
り
'
三
重
吉

宛
書
簡
か
ら
　
「
倫
敦
塔
」
　
を
逆
照
射
し
て
み
た
い
。

な
お
へ
　
こ
こ
で
考
え
る
　
「
美
」
　
と
は
'
「
只
き
れ
い
に
う
つ
く
し
く
暮
ら
す
」

こ
と
や
'
「
文
学
者
は
ノ
ン
キ
に
、
超
然
と
、
ウ
ツ
ク
シ
が
つ
て
世
間
と
相
遠
か

る
様
な
小
天
地
ば
か
り
に
居
」
　
る
湯
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
o

l
　
　
「
倫
敦
塔
」
と
鈴
木
三
重
吉
宛
書
盾
の
あ
い
だ

-
書
簡
か
ら
み
る
激
石
の
軌
跡
　
-
明
f
c
-
8
-

も
ち
ろ
ん
へ
　
三
重
苦
宛
書
簡
は
　
「
倫
敦
塔
」
　
か
ら
一
年
半
後
の
も
の
で
あ
り
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
は
じ
め
に
　
「
倫
敦
塔
」
　
と
三
重

苦
宛
書
簡
の
問
の
沸
石
の
意
識
を
追
っ
て
み
た
い
。

明
治
3
7
年
1
2
月
か
ら
3
8
年
1
月
に
か
け
て
へ
野
間
真
綱
氏
に
「
倫
敦
塔
」
「
猫
」

に
関
す
る
書
簡
を
寄
せ
て
い
る
O
　
「
倫
敦
塔
は
未
だ
脱
稿
せ
ず
然
し
も
の
に
な
り

ま
す
御
丁
覚
の
上
是
非
は
め
て
下
さ
い
　
(
明
治
3
7
年
　
　
　
」
も
　
「
倫
敦
塔
は
出

来
上
っ
た
あ
と
か
ら
読
ん
で
み
る
と
面
白
く
も
何
と
も
な
い
先
便
は
取
り
消
す

(
明
治
3
7
年
2
¥
S
)
」
、
「
猫
伝
を
は
め
て
く
れ
て
難
有
い
は
め
ら
れ
る
と
増
長

し
て
続
篇
続
々
杯
を
か
く
き
に
な
る
実
は
作
者
自
身
は
少
々
鼻
に
つ
い
て
厭
気
に

な
っ
て
居
る
所
だ
読
ん
で
も
ち
つ
と
も
面
白
く
な
い
(
明
治
3
 
8
年
r
*
¥
r
H
)
」
も
「
君

が
ほ
め
て
呉
れ
た
の
で
倫
敦
塔
が
急
に
う
ま
く
な
っ
た
心
持
ち
が
す
る
。
然
し
世

に
稀
な
る
文
学
者
は
少
々
驚
い
た
ね
　
(
明
治
3
8
年
　
　
<
^
1
」
O

野
間
氏
宛
の
書
簡
は
'
純
粋
に
書
く
喜
び
と
そ
れ
を
褒
め
ら
れ
る
こ
と
の
喜
び

に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
皆
川
正
醇
氏
宛
書
簡
(
明
治
3
8
年
*
N
c
s
J
　
で

は
t
　
よ
り
詳
し
い
自
解
が
あ
り
へ
　
興
味
深
い
。

倫
敦
塔
の
御
批
評
難
有
候
実
は
稿
を
革
す
る
折
は
多
少
同
情
闘
劇
凶
に
て
自
分
で

も
面
白
い
と
恩
侯
処
脱
稿
の
上
通
読
し
た
ら
い
や
な
処
が
多
く
且
つ
今
一
い
き
と
云

ふ
処
で
気
が
抜
け
て
居
る
様
で
我
な
が
ら
い
や
に
成
っ
て
居
た
の
で
す
。
然
る
処
本

日
奇
瓢
先
生
か
ら
手
紙
を
く
れ
て
大
変
は
め
て
く
れ
た
の
で
又
少
し
色
気
が
出
た
処

へ
君
の
端
書
が
来
た
も
の
だ
か
ら
当
人
大
得
意
で
以
前
の
国
に
戻
り
さ
う
に
成
っ

て
来
ま
し
た
。

ダ
ン
テ
の
句
は
仰
せ
の
如
く
故
意
ら
し
く
候
。
あ
れ
は
あ
ま
り
句
が
長
す
ぎ
る
為

も
あ
り
ま
す
O
　
何
だ
か
知
っ
て
居
る
事
を
気
取
っ
て
無
理
に
挿
入
し
た
様
な
感
じ
が

あ
る
。
少
し
気
ざ
と
思
ふ
。
あ
の
句
を
二
句
位
に
つ
め
れ
ば
色
彩
と
し
て
存
し
て
も

よ
か
ら
う
と
思
ふ
如
何
。
番
兵
を
褒
め
て
く
れ
手
は
な
い
と
思
っ
て
居
た
ら
飛
ん
だ

処
か
ら
喝
采
が
出
て
大
い
に
面
目
を
施
こ
す
訳
で
す
。
首
斬
り
の
段
は
一
番
面
白
い

か
ね
。
僕
自
身
は
あ
す
こ
が
1
番
よ
く
書
け
た
と
も
思
っ
て
居
ら
ん
。

倫
敦
塔
で
君
を
免
職
さ
せ
る
の
は
御
気
の
毒
だ
か
ら
当
分
君
を
麻
過
さ
せ
る
様
な

も
の
は
か
1
な
い
積
り
に
侯
。
二
月
の
は
と
ゝ
ぎ
す
に
は
猫
の
続
き
が
出
ま
す
是
は

健
康
に
害
の
あ
る
程
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
読
ん
で
下
さ
い
。

2

こ
の
書
簡
で
注
目
し
た
い
の
は
'
「
倫
敦
塔
」
　
執
筆
時
　
「
逆
上
」
気
味
で
あ
っ
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た
と
の
言
葉
で
あ
り
'
書
く
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
へ

対
読
者
意
識
は
あ
る
が
、
自
分
の
身
近
な
'
換
言
す
れ
ば
淋
石
と
知
的
教
養
を
共

有
し
て
い
各
人
に
読
ん
で
(
評
価
し
て
)
も
ら
い
た
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
　
「
逆
上
」
　
と
い
う
態
度
か
ら
か
へ
淑
石
は
　
「
猫
」
よ
り
も
「
倫
敦
塔
」
　
に
自

信
を
見
せ
て
い
る
。
同
様
の
態
度
は
、
そ
の
後
の
書
簡
に
も
散
見
さ
れ
る
。

・
明
治
3
8
年
m
¥
o
o
　
(
野
間
真
綿
宛
)
抜
粋

皆
川
君
は
倫
教
塔
は
は
め
て
く
れ
る
が
猫
は
宗
旨
達
ひ
だ
か
ら
だ
め
だ
ら
う
。
猫

の
材
料
も
出
来
た
か
ら
又
あ
と
を
か
き
た
い
が
閑
が
な
い
か
ら
四
月
位
に
の
せ
る
事

に
仕
様
と
思
ふ

・
明
治
3
8
年
n
¥
s
(
皆
川
正
蕗
宛
)
抜
粋

君
が
大
々
的
賛
辞
を
得
て
猫
も
急
に
鼻
息
が
荒
く
な
っ
た
様
に
見
受
候
。
続
篇
も

か
き
度
杯
と
申
居
候
。
い
ず
れ
四
月
は
ホ
ト
ー
ギ
ス
が
壱
百
号
だ
さ
う
で
す
か
ら
共

時
迄
に
橡
側
で
趣
向
を
考
へ
て
置
く
と
申
す
話
で
す
.
日
本
文
壇
の
偉
観
は
少
々
恐

縮
す
　
〔
る
〕
　
か
ら
御
返
却
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
川
さ
ん
は
倫
敦
塔
の
様
な
も
の

で
な
く
て
は
御
気
に
入
ら
な
い
か
と
思
っ
た
ら
吾
輩
の
様
な
の
も
分
る
え
ら
い
と
猫

は
大
喜
悦
に
御
座
候
。
同
じ
駒
込
区
内
に
か
う
云
ふ
知
己
が
あ
れ
ば
町
内
の
奴
が
野

良
と
云
は
う
が
馬
鹿
猫
と
申
さ
う
が
構
ふ
事
は
な
い
と
満
足
の
体
に
見
え
ま
す
。
此

猫
は
向
三
軒
両
隣
の
奴
等
が
大
嫌
だ
さ
う
で
す
。

次
は
『
溌
虚
集
』
連
作
の
自
解
で
あ
る
。

・
明
治
3
8
年
ォ
¥
s
　
若
杉
三
郎
宛
)
抜
粋

御
手
紙
拝
見
仕
侯
此
方
も
存
外
の
御
無
沙
汰
ゆ
る
し
下
さ
れ
度
侯
拙
作
御
懇
篤
な

る
御
批
評
を
蒙
り
難
有
存
候
大
体
に
於
て
大
兄
の
御
考
は
正
鵠
を
得
た
る
も
d
と
存

侯
盾
は
礼
服
塔
は
袴
猫
は
平
常
服
の
喰
尤
も
得
喜
意
申
侯
。

・
明
治
3
8
年
a
¥
ォ
　
(
高
浜
虚
子
宛
)

あ
る
人
云
ふ
淑
石
は
幻
影
の
盾
や
蓬
露
行
に
な
る
と
余
程
苦
心
を
す
る
さ
う
だ
が
猫

は
自
由
自
在
に
出
来
る
さ
う
だ
夫
だ
か
ら
淑
石
は
喜
劇
が
性
に
合
っ
て
居
る
の
だ
と
。

詩
を
作
る
方
が
手
紙
を
か
く
よ
り
手
間
の
か
し
る
の
は
無
論
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。

虚
子
君
は
さ
う
御
恩
ひ
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
薙
露
行
杯
の
一
頁
は
猫
の
五
頁
位
と
同

じ
労
力
が
か
ゝ
る
の
は
当
然
で
す
。

こ
れ
ら
二
つ
の
書
簡
で
は
'
「
猫
」
　
よ
り
も
　
「
倫
敦
塔
」
　
の
方
が
7
段
上
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
窺
え
る
。
こ
の
頃
か
ら
積
極
的
に
碧
梧
桐
や
鏡
花
の
評

(
野
村
伝
四
氏
宛
　
明
治
3
 
8
年
ォ
¥
S
)
　
を
行
っ
て
い
る
が
'
「
僕
杯
の
い
ふ
事

は
門
外
漢
の
言
葉
と
し
て
彼
ら
は
首
肯
し
な
い
だ
ら
う
」
　
と
も
述
べ
、
自
ら
が
ま

だ
傍
流
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
'
野
村
伝
四
宛
(
明
治
3
3
年
<
-
¥
S
)
　
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
と
『
明

星
』
の
評
へ
伊
藤
左
千
夫
宛
(
明
治
3
8
年
-
i
 
N
t
s
J
の
「
野
菊
の
墓
」
　
へ
の
絶
賛
へ

森
田
草
平
宛
(
明
治
3
9
年
N
¥
2
)
　
に
お
け
る
指
導
な
ど
が
あ
る
。
「
猫
」
　
が
爆

発
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
作
家
と
し
て
の
名
が
売
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況

は
淑
石
を
し
て
作
家
と
し
て
の
意
識
を
芽
ば
え
さ
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
「
猫
」
　
へ
の
労
力
と
『
潰
虚
集
』
　
へ
の
労

力
は
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
ほ
う
が
力
作
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る

こ
と
へ
　
「
倫
敦
塔
」
　
へ
の
確
か
な
自
信
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
倫
敦
塔
」
　
は

沸
石
に
と
っ
て
へ
こ
の
時
点
に
お
い
て
核
と
な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
言
え
よ
う
0

こ
こ
で
転
機
が
訪
れ
る
。
藤
村
「
破
戒
」
　
の
発
表
で
あ
る
。

・
明
治
3
9
年
^
¥
^
　
(
森
田
草
平
宛
)
抜
粋

破
戒
は
二
三
日
前
案
ひ
ま
し
た
。
先
日
紅
緑
が
来
て
破
戒
の
著
者
は
此
著
述
を
や
る

3
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為
に
裏
店
へ
逼
入
っ
て
二
年
と
か
三
年
と
か
苦
心
し
た
と
開
い
て
急
に
島
崎
先
生
に

対
し
　
〔
て
〕
　
も
是
非
1
部
買
は
ね
ば
な
ら
ぬ
気
に
な
り
す
ぐ
買
っ
て
き
ま
し
た
O
　
是

は
只
買
っ
て
来
た
の
で
す
。
面
白
く
て
も
つ
ま
ら
な
く
て
も
構
は
な
い
買
っ
て
き
た

の
で
す
。
夫
か
ら
半
分
よ
み
ま
し
た
。
第
1
気
に
入
っ
た
の
は
文
章
で
あ
り
ま
す
。

普
通
の
小
説
家
の
様
に
人
工
的
な
余
計
な
細
工
が
な
い
。
そ
し
て
真
面
目
に
す
ら

〈
'
す
た
ノ
＼
書
い
て
あ
る
所
が
頗
る
よ
ろ
し
い
。
所
謂
大
家
の
文
辞
の
様
に
装

飾
沢
山
で
な
い
か
ら
愉
快
だ
。
夫
か
ら
気
に
入
っ
た
の
は
事
柄
が
真
面
目
で
、
人
生

と
云
ふ
も
の
に
触
れ
て
居
て
い
た
づ
ら
な
脂
粉
の
気
が
な
い
。
単
に
通
人
や
遊
蕩
児

や
所
謂
文
士
が
か
き
下
す
も
の
と
大
に
趣
を
異
に
し
て
居
る
か
ら
で
す
。
ま
だ
後
半

は
よ
ま
な
い
か
ら
批
評
は
出
来
な
い
が
恐
ら
く
傑
作
で
せ
う
。
今
迄
の
日
本
の
小
説

界
に
こ
ん
な
種
類
の
も
の
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
。
只
1
篇
の
モ
ー
チ
-
ヴ
が

少
々
弱
い
か
と
思
う
。

軽
薄
な
も
の
ば
か
り
読
ん
で
小
説
だ
と
思
っ
て
居
る
社
界
に
こ
ん
な
真
面
目
な
の

が
出
現
す
る
の
は
甚
だ
う
れ
し
い
事
と
恩
ふ
。

・
明
治
3
,
年
^
¥
c
o
　
(
森
田
草
平
宛
)
抜
粋

破
戒
読
了
。
明
治
の
小
説
と
し
て
後
世
に
伝
ふ
べ
き
名
篇
な
り
。
金
色
夜
叉
の
如

き
は
二
三
十
年
の
後
は
忘
れ
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
り
。
破
戒
は
然
ら
ず
。
僕
多

く
小
説
を
読
ま
ず
、
然
し
明
治
の
代
に
小
説
ら
し
き
小
説
が
出
た
と
す
れ
ば
破
戒
な

ら
ん
と
思
ふ
。

宛
書
筒
に
お
け
る
「
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
.
つ
て
み
た
い
」

と
い
う
淑
石
の
思
い
は
'
「
破
戒
」
　
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
o

L
か
し
へ
　
淑
石
の
　
「
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
み
た

い
」
と
い
う
思
い
は
　
「
破
戒
」
　
の
影
響
が
全
て
で
は
な
い
。
倫
敦
留
学
中
か
ら
、

人
生
の
真
実
を
掴
み
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

2
　
日
記
・
断
片
か
ら
み
る
瀬
石
の
道
程

-
明
8
*
'
c
o
　
倫
敦
留
学
か
ら
執
筆
ま
で
)
-

次
例
は
、
倫
教
留
学
中
に
中
根
重
一
氏
に
あ
て
た
書
簡
で
あ
り
　
(
明
治
3
5
年
3

¥
2
)
、
精
神
的
に
参
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

・
明
治
3
,
年
<
?
¥
n
<
　
(
高
浜
虚
子
宛
)
抜
粋

藤
村
の
破
戒
と
い
ふ
の
を
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
。
あ
れ
は
明
治
の
小
説
と
し
て
後

世
に
伝
ふ
る
に
足
る
傑
作
な
り
。
金
色
夜
叉
杯
の
類
に
あ
ら
ず
。

人
生
の
真
実
を
直
美
に
描
い
た
「
破
戒
」
は
'
文
壇
の
み
な
ら
ず
へ
淑
石
に
も

大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
淑
石
は
　
「
破
戒
」
　
を
強
く
意
識
し
、
俳
語
的
文
芸
　
「
草

枕
」
を
書
き
な
が
ら
も
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
三
重
吉

私
も
当
地
着
後
　
(
去
年
八
九
月
頃
よ
り
)
　
よ
り
1
著
述
を
思
ひ
立
ち
目
下
日
夜
読
書

と
ノ
ー
ト
を
と
る
と
自
己
の
考
え
を
少
し
宛
か
く
の
と
を
商
貫
に
到
候
同
じ
書
を
著

は
す
な
ら
西
洋
人
の
糟
粕
で
は
詰
ら
な
い
人
に
見
せ
て
も
一
通
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
者

と
存
じ
励
精
到
居
候
然
し
閉
居
が
如
何
に
も
大
間
居
故
わ
る
く
す
る
と
流
れ
る
か
と

存
候
よ
し
首
尾
よ
く
出
来
上
り
候
と
も
二
年
や
三
年
で
は
と
て
も
成
就
仕
る
間
敦
か

と
存
侯
出
来
上
ら
ぬ
今
日
わ
が
著
書
杯
事
々
敷
吹
聴
到
候
は
生
れ
ぬ
赤
子
に
名
前
を

つ
け
て
騒
ぐ
様
な
も
の
に
侯
へ
ど
も
序
故
一
応
申
上
候
先
づ
小
生
の
考
に
て
は
　
「
世

界
を
如
何
に
観
る
べ
き
や
と
云
ふ
論
よ
り
始
め
夫
よ
り
人
生
を
如
何
に
解
釈
す
べ
き

や
の
問
題
に
移
り
夫
よ
り
人
生
の
意
義
目
的
及
び
其
活
力
の
変
化
を
論
じ
次
に
開
化

の
如
何
な
る
者
な
る
や
を
論
じ
開
化
を
構
造
す
る
諸
元
素
を
解
剖
し
其
聯
合
し
て
発

展
す
る
方
向
よ
り
し
て
文
芸
の
開
花
に
及
す
影
響
及
其
何
物
な
る
か
を
論
ず
」
　
る
積

り
に
候
斯
様
な
大
き
〔
な
〕
事
故
哲
学
に
も
歴
史
に
も
政
治
に
も
心
理
に
も
生
物
学

に
も
進
化
論
に
も
関
係
致
侯
故
自
分
な
が
ら
其
大
胆
な
る
に
あ
き
れ
候
事
も
有
之
侯

へ
ど
も
思
ひ
立
候
事
故
行
処
迄
行
く
積
に
候
斯
様
な
決
心
を
致
侯
と
但
欲
し
き
は
時

と
金
に
御
座
候
日
本
に
帰
り
て
語
学
教
師
杯
に
追
つ
か
は
れ
て
侯
て
は
思
索
の
暇
ち

読
書
の
ひ
ま
も
無
之
か
と
心
配
致
侯
時
々
は
金
を
十
万
円
拾
っ
て
図
書
館
を
立
て
其

4
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中
で
著
書
を
す
る
夢
を
見
る
杯
愚
に
も
つ
か
ぬ
事
に
御
座
候

後
の
『
文
学
論
』
　
へ
の
意
気
込
み
が
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
世
界
を
如

何
に
観
る
べ
き
や
と
云
ふ
論
よ
り
始
め
夫
よ
り
人
生
を
如
何
に
解
釈
す
べ
き
や
の

問
題
に
移
り
夫
よ
り
人
生
の
意
義
目
的
及
び
其
活
力
の
変
化
を
論
じ
次
に
開
化
の

如
何
な
る
者
な
か
や
を
論
じ
開
化
を
構
造
す
る
諸
元
素
を
解
剖
し
其
聯
合
し
て
発

展
す
る
方
向
よ
り
し
て
文
芸
の
開
花
に
及
す
影
響
及
其
何
物
な
る
か
を
論
ず
」
　
と

い
っ
た
'
あ
ま
り
に
も
大
き
な
問
題
を
淑
石
は
真
剣
に
考
え
て
い
る
。
抽
象
的
な

理
論
を
'
世
界
観
・
人
生
観
な
ど
と
結
び
つ
け
へ
が
む
し
ゃ
ら
に
追
求
し
て
お
り
I

後
に
　
「
夏
目
狂
セ
リ
」
　
と
評
さ
れ
る
余
裕
の
な
い
態
度
と
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の

様
子
は
'
『
文
学
論
』
で
は
「
余
は
下
宿
に
立
て
寵
り
た
り
。
(
略
)
一
切
の
文
学

書
を
読
ん
で
文
学
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
知
ら
ん
と
す
る
は
血
を
以
て
血
を

洗
ふ
が
如
き
手
段
た
る
を
信
じ
た
れ
ば
な
り
。
余
は
心
理
的
に
文
学
は
如
何
な
る

必
要
あ
っ
て
'
此
世
に
生
れ
、
発
達
し
、
斎
廃
す
る
か
を
極
め
ん
と
誓
へ
り
。
余

は
社
会
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必
要
あ
っ
て
'
存
在
し
'
隆
興
L
t
衰
滅
す
る
か

を
究
め
ん
と
誓
へ
り
」
　
と
記
さ
れ
る
。

し
か
し
'
『
文
学
論
』
は
成
立
す
る
こ
と
は
な
く
へ
淑
石
は
失
意
の
ま
ま
帰
国

す
る
。
帰
国
後
、
妻
・
鏡
子
は
知
り
合
い
の
呉
博
士
に
精
神
鑑
定
を
依
頼
L
t
　
悼

士
は
淑
石
を
l
生
直
る
こ
と
は
な
い
精
神
病
と
診
断
し
た
o
妻
は
こ
れ
を
信
じ
も

精
神
病
者
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
の
断
片
に
は
'
激
石
の
深
い
苦
悩
が
見

え
る
。
「
倫
敦
塔
」
　
研
究
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
断
片
十
九
D
で
は
　
「
凡
て
の

男
を
呪
ひ
'
凡
て
の
女
を
呪
ひ
凡
て
の
草
凡
て
の
木
を
呪
ふ
凡
て
の
生
け
る
も
の

を
呪
ふ
三
世
を
坑
中
に
封
じ
大
千
世
界
を
微
塵
に
捲
き
去
る
地
球
破
滅
の
最
終
日

我
胸
中
に
あ
り
」
　
と
あ
る
。
帰
国
し
て
周
り
か
ら
「
神
経
衰
弱
」
と
言
わ
れ
て
き

た
頃
の
断
片
で
あ
り
'
執
筆
と
い
う
転
機
が
訪
れ
る
ま
で
へ
淑
石
の
心
が
か
な
り

病
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

倫
敦
の
地
で
文
学
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
世
界
観
・
人
生
観
を
得
よ
う
と
し

て
い
た
淑
石
、
『
文
学
論
』
の
序
で
そ
う
い
っ
た
過
去
の
自
分
を
「
血
を
以
て
血

を
洗
ふ
が
如
き
手
段
」
と
捉
え
る
淑
石
、
「
破
戒
」
　
に
衝
撃
を
受
け
「
維
新
の
志

士
」
　
の
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
み
た
い
と
語
る
淑
石
の
間
に
は
断
絶
は
見
ら
れ
な

い
。
「
破
戒
」
　
の
衝
撃
(
苦
悩
を
リ
ア
ル
に
描
く
小
説
)
　
に
よ
り
へ
作
者
は
倫
敦

留
学
当
時
の
文
学
理
論
を
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
自
分
「
社
会
的
に
文
学
は
如
何

な
る
必
要
あ
っ
て
'
存
在
し
'
隆
興
L
t
衰
滅
す
る
か
を
究
め
ん
と
誓
へ
り
」
と

考
え
て
い
た
自
分
自
身
を
認
識
し
直
し
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
文

学
観
に
は
ズ
レ
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
「
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
　
と
い
う
態
度
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
倫
敦
留
学
直
前
の
断
片
に
注
目
し
て
み
た
い
。

・
断
片
四
A
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a
n
e
x
i
s
t
a
n
c
e
w
h
i
c
h
i
s
c
a
l
l
e
d

bythenameof引world,butofvacancy,ofnothingnesswhereinfinityand

e
t
e
r
n
i
t
y
 
s
e
e
m
 
t
o
 
s
w
a
l
一
o
w
 
o
n
e
 
i
n
 
t
h
e
 
o
n
e
n
e
s
s
 
o
f
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
a
n
d
 
d
e
f
i
e
s
 
i
n
 
i
t
s

v
a
s
t
n
e
s
s
a
n
y
a
t
t
e
m
p
t
s
o
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
S
u
d
d
e
n
l
y
t
h
e
s
h
r
i
l
l
s
o
u
n
d
o
f
a
b
e
l
l
,
c
a
l
l
i
n
g

u
s
t
o
l
u
n
c
h
,
a
w
a
k
e
n
e
d
m
e
t
o
t
h
e
s
t
e
r
n
r
e
a
l
i
t
y
,
a
f
t
e
r
a
s
h
o
r
t
s
h
o
r
t
s
y
n
c
o
p
e
o
f
t
h
e
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s
e
n
s
e
s
,
m
e
r
c
i
l
e
s
s
l
y
c
u
t
t
i
n
g
o
f
f
t
h
a
t
d
e
l
i
c
a
t
e
l
i
n
k
w
h
i
c
h
c
o
n
n
e
c
t
s
m
a
n
a
n
d
i
n
f
i
n
i
t
y

a
t
 
s
o
m
e
 
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
 
a
n
d
 
u
n
f
o
r
e
s
e
e
n
 
m
o
m
e
n
t
s
,
a
n
d
 
p
e
r
m
i
t
s
 
m
a
n
 
i
n
 
t
h
e
 
v
e
r
y

m
i
d
s
t
o
f
p
a
s
s
i
o
n
s
 
a
n
d
t
u
r
b
u
l
e
n
c
e
t
o
p
e
e
p
i
n
t
o
t
h
e
k
i
n
g
d
o
m
o
f
a
b
s
o
l
u
t
e
n
e
s
s
,
t
h
e

r
e
a
l
m
 
o
f
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
,
t
h
e
 
w
o
r
l
d
 
o
f
 
r
e
a
l
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
a
n
 
a
c
t
i
v
i
t
y
 
w
i
t
h
 
n
o

m
o
t
i
o
n
a
n
d
n
o
r
e
s
t
f
r
o
m
w
h
e
n
c
e
w
e
c
a
m
e
,
w
h
i
t
h
e
i
r
w
e
t
e
n
d
a
n
d
w
h
e
r
e
w
e
 
l
i
v
e

e
v
e
n
a
t
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
i
s
p
h
e
n
o
m
e
n
a
l
e
x
i
s
t
a
n
c
e
w
h
i
c
h
[
w
e
]
　
c
a
l
l
l
i
f
e
.

【
淑
石
全
集
　
注
釈
よ
り
】

(
大
海
は
悠
然
と
し
て
静
か
で
あ
り
'
余
は
心
の
底
ま
で
倦
怠
を
覚
え
へ
甲
板
の
長

椅
子
に
長
々
と
身
を
横
た
え
て
い
る
。
見
上
げ
れ
ば
曇
天
の
大
空
は
、
E
]
辺
に
広
が

る
漆
黒
の
海
原
と
同
じ
よ
う
に
生
気
を
失
い
'
遠
い
水
平
線
の
彼
方
に
お
い
て
、
あ

た
か
も
互
い
の
倦
怠
感
に
共
感
す
る
か
の
よ
う
に
海
と
空
と
が
融
合
し
っ
つ
あ
る
。

し
て
い
る
う
ち
に
'

こ

れ

て
ゆ

中
に
次
第

悲

が

身
を
抜
け

そ
の
郷
は
'
家
産
も
樹
木
も
小
鳥
も
人

間
も
存
在
し
て
い
な
い
'
天
上
的
で
も
地
上
的
で
も
な
い
場
所
で
あ
る
b
ま
た
そ
の

郷
は
'
天
国
で
も
地
獄
で
も
な
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
現
世
と
呼
ば
れ
る
'
人
間
が

中
間
的
に
存
在
す
る
場
所
で
も
な
い
。
い
わ
ば
無
限
と
永
遠
が
へ
そ
の
唯
1
の
実
在

性
に
お
い
て
、
人
間
を
併
呑
す
る
よ
う
な
'
虚
に
し
て
無
の
場
所
で
あ
っ
て
へ
　
そ
の

果
て
し
な
さ
広
大
さ
の
故
に
へ
　
1
切
の
描
写
の
試
み
は
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

t
・
イ
'
.
 
'
.
"
.
.
・
'
に

「
幻
視
の
郷
」
　
に
運
ば
れ
'
そ
こ
で
　
「
人
間
と
無
限
と
を
へ
　
予
期
せ
ず
予
見
も

で
き
な
い
瞬
間
の
う
ち
に
結
合
さ
せ
'
激
情
と
騒
乱
の
真
っ
只
中
に
あ
る
人
間
に
'

絶
対
の
王
国
へ
純
一
無
雑
の
世
界
も
真
に
生
き
生
き
と
し
た
世
界
を
垣
間
見
せ
た
」
。

し
か
し
こ
の
永
遠
な
る
も
の
へ
の
空
想
が
　
「
甲
高
い
ベ
ル
」
に
よ
り
壊
れ
て
現
実

へ
引
き
戻
さ
れ
る
。
こ
の
構
図
は
「
倫
敦
塔
」
　
の
空
想
と
破
壊
の
構
図
と
呼
応
す

る
。
「
倫
敦
塔
」
　
で
の
空
想
と
そ
れ
を
破
壊
す
る
構
図
は
'
明
治
3
3
年
の
段
階
で

淑
石
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
'
永
遠
の
世
界
へ
の
限

り
な
い
憧
憶
と
そ
れ
に
浸
り
き
れ
な
い
現
実
を
見
つ
め
る
冷
徹
な
目
差
し
　
(
「
美

と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
精
神
)
　
と
い
う
二
面
性
が
窺
え
る
。

*

こ
れ
ら
文
学
へ
の
理
想
・
善
く
と
い
う
意
思
に
つ
い
て
へ
　
図
式
化
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

るt'

の
音
が
尽

目
覚
め
さ

し
ぼ
七
の

し
て
'
人
間
と
無
限
と
を
へ
予
期

間
の
う
ち
に
績

と
騒
乱
の

っ
只
中
に

対

世

た
あ
の
霊
妙
な
る
辞

れ

て
し
ま
っ
た
O

-
　
そ
の
世
界
と
は
'
運
行
も
休
止
も
な
く
生
動
す
る
世
界
t
　
か

っ
て
人
間
が
そ
こ
か
ら
出
現
し
再
び
そ
こ
に
赴
き
へ
　
い
ま
現
に
生
と
い
う
か
り
そ
め

の
存
在
様
態
の
う
ち
に
吾
人
が
生
存
し
て
い
る
'
世
界
で
あ
る
。

断
片
四
A
は
、
倫
教
に
向
か
う
途
中
で
書
か
れ
た
断
片
で
あ
り
'
管
見
の
限
り

「
倫
敦
塔
」
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
海
と
空
を
見
て
い
た
「
余
」
は

・
倫
教
留
学
　
-
空
想
と
破
壊
の
意
識
(
断
片
四
A
)
へ
文
学
理
論
を
極
め
よ
う

と
自
ら
を
追
い
込
む
日
々
。
「
血
を
以
て
血
を
洗
ふ
が
如
き
手
段
」

・
帰
国
後
'
東
大
講
師
　
-
文
学
論
を
講
義
す
る
が
'
学
生
に
は
不
評
。
周
り
か

ら
「
神
経
衰
弱
」
と
思
わ
れ
へ
貴
意
の
日
々
　
(
断
片
十
九
D
)
O

・
r
猫
」
　
T
へ
　
「
倫
敦
塔
」
執
竿
書
く
こ
と
の
喜
び
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
喜
び

を
感
じ
る
。
「
倫
敦
塔
」
　
の
凝
っ
た
位
相
に
自
信
を
持
つ
O

・
r
猫
」
　
の
連
載
・
『
津
虚
集
』
連
作
1
作
家
意
識
の
芽
ば
え
'
同
時
代
作
家
へ
の

意
識
。

・
「
破
戒
」
発
表
ト
人
生
の
真
実
を
挟
る
作
へ
の
意
欲
が
芽
ば
え
る
o
鈴
木
三
重

吉
宛
書
席
で
「
維
新
の
志
士
」
　
の
精
神
の
強
調
。
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鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
は
「
破
戒
」
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
し
か
し
'
大
き
な

方
向
性
・
文
学
へ
の
理
想
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
「
倫
敦
塔
」

執
筆
は
'
倫
敦
留
学
と
「
破
戒
」
の
間
に
あ
る
へ
も
う
一
つ
大
き
な
転
機
で
あ
る
0

作
者
は
何
度
も
「
猫
」
と
『
凍
虚
集
』
で
は
力
の
入
れ
方
が
違
う
と
繰
り
返
し
て

い
た
。
『
謙
虚
集
』
第
一
作
で
あ
る
　
「
倫
敦
塔
」
　
は
　
「
逆
上
」
気
味
で
書
き
へ
　
そ

の
凝
っ
た
位
相
に
自
信
を
覗
か
せ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
倫
敦
を
舞
台
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
'
倫
敦
で
の
文
学
観
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

二
　
血
の
結
晶
と
し
て
の
　
(
倫
敦
塔
)

-
　
先
行
研
究
と
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
図

こ
れ
ま
で
倫
敦
留
学
か
ら
三
重
苦
宛
書
簡
ま
で
の
文
学
観
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
'
こ
こ
か
ら
「
倫
敦
塔
」
の
内
部
か
ら
空
想
を
壊
し
た
理
由
を
考
え
て
み
た
い
a

ま
ず
　
「
倫
敦
塔
」
　
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
「
倫
敦
塔
」
　
を
は
じ

め
へ
『
謙
虚
集
』
は
'
小
宮
豊
隆
が
評
し
た
よ
う
に
「
美
し
い
世
界
」
　
の
作
品
(
虚

(

2

)

棉
)
　
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
　
「
美
し
い
世
界
」
　
と
い
う
評
価
を
覆
し
た
の
が

江
藤
淳
で
あ
る
。
江
藤
淳
は
　
「
淋
石
の
初
期
の
作
品
の
う
ち
へ
　
「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
」
と
「
津
虚
集
」
の
諸
短
篇
の
間
に
は
あ
る
種
の
対
立
関
係
が
あ
り
」
へ
　
「
「
猫
」

の
冷
酷
な
親
刺
の
背
後
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
孤
独
な
作
者
が
'
「
謙
虚
集
」

の
あ
る
作
品
の
中
で
は
そ
の
内
面
を
た
ち
割
っ
て
'
自
ら
の
内
部
に
暗
く
澱
ん
で

い
る
静
掛
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
評
し
短
)

こ
れ
を
皮
切
り
に
、
『
凍
虚
集
』
と
『
猫
』
と
の
対
立
関
係
へ
淑
石
の
暗
部
を

「
倫
敦
塔
」
　
に
み
る
論
考
が
発
表
さ
れ
、
『
漂
虚
集
』
　
の
内
部
構
造
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
く
0
　
佐
藤
泰
正
氏
は
　
「
『
湊
虚
集
』
　
1
巻
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
、
こ
の

(

4

)

(
夢
)
と
(
現
実
)
　
の
往
還
反
復
の
力
学
」
と
し
、
相
原
和
邦
氏
は
「
一
作
品
の

中
で
も
、
現
実
的
頼
向
(
現
実
)
と
超
現
実
的
傾
向
(
夢
)
が
交
錯
」
し
、
現
実

的
な
視
点
の
転
移
に
よ
る
相
対
的
な
批
判
と
超
現
実
的
な
視
点
の
点
出
に
よ
る
絶

対
的
な
批
判
-
-
強
烈
な
現
実
批
判
・
現
世
批
判
と
し
て
統
一
し
て
い
る
と
捉
え
て

(
5
)

m
a
tこ

れ
ら
は
ど
れ
も
首
肯
で
き
る
が
、
夢
の
世
界
で
あ
る
　
(
倫
敦
塔
〉
　
の
空
想
を

テ
ク
ス
ト
の
最
後
で
破
壊
し
た
原
因
は
、
「
現
実
批
判
」
　
以
外
の
も
の
、
つ
ま
り

「
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
精
神
'
つ
ま
り
「
文
学
者
は
ノ
ン
キ
に
、

超
然
と
も
ウ
ツ
ク
シ
が
つ
て
世
間
と
相
遠
か
る
様
な
小
天
地
ば
か
り
に
居
」
る
場

で
は
満
足
で
き
な
い
精
神
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
へ
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
図
を
抑
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
も
作
中
に
は
三

つ
の
視
点
が
あ
る
。
①
倫
敦
塔
の
空
想
を
壊
さ
れ
た
倫
敦
の
　
「
余
」
　
(
作
中
人
物

の
視
点
)
へ
②
倫
敦
塔
の
空
想
を
壊
さ
れ
た
こ
と
で
、
よ
り
強
い
現
実
批
判
を
す

る
語
り
手
の
「
余
」
(
語
り
手
の
視
点
)
へ
③
倫
敦
塔
の
空
想
を
壊
す
作
者
-
「
余
」

を
倫
敦
塔
と
い
う
空
想
世
界
へ
訪
問
さ
せ
る
。
-
宿
屋
の
主
人
(
二
十
世
紀
の
人

間
(
合
理
主
義
)
)
　
を
設
定
し
'
空
想
を
破
壊
す
る
　
(
作
者
の
視
点
)
t
　
で
あ
る
。

今
回
主
に
考
え
て
い
き
た
い
の
は
、
作
者
の
視
点
で
あ
る
。

次
に
へ
　
(
倫
敦
塔
)
と
二
十
世
紀
の
対
立
の
構
図
に
つ
い
て
へ
　
(
倫
敦
塔
)
は
現

実
に
あ
る
倫
敦
塔
な
の
で
は
な
く
、
作
者
の
創
造
し
た
　
「
宿
世
の
夢
の
焼
点
」
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
'
人
倫
敦
塔
)
　
へ
行
く
行
路
を
思
い
出
せ
な

い
と
言
う
言
葉
で
　
(
倫
敦
塔
)
を
二
十
世
紀
の
実
際
の
倫
敦
塔
か
ら
切
り
離
し
、

「
長
い
手
」
　
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
る
と
い
う
超
現
実
的
な
塔
と
し
て
描
き
出

し
た
点
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
　
「
夢
」
　
の
内
実
は
'
歴
史
を
煎
じ
詰
め
た
も
の
で
'
人
の
血
へ
肉
へ
　
罪
が

7
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集
結
し
た
　
「
憂
い
の
国
」
-
地
獄
で
あ
る
。
倫
敦
の
　
「
余
」
　
は
へ
　
こ
の
地
獄
に
引

き
寄
せ
ら
れ
'
門
を
く
ぐ
り
抜
け
る
意
志
を
示
す
。
ダ
ン
テ
・
地
獄
の
門
に
つ
い

て
へ
　
こ
の
訳
は
諸
氏
の
指
摘
の
通
り
淑
石
が
自
ら
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
者
読

で
は
「
我
を
過
ぐ
れ
ば
憂
ひ
の
都
か
L
J
(
山
川
丙
三
郎
　
注
6
)
、
「
わ
れ
を
通

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
者
は
苦
悩
の
市
に
い
た
る
」
　
(
野
上
素
一
郎
　
注
7
)
　
等
'
地
獄
の
存
在
を
示

す
文
言
が
'
地
獄
へ
行
こ
う
と
す
る
も
の
は
こ
の
門
を
「
潜
れ
(
く
ぐ
れ
)
」
　
と

い
う
意
思
へ
と
変
え
ら
れ
,
て
い
る
。
自
ら
地
獄
へ
赴
く
か
ど
う
か
の
意
思
が
問
わ

れ
て
い
る
。

そ
し
て
'
「
二
十
世
紀
を
軽
蔑
す
る
様
に
立
っ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
'
(
倫
敦
塔
)

と
二
十
世
紀
は
対
立
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
倫
敦
は
　
「
蜘
妹
手
十
字
に
往
来
す

る
汽
車
も
馬
車
も
電
気
鉄
道
も
鋼
条
鉄
道
」
　
と
交
通
網
の
発
達
が
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
お
り
、
産
業
革
命
後
の
近
代
社
会
と
し
て
の
象
徴
と
も
言
え
る
。
ま
た
へ

そ
の
近
代
社
会
で
暮
ら
す
人
々
の
1
人
へ
　
番
兵
は
　
「
早
く
当
番
を
済
ま
し
て
'
例

の
酒
錆
で
1
杯
傾
け
て
、
I
件
に
か
ら
か
っ
て
遊
び
度
と
い
ふ
人
相
」
、
「
あ
る
き

乍
ら
一
件
と
手
を
組
ん
で
散
歩
す
る
時
を
夢
み
て
居
る
」
と
自
ら
の
生
活
の
享
楽

の
想
像
の
み
行
う
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
個
人
主
義
と
歴
史

を
顧
み
な
い
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
'
そ
の
最
た
る
人
物
と
し
て
下

宿
の
主
人
が
造
形
さ
れ
て
い
る
。

あ
の
落
書
で
す
か
へ
　
詰
ら
な
い
事
を
し
た
も
ん
で
'
折
角
奇
麗
な
所
を
台
な
し
に
し

て
仕
舞
ひ
ま
し
た
ね
え
へ
　
な
に
罪
人
の
落
書
だ
な
ん
て
当
に
な
っ
た
も
ん
ぢ
や
あ
り

ま
せ
ん
へ
　
贋
も
大
分
あ
り
ま
さ
あ
ね
」
　
と
澄
ま
し
た
も
の
で
あ
る
。
余
は
最
後
に
美

し
い
傭
人
に
逢
っ
た
事
と
其
婦
人
が
我
々
の
知
ら
な
い
事
や
到
底
読
め
な
い
字
句
を

す
ら
〈
読
ん
だ
事
杯
を
不
思
議
さ
う
に
話
し
出
す
と
'
主
人
は
大
に
軽
蔑
し
た
口

調
で
　
「
そ
り
あ
当
り
前
で
さ
あ
、
皆
ん
な
あ
す
こ
へ
行
く
時
に
や
案
内
記
を
読
ん
で

出
掛
る
ん
で
さ
あ
へ
其
位
の
事
を
知
っ
て
た
っ
て
何
も
驚
く
に
ゃ
あ
た
ら
な
い
で
せ

う
、
何
頗
る
別
嬢
だ
つ
て
?
　
-
-
倫
敦
に
や
大
分
別
嬢
が
居
ま
す
よ
'
少
し
気
を

付
け
な
い
と
険
春
で
す
ぜ
」
と
飛
ん
だ
所
へ
火
の
手
が
揚
る
。
慧
「
叫
努
矧
謂
「
観

山
詣
冠
H
m
最
盛
融
封
州
憲
当
封
刃
仰
山
ヨ
可
珂
研
創
胤
封
刃
可
封
引
。

主
人
が
癖
が
五
羽
居
た
で
せ
う
と
云
ふ
O
　
お
や
比
主
人
も
あ
の
女
の
親
類
か
な
と
内

心
大
に
驚
ろ
く
と
主
人
は
笑
ひ
な
が
ら
　
「
あ
れ
は
奉
納
の
塊
で
す
。
昔
L
か
ら
あ
す

こ
に
飼
っ
て
居
る
の
で
、
1
羽
で
も
数
が
不
足
す
る
と
、
す
ぐ
あ
と
を
こ
し
ら
へ
ま

す
へ
　
そ
れ
だ
か
ら
あ
の
魂
は
い
つ
で
も
五
羽
に
限
っ
て
居
ま
す
」
と
手
も
な
く
説
明

す
る
の
で
、

倫

出
癖
司
余
は
又
主
人
に
壁
の
題
辞
の
事
を
話
す
と
,
主
人
は
無
造
作
に
「
え
ゝ

下
宿
の
主
人
は
'
現
象
を
常
識
　
(
目
に
見
え
る
論
理
)
　
で
説
明
す
る
合
理
主
義

者
で
あ
る
O
　
こ
の
主
人
は
'
前
出
相
原
氏
に
よ
り
　
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
　
の
迷
亭

の
口
調
に
酷
似
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
O

・
中
島
国
彦
氏
が
迷
事
を
「
苦
沙
弥
と
対
に
な
る
人
物
と
し
て
ま
ず
造
形
さ
れ
へ

人
を
驚
か
す
人
物
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
が
'
作
品
の
進
展
と
と
も
に
へ
　
少
し
ず

つ
そ
の
想
念
は
重
く
な
る
。
次
第
に
作
者
の
頭
の
中
に
あ
る
思
い
が
'
迷
事
の
口

.
K
M

を
通
し
て
語
ら
れ
始
め
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
迷
亭
が
作
者
の
一
面

で
あ
る
よ
う
に
'
藤
屋
の
主
人
も
作
者
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
目
に
見
え

る
論
理
で
空
想
を
破
壊
す
る
意
思
は
'
作
者
の
中
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
二
十
世
紀
と
は
'
機
械
化
が
進
む
近
代
社
会
で
あ
り
'
そ

こ
で
暮
ら
す
人
々
は
自
ら
の
生
活
の
享
楽
を
求
め
、
現
象
を
常
識
(
目
に
見
え
る

論
理
)
　
で
説
明
す
る
合
理
主
義
者
で
あ
る
。
「
倫
敦
塔
」
　
に
お
い
て
語
ら
れ
る
死

の
歴
史
を
顧
み
ず
'
現
実
を
生
き
る
こ
と
に
徹
し
て
い
る
O
諸
氏
の
言
う
よ
う
に
'

「
倫
敦
塔
」
　
は
二
十
世
紀
批
判
を
一
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
。

8
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し
か
し
'
「
倫
敦
塔
」
に
は
'
二
十
世
紀
批
判
を
行
う
以
前
に
作
家
を
書
く
と

い
う
衝
動
に
駆
り
立
て
た
も
の
　
(
「
逆
上
の
気
味
」
)
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
へ
　
(
倫
敦
塔
)
内
部
で
描
か
れ
た
空
想
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

2
　
テ
ク
ス
ト
の
構
成
　
-
空
想
と
破
壊
と
-

(
倫
教
塔
)
　
の
空
想
は
'
全
て
作
者
の
創
作
で
は
な
い
o
作
者
の
後
記
や
先
学

サ
)

に
よ
っ
て
、
様
々
な
原
典
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
'
テ
ク

ス
ト
と
原
典
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

I
　
へ
倫
敦
塔
)
　
で
の
行
動
や
、
(
倫
敦
塔
)
　
の
紹
介
に
際
し
、
原
典
に
沿
っ
て

使
用
し
て
い
る
も
の
。

例
　
中
塔
、
白
塔
、
ポ
ー
シ
ャ
ン
塔
な
ど
の
紹
介

‖
　
(
倫
敦
塔
)
　
の
空
想
に
お
い
て
'
原
典
を
文
章
化
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
も

の
。

例
　
ド
ラ
ロ
ッ
シ
ュ
の
絵
か
ら
倫
教
塔
の
二
王
子
の
容
貌
を
措
く

人
倫
敦
塔
)
　
の
空
想
に
お
い
て
原
典
を
基
盤
に
置
き
っ
つ
'
作
者
独
自
の
創

作
を
し
て
い
る
も
の
。

例
　
ド
ラ
ロ
ッ
シ
ュ
の
絵
か
ら
倫
敦
塔
の
二
王
子
が
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
た

場
面
。

原
典
が
な
い
想
像
や
原
典
通
り
で
あ
っ
て
も
〈
倫
敦
塔
)
と
関
連
性
が
低
く
、

作
者
の
創
意
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。

例
　
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
地
獄
の
門

囚
嶺
鍾
F
西
野
(
-
)

2
7
ン
マ
-
・
署
ノ
ッ
ト
・
ロ
ー
リ
の
重
患
富

刷
　
i
<
v
'
-
>

垂
の
t
毒
富

1
三
子
安
重
昭
宴
の
暗
不
雷

エ
り
ザ
ペ
r
(
'
董
T
ら
と
の
五
面
肝
わ
ず
富
薄
幸
の
昔
婦
A
像
宜
一

g
.
v
.
這
い
-
-
l
e
t
s
-
'
,
-
一
　
　
　
　
　
　
味
虻
t
里
,
'
S
」
&
　
幾
だ

官
界
(
-
)
ロ
-
-
ゐ
想
像
(
o
)

ビ
ー
フ
・
イ
ー
タ
1
と
里
蕎
(
-
.
ォ
)

管
(
～
)
ジ
エ
イ
ン
・
グ
レ
孟
蕩
霊
鳥
に
つ
い
て
の
問
答
雷

甲
、
一
ヤ
・
匪
K
'
-
?
i
-
i

零

墨

ォ

w

登
に
つ
い
て
の
想
像
R
一

隻

唄

富

ジ
エ
イ
ぺ
ダ
ツ
ド
レ
⊥
肇
畠
明
富

国
ソ
エ
イ
ン
と
い
妻
見
る
(
～
)

ジ
エ
イ
ン
・
グ
レ
立
階
殺
富
l
震
女
性
像
宜
一

ガ
イ
フ
オ
ー
ク
ス
の
想
像
富

上
伸
'
-
-
蝣
-
'
圭
だ
⊥
　
¥
蝣
ォ
蝣
」
蒸
蝣
'
蝣
^
蝣
?

9

奪

掌

れ

る

昏

ダ
ン
テ
牽
見
告
Ⅳ
)

i
f
i
S
I
I
S
M

構
成
を
見
る
と
、
脈
絡
な
く
空
想
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
'
自
然
に
空

想
が
深
化
す
る
よ
う
に
t
I
l
Ⅱ
1
Ⅲ
と
い
う
順
番
で
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
0

原
典
通
ケ
の
空
想
(
Ⅲ
)
は
(
Ⅲ
)
　
を
導
き
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

前
半
の
空
想
(
二
王
子
の
暗
殺
に
関
す
る
場
面
)
が
'
時
計
に
よ
っ
て
壊
さ
れ

る
。
福
井
憲
彦
氏
に
よ
れ
ば
'
「
時
を
治
め
る
こ
と
は
社
会
を
収
め
る
こ
と
」
　
で

あ
り
'
時
計
塔
の
建
設
か
ら
価
格
の
低
い
時
計
(
携
帯
す
る
時
計
な
ど
)
が
生
産
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さ
れ
へ
鉄
道
網
が
発
達
し
'
時
間
が
人
々
の
手
に
渡
っ
た
。
時
間
を
身
に
つ
け
る

・
n

こ
と
は
近
代
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
証
の
一
つ
に
な
っ
た
。
時
計
へ

つ
ま
り
近
代
性
に
よ
っ
て
空
想
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
o

後
半
の
空
想
(
烏
へ
ジ
エ
イ
ン
・
グ
レ
イ
に
つ
い
て
)
は
'
下
宿
の
主
人
、
つ

ま
り
作
者
の
分
身
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
原
典
に
基
づ
く
作
者
の
創
意
の
空
想
(
Ⅲ
)
が
壊
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
空
想
は
、
次
例
の
よ
う
に
'
原
典
で
あ
る
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
の
世
界
を
よ
り
悲
劇
的
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
く
こ
と
が
特

徴
と
言
え
る
。

〓
〓

シ
ュ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』
第
4
幕
第
1
場

あ
'
ち
ょ
う
ど
い
い
と
こ
ろ
へ
ロ
ン
ド
ン
塔
の
長
官
が
。

ブ
ラ
ツ
ケ
ン
ベ
リ
ー
様
へ
ど
う
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
'

王
子
と
そ
の
弟
は
元
気
に
し
て
い
ま
す
か
?

ブ
ラ
ツ
ケ
ン
ベ
リ
ー
　
お
元
気
で
す
。
た
だ
へ
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
'

私
と
し
て
は
お
会
わ
せ
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
、

そ
の
よ
う
に
王
か
ら
厳
命
を
受
け
て
お
り
ま
す
の
で
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
　
王
で
す
っ
て
!
　
だ
れ
の
こ
と
で
す
?

プ
ラ
ツ
ケ
ン
べ
リ
I
　
失
礼
な
が
ら
'
か
つ
て
の
摂
政
リ
チ
ャ
ー
ド
公
の
こ
と
で
す
O

エ
リ
ザ
ベ
ス
　
な
ん
て
殺
生
な
!
　
あ
の
人
が
王
の
称
号
を
!
　
そ
し
て

私
た
ち
親
子
の
愛
を
引
き
裂
い
て
会
わ
せ
ぬ
と
-
　
い
い
え
へ

私
は
二
人
の
母
親
で
す
'
だ
れ
が
二
人
を
引
き
離
せ
ま
し
ょ
う
。

公
爵
夫
人
　
私
は
二
人
の
父
親
の
母
親
で
す
'
ぜ
ひ
と
も
会
い
ま
す
。

ア
ン
　
私
は
二
人
の
義
理
の
叔
母
、
で
も
愛
情
に
お
い
て
は
母
親
で
す
、

だ
か
ら
会
わ
せ
て
く
だ
さ
い
'
責
任
は
い
の
ち
に
か
け
て

私
が
負
い
ま
す
'
ど
う
か
あ
な
た
の
お
役
目
を
こ
の
私
に
。

プ
ラ
ツ
ケ
ン
ベ
リ
ー
い
え
へ
そ
う
軽
々
し
く
役
目
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
,

誓
約
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
お
り
ま
す
ゆ
え
'
ど
う
か
お
許
し
を
。

L

C
.
 
-
-
し
=
鵜
川
の
・
肘
い
　
、
;
.
小
・
r
=
[
:
,
^
榔
一
C
-
1
-
'
-
-
 
*
'
,
-
'
川
5
-
し
'
-
-
 
'
:
-
'
ヨ
」
っ
副

那
-
-
/
J
-
白
・
、
i
*
x
て
い
い
i
?
'
0
が
~
ど
こ
し
:
Z
-
、
品
格
の
し
い
‥
^
-
」
.
 
'
.
.
:
,
#
-
'
・
'
-
」
.
一
;
I
.

や
が
て
錠
の
き
し
る
音
が
し
て
ぎ
い
と
扉
が
開
く
と
内
か
ら
一
人
の
男
が
出
て
来
て

恭
し
く
婦
人
の
前
に
礼
を
す
る
。

「
逢
ふ
事
を
許
さ
れ
て
か
」
と
女
が
間
ふ
。

「
否
」
と
気
の
毒
さ
う
に
男
が
答
へ
る
。
「
逢
は
せ
ま
つ
ら
ん
と
思
ヘ
ビ
、
公
け
の
提

な
れ
ば
是
非
な
し
と
諦
め
給
へ
。
私
の
情
売
る
は
安
き
間
の
事
に
て
あ
れ
ど
」
と
負

に
口
を
繊
み
て
あ
た
り
を
見
渡
す
。
濠
の
内
か

S
H

ら
か
い
つ
ぶ
り
が
ひ
ょ
い
と
浮
き
上

い
て
男
に

の
間
を
伝

の
厨
な
り
。
女
人
の

男
は
鎖
り
を
指
の
先
に
巻
き
つ
け
て
思
案
の
体
で
あ
る
。

か
い
つ
ぶ
り
は
ふ
い
と

沈
む
。
や
1
あ
り
て
い
ふ
「
牢
守
り
は
牢
の
淀
を
破
り
が
た
し
。
御
子
等
は
変
る
事

な
く
へ
す
こ
や
か
に
月
日
を
過
さ
せ
給
ふ
。
心
安
く
覚
し
て
帰
り
給
へ
」
と
金
の
鎖

り
を
押
戻
す
。
女
は
身
動
き
も
せ
ぬ
。
鎖
ば
か
り
は
敷
石
の
上
に
落
ち
て
解
然
と
鳴

る
。「

如
何
に
し
て
も
逢
ふ
事
は
叶
は
ず
や
」
と
女
が
尋
ね
る
。

「
御
気
の
毒
な
れ
ど
」
と
牢
守
が
云
ひ
放
つ
。

~
司
判
d
J
~
馴
」
吋
.
i
-
:
'
3
C
;
蝣
」
"
t
j
'
.
v
i
r
'
D
㍗
-
 
I
.
と
こ
.
言
　
　
　
　
七
　
1
・
.
＼
し
)

泣
く
。

原
典
で
は
ブ
ラ
ツ
ケ
ン
ベ
リ
ー
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
公
爵
夫
人
・
ア
ン
と
い
う
四

人
の
場
面
で
あ
る
が
'
「
倫
敦
塔
」
　
で
は
牢
守
・
1
人
の
女
(
エ
リ
ザ
ベ
ス
)
　
の

二
人
の
場
面
に
な
り
'
緊
張
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
「
倫
敦
塔
」
の
文
体

が
文
語
調
で
あ
る
こ
と
で
格
調
高
い
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
'
中
心
人
物
「
女
」

は
「
「
黒
き
塔
の
影
、
堅
き
塔
の
壁
へ
寒
き
塔
の
人
」
と
い
い
な
が
ら
女
は
さ
め

ざ
め
と
泣
く
」
と
い
っ
た
よ
う
に
美
し
い
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
へ
と
書
き
換
え
ら
れ

10
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て
い
る
。
そ
の
他
の
空
想
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
へ
　
「
超

然
と
'
ウ
ツ
ク
シ
が
つ
て
世
間
と
相
違
か
る
様
な
小
天
地
ば
か
り
に
居
」
る
場
と

し
て
の
空
想
(
ド
ラ
マ
)
　
が
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
残
さ
れ
た
の
は
原
典
が
な
い
想
像
や
原
典
通
り
で
あ
っ
て
も
(
倫
敦
塔
)

と
関
連
性
が
低
く
'
作
者
の
創
意
と
考
え
ら
れ
る
(
Ⅳ
)
ダ
ン
テ
の
地
獄
の
門
と
、

(
坐
)
　
に
つ
い
て
の
　
「
想
像
」
　
(
囚
人
た
ち
の
心
境
に
シ
ン
ク
ロ
し
た
場
面
)
　
で

あ
る
。
つ
ま
り
'
「
空
想
」
　
は
壊
さ
れ
た
が
'
「
想
像
」
　
の
全
て
は
破
壊
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
O
　
こ
こ
で
　
(
生
)
　
に
つ
い
て
の
想
像
に
つ
い
て
考
え
る
。

周
囲
か
ら
孤
立
し
て
い
た
'
自
ら
の
過
去
を
牢
獄
生
活
と
な
し
へ
そ
れ
で
も
生
き

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
淑
石
の
存
在
の
模
索
が
あ
っ
た
。

M
B

こ
の
場
面
に
つ
い
て
へ
越
智
治
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

深
い
内
部
の
塔
に
お
い
て
、
余
は
書
く
こ
と
に
こ
め
ら
れ
た
生
の
意
味
を
兄
い
だ
し

て
「
存
在
の
自
覚
」
を
果
た
し
た
。
淑
石
も
ま
た
へ
　
囚
人
た
ち
と
同
様
に
'
書
く
行

為
と
と
も
に
生
を
ひ
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
近
代
文
明
の
中
で
、

彼
ら
に
等
し
淋
石
も
す
べ
て
を
奪
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
は
そ

れ
を
奪
い
返
し
う
る
場
所
に
到
達
し
て
い
る
の
だ
。

訪
問
を
終
え
て
帰
途
に
着
く
余
に
塔
が
「
ぬ
っ
と
見
上
げ
ら
れ
」
る
の
は
'
余
の

斯
ん
な
も
の
を
書
く
人
の
心
の
中
は
ど
の
様
で
あ
っ
た
ら
う
と
想
像
し
て
見
る
0

凡
そ
世
の
中
に
何
が
苦
し
い
と
云
つ
て
所
在
の
な
い
程
の
苦
し
み
は
な
い
。
意
識
の

内
容
に
変
化
の
な
い
程
の
苦
し
み
は
な
い
。
使
へ
る
身
体
は
目
に
見
え
ぬ
縄
で
縛
ら

れ
て
動
き
の
と
れ
ぬ
程
の
苦
し
み
は
な
い
。
生
き
る
と
い
ふ
は
活
動
し
て
居
る
と
い

ふ
事
で
あ
る
に
'
生
き
な
が
ら
比
活
動
を
抑
へ
ら
る
1
の
は
生
と
い
ふ
意
味
を
奪
は

れ
た
る
と
同
じ
事
で
へ
　
そ
の
奪
は
れ
た
を
自
覚
す
る
丈
が
死
よ
り
も
一
層
の
苦
痛
で

あ
る
。

彼
ら
は
遅
か
れ
早
か
れ
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
去
れ
ど
古
今
に
亘
る
大
真
理
は
彼
等
に

海
え
て
生
き
よ
と
云
ふ
、
あ
く
迄
も
生
き
よ
と
云
ふ
。
彼
等
は
巳
を
得
ず
彼
等
の
爪

を
磨
い
だ
。
尖
が
れ
る
爪
の
先
を
以
て
堅
き
壁
の
上
に
一
と
書
い
た
。
一
を
か
け
る

後
も
真
理
は
古
へ
の
如
く
生
き
よ
と
喝
く
'
飽
く
迄
も
生
き
よ
と
喝
く
。
彼
等
は
刺

が
れ
た
る
爪
の
癒
ゆ
る
を
待
っ
て
再
び
二
と
か
い
た
。
斧
の
刃
に
肉
飛
び
骨
捲
け
る

明
日
を
予
期
し
た
彼
等
は
冷
や
か
な
る
壁
の
上
に
只
1
と
な
り
二
と
な
り
線
と
な
り

字
と
な
っ
て
生
き
ん
と
願
っ
た
。

内
部
に
照
応
し
て
塔
が
巨
大
に
変
容
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
も
う
一

の
掛
所
を
確
か
め
て
,
余
は
日
常
の
中
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
「
二
十
世
紀
の
倫
牧
人
」

る
下
宿
の
主
人
に
よ
っ
て
余
の
想
念
は
「
打
ち
壊
は
さ
れ
」
　
る
か
も
し
れ
な
い
0

淑たつ

石
は
血
の
文
字
に
等
し
い
営
み
が
落
書
に
し
か
見
え
ぬ
現
実
の
視
点
を
む
ろ
ん
知
っ

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
彼
が
作
品
の
冒
頭
に
し
る
し
て
い
る
よ
う
に
'
二
度

得
た
記
憶
」
は
決
し
て
消
え
な
い
。
「
汽
車
も
走
れ
'
電
車
も
走
れ
」
へ
近
代
文
明
の

不
安
に
抗
し
て
へ
,
淑
石
の
塔
は
　
「
我
の
み
は
斯
く
て
あ
る
べ
し
」
と
立
っ
て
い
る
。

近
代
文
明
の
中
で
の
存
在
の
意
味
を
と
り
か
え
し
て
'
淑
石
の
倫
敦
塔
再
訪
は
終
わ

っ
た
。

Ill

「
余
」
　
は
'
囚
人
と
シ
ン
ク
ロ
L
へ
　
存
在
証
明
と
し
て
の
書
く
行
為
の
意
味
を

自
ら
問
う
て
い
る
。
こ
れ
ら
書
く
と
い
う
衝
動
の
源
泉
は
'
精
神
衰
弱
扱
い
さ
れ

越
智
氏
の
　
(
「
書
く
こ
と
に
こ
め
ら
れ
た
生
の
意
味
を
兄
い
だ
し
て
「
存
在
の

自
覚
」
を
果
巷
す
)
へ
(
「
近
代
文
明
の
中
で
の
存
在
の
意
味
を
と
ら
え
か
え
」

す
試
み
)
は
'
現
在
に
お
い
て
も
多
く
の
論
考
で
引
用
さ
れ
る
有
効
な
考
え
方
で

あ
る
。
こ
こ
で
私
は
「
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
と
い
う
精
神
と
重

l

l

S

2

f

3

り

卜

Ⅶ

ね
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。
注
目
し
た
い
の
は
'
こ
れ
ら
の
書
く
行
為
に
つ
い
て

「
余
」
が
考
え
始
め
た
時
に
登
場
す
る
血
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
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3
　
血
の
結
晶
と
し
て
の
　
(
倫
敦
塔
)

余
が
想
像
の
糸
を
姦
迄
た
ぐ
つ
て
来
た
時
、
室
内
の
冷
気
が
1
度
に
背
の
毛
穴
か
ら

身
の
内
に
吹
き
込
む
様
な
感
じ
が
し
て
覚
え
ず
ぞ
っ
と
し
た
。
さ
う
思
っ
て
見
る
と

何
だ
か
壁
が
湿
っ
ぽ
い
。
指
先
で
撫
で
1
見
る
と
ぬ
ら
り
と
露
に
す
べ
る
。
指
先
を

る
。
台
の
前
部
に
藁
が
散
ら
し
て
あ
る
の
は
流
れ
る
血
を
防
ぐ
要
憶
と
見
え
た
。

女
は
稗
落
ち
付
い
た
討
手
で
「
音
大
が
先
な
ら
追
い
付
う
、
後
な
ら
ば
誘
ふ
て
行
か

う
。
正
し
き
神
の
国
に
'
正
し
き
道
を
踏
ん
で
行
か
う
」
　
と
云
ひ
終
っ
て
落
つ
る
が

如
く
首
を
台
の
上
に
投
げ
か
け
る
o
眼
の
凹
ん
だ
'
煤
色
の
'
笥
喝
叫
判
酬
外
側

見
る
と
其
赤
だ
O
　
壁
の
隅
か
ら
ぽ
た
り
く
と
露
の
珠
が
垂
れ
る
。
床
の
上
を
見
る

が
重
た
気
に
斧
を
エ
イ
と
散
り
直
す
。
余
の
洋
袴
の
膝
に
二
三
点
の
血
が
達
し
る
と

と
其
滴
り
の
痕
が
鮮
や
か
な
紅
ゐ
の
紋
を
不
規
則
に
連
ね
る
。
十
六
世
紀
の
血
が
に

U
T
判
H
勺
」
j
'
・
'
.
構
㌧
5
'
-
:
蝣
;
-
-
,
-
蝣
.
'
.
蝣
:
蝣
'
-
'
.
-
-
^
v
,
.
=
1
-
.
'
.
.
-
・

「
余
」
が
囚
人
た
ち
と
シ
ン
ク
ロ
し
た
時
に
現
れ
る
血
の
場
面
。
「
倫
敦
塔
し

自
体
が
　
「
人
の
血
、
人
の
肉
'
人
の
罪
が
結
晶
し
て
馬
、
車
へ
　
汽
車
の
中
に
取
り

残
さ
れ
た
る
は
倫
敦
塔
で
あ
る
」
　
と
概
念
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
も
　
こ
の
場
面

の
み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
内
の
空
想
に
は
血
の
描
写
が
多
く
伴
っ
て
い
る
。

二
王
子
暗
殺
の
暗
橡
で
は
'
「
百
里
を
つ
1
む
黒
霧
の
奥
に
ぼ
ん
や
り
と
冬
の

日
が
写
る
。
屠
れ
る
犬
の
生
血
に
て
染
め
抜
い
た
様
で
あ
る
」
と
あ
り
、
現
実
か

ら
空
想
を
呼
び
起
こ
す
手
段
と
し
て
'
血
の
描
写
が
多
用
さ
れ
る
.

患
っ
た
ら
、
す
べ
て
の
光
景
が
忽
然
と
消
え
失
せ
た
。

久
し
ぶ
り
に
青
天
を
見
て
、
や
れ
嬉
し
や
と
思
ふ
間
も
な
く
、
目
が
く
ら
ん
で
物
の

色
さ
え
定
か
に
は
暗
中
に
写
ら
ぬ
先
に
、
白
き
斧
の
刃
が
ひ
ら
り
と
三
尺
の
空
を
班

る
。
流
れ
る
血
は
生
き
て
居
る
う
ち
か
ら
す
で
に
冷
め
た
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
鳥
が

1
疋
下
り
て
居
る
O
巽
を
す
く
め
て
黒
い
境
を
と
が
ら
せ
て
人
を
見
る
。
瑚
判
剰
刺

の
恨
が
凝
っ
て
化
鳥
の
姿
と
な
っ
て
長
く
比
不
吉
な
地
を
守
る
様
な
心
地
が
す
る
0

吹
く
風
に
稔
の
木
が
ざ
わ
く
と
動
く
O
　
見
る
と
枝
の
上
に
も
鳥
が
居
る
。
暫
く
す

る
と
又
一
羽
飛
ん
で
く
る
。
何
処
か
ら
来
た
か
分
ら
ぬ
。
傍
に
七
つ
許
の
男
の
子
を

連
れ
た
若
い
女
が
立
っ
て
烏
を
眺
め
て
居
る
。

女
は
白
き
手
巾
で
目
隠
し
を
し
て
両
の
手
で
首
を
載
せ
る
台
を
醸
す
様
な
風
情
に
見

え
る
。
首
を
載
せ
る
台
は
日
本
の
槙
割
台
位
の
大
き
さ
で
前
に
鉄
の
環
が
着
い
て
居

現
実
か
ら
空
想
を
呼
び
起
こ
す
手
段
と
し
て
'
ま
た
　
へ
倫
敦
塔
)
　
の
歴
史
の
悲

惨
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
血
の
描
写
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
淑
石
の
(
倫
教
塔
)

は
、
血
の
結
晶
と
し
て
の
　
(
倫
敦
塔
)
　
と
言
え
よ
う
。

r

t

け

2

チ

t

i

-

<

こ
こ
で
視
点
を
変
え
た
い
。
囚
人
・
書
く
行
為
・
血
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、

後
年
の
　
「
道
草
」
　
に
も
散
見
さ
れ
る
。
健
三
は
過
去
の
生
活
を
「
牢
獄
生
活
」
　
と

し
へ
自
ら
を
囚
人
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
た
へ
自
ら
の
創
作
に
当
た
っ
て
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

健
康
の
次
第
に
衰
へ
つ
ゝ
あ
る
不
快
な
事
実
を
認
め
な
が
ら
'
そ
れ
に
注
意
を
払

は
な
か
つ
た
彼
は
'
猛
烈
に
働
ら
い
た
。
恰
も
自
分
で
自
分
の
身
体
に
反
抗
で
も
す

る
や
う
に
'
恰
も
わ
が
衛
生
を
虐
待
す
る
や
う
に
'
ま
た
己
れ
の
病
気
に
敵
討
で
も

し
た
い
や
う
に
。
彼
は
血
に
餓
え
た
。
し
か
も
他
を
屠
る
事
が
出
来
な
い
の
で
巳
を

得
ず
自
分
の
血
を
畷
っ
て
満
足
し
た
。

予
定
の
枚
数
を
書
き
了
へ
た
時
へ
　
彼
は
筆
を
投
げ
て
畳
の
上
に
倒
れ
た
。
(
百
一
)

12

作
物
は
「
自
分
の
血
を
畷
つ
て
」
作
り
上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
'
自
ら
の
血
が

入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
道
草
」
だ
け
で
な
く
血
の
モ
チ
ー
フ
は
激
石
文
学
に
多
く
登
場
す
る
。
加
藤

二
郎
氏
は
　
「
道
草
」
　
「
心
」
　
に
触
れ
　
「
先
生
も
健
三
の
両
者
に
お
い
て
'
「
書
」
く
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と
い
う
行
為
は
'
「
血
　
(
心
臓
)
」
と
い
う
'
言
わ
ば
本
源
的
な
生
命
性
と
で
も
呼

M
B

ぶ
べ
き
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
　
と
述
べ
て
い
る
。

「
宿
世
の
夢
の
焼
点
」
　
で
あ
る
　
(
倫
敦
塔
)
　
は
'
二
十
世
紀
と
対
立
す
る
血
と

り

サ

サ

=

-

サ

ー

肉
と
罪
の
結
晶
で
あ
る
が
、
そ
の
血
は
自
ら
の
血
で
も
あ
り
へ
　
書
く
行
為
と
直
鰭

し
て
い
る
。
(
倫
敦
塔
)
　
は
自
ら
の
過
去
　
(
宿
命
)
　
の
　
「
焼
点
」
　
で
も
あ
っ
た
。

作
者
は
　
(
倫
敦
塔
)
内
で
運
命
と
宿
命
と
に
換
ら
れ
る
人
間
の
悲
劇
へ
　
死
に
ゆ

く
者
の
悲
壮
な
美
し
さ
を
濃
密
な
空
想
に
描
き
出
し
た
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
の

(
倫
敦
塔
)
　
の
空
想
を
、
時
計
の
音
や
作
者
の
分
身
で
あ
る
宿
屋
の
主
人
な
ど
に

ょ
っ
て
意
識
的
に
破
壊
す
る
。
(
倫
敦
塔
)
　
の
空
想
美
(
運
命
・
宿
命
の
中
で
死

ん
で
ゆ
く
人
々
の
悲
壮
な
姿
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
い
た
空
間
)
　
を
破
壊
し
て
残

っ
た
も
の
へ
　
そ
れ
は
'
作
者
の
心
情
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
　
「
精
神
の
牢

獄
に
あ
っ
て
も
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
志
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
意
志

を
残
す
た
め
に
空
想
の
世
界
を
破
壊
し
た
と
考
え
た
い
。

者
は
「
夫
か
ら
は
人
と
倫
敦
塔
の
話
し
を
し
な
い
事
に
極
め
た
。
又
再
び
見
物
に

行
か
な
い
事
に
極
め
た
」
と
い
う
音
葉
で
締
め
く
く
る
。
更
に
、
落
語
的
な
落
ち

の
つ
け
か
た
の
よ
う
な
下
宿
の
主
人
と
の
会
話
や
後
記
で
種
明
か
し
を
行
う
な
ど

の
過
剰
な
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
行
っ
て
い
る
。
空
想
の
世
界
を
志
向
し
な
が
ら
浸

り
き
る
こ
と
が
で
き
ず
'
か
と
い
っ
て
そ
の
空
想
の
世
界
を
完
全
に
捨
て
去
る
こ

と
の
,
で
き
な
い
作
者
の
姿
が
見
え
る
。
「
倫
敦
塔
」
　
の
空
想
の
破
壊
に
は
「
美
と

い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
精
神
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
「
美

と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
」
精
神
が
固
ま
る
ま
で
へ
　
「
破
戒
」
が
発
表
さ

れ
る
一
年
半
か
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
U
に

「
倫
敦
塔
」
は
淑
石
の
作
家
と
し
て
の
原
点
が
つ
ま
っ
て
い
る
重
要
な
テ
ク
ス

ト
と
言
え
る
。
作
者
は
、
r
空
想
の
世
界
を
志
向
L
t
悲
劇
の
女
王
ジ
ェ
ー
ン
・
グ

レ
イ
や
残
忍
な
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
た
幼
い
二
王
子
な
ど
を

濃
密
な
空
想
で
描
き
出
し
た
。
し
か
し
'
知
識
人
で
あ
り
'
二
十
世
紀
人
で
あ
っ

た
作
者
は
そ
の
空
想
に
浸
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
へ
　
自
ら

作
り
出
し
た
空
想
を
壊
し
'
「
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
意
思
を
「
倫
敦
塔
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
中
心
に
据
え
る
。

し
か
し
へ
　
そ
の
破
壊
は
不
徹
底
で
も
あ
っ
た
。
や
は
り
空
想
に
哀
惜
の
あ
る
作

注(
1
)

m(
3
)

(
4
)号』)

(
5
)

9　8　7　6

「
淑
石
と
三
重
吉
」
　
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
」
・
5
)

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
(
『
夏
目
淑
石
』
昭
8
・
r
H
　
岩
波
文
庫
　
初
出
昭
2
-
ォ
ー
)

「
淑
石
の
深
淵
」
　
(
『
夏
目
淑
石
』
昭
n
・
-
<
　
東
京
ラ
イ
フ
社
)

「
「
凍
虚
集
」
-
夢
と
現
実
の
往
還
」
　
(
『
別
冊
国
文
学
夏
目
淑
石
必
携
　
1
9
8
0
冬
季

r
『
凍
虚
集
』
の
性
格
」
　
(
『
日
本
文
学
』
昭
S
・
ォ
o
)

『
神
曲
(
上
)
地
獄
』
山
川
丙
三
郎
訳
(
岩
波
文
庫
　
昭
S
-
o
o
)

『
神
曲
物
語
』
野
上
素
1
郎
訳
著
(
環
代
教
養
文
庫
昭
　
　
N
)

「
淑
石
作
中
人
物
事
典
」
　
(
『
別
冊
国
文
学
　
夏
目
淑
石
事
典
』
平
　
　
H

比
較
文
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

13

・
出
口
保
夫
『
ロ
ン
ド
ン
淑
石
文
学
散
歩
』
(
旺
文
社
へ
　
昭
¥
o
・
L
n
)

・
塚
本
利
明
『
淑
石
と
英
文
学
「
浸
虚
集
」
　
の
比
較
文
学
的
研
究
』
(
彩
流
社
へ
平
日
・

3
)

・
水
谷
昭
夫
「
ロ
ン
ド
ン
の
淑
石
」
　
(
『
国
文
学
』
)
　
昭
　
=
)

・
山
崎
甲
1
　
「
『
倫
敦
塔
』
論
]
　
(
東
洋
大
学
『
文
学
論
藻
』
昭

・
水
谷
昭
夫
「
作
品
の
中
の
英
国
1
『
涛
虚
集
』
そ
の
他
」
　
(
『
国
文
学
』
昭
E
・
W
)

・
野
谷
士
「
淑
石
の
英
文
学
-
『
倫
教
塔
』
再
考
-
」
　
(
『
敦
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』



鈴木三重書宛書筒からみる「倫敦塔」

昭
　
　
c
o
)

松
村
昌
家
「
『
倫
教
塔
』
と
ド
ラ
ロ
ー
シ
ユ
の
絵
画
」
　
(
『
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
』
)

昭

　

・

2

)

服
部
康
喜
r
『
倫
敦
塔
』
の
内
と
外
し
(
『
活
水
論
文
集
』
昭
g
・
C
O
)

稲
垣
瑞
穂
「
「
倫
敦
塔
」
　
の
文
章
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
文
化
研
究
』
平
c
q
・
m
)

関
谷
由
美
子
「
『
倫
敦
塔
』
-
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
イ
の
目
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
t
3
・

3
)

石
井
和
夫
「
N
o
 
m
o
r
e
-
o
h
,
n
e
v
e
r
 
m
o
r
e
-
-
「
大
鹿
」
と
「
倫
敦
塔
」
」
(
福
岡
女
子
大

学
文
学
部
紀
要
『
文
芸
と
思
想
』
平
」
・
N
)

中
川
浩
7
　
「
文
学
作
品
と
橋
I
『
倫
敦
塔
』
を
主
軸
に
し
て
」
　
(
『
地
図
情
報
』
平
l

13 12 ll 10

‖
)

『
時
間
と
習
俗
の
社
会
史
』
(
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
o
o
・
(
N
)

『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』
(
白
水
U
ブ
ッ
ク
ス
へ
　
昭
粥
・
1
)

「
倫
教
塔
再
訪
」
　
(
『
文
学
』
昭
胡
・
4
)

「
淑
石
の
血
と
牢
獄
」
　
(
『
文
学
』
平
　
　
　
　
<
o
)

*
引
用
は
全
て
『
淋
石
全
集
』
第
二
版
(
岩
波
書
店
　
最
新
版
)
を
用
い
た
。
傍
線
・
文

字
囲
い
は
私
に
付
し
た
。

(
や
ま
ね
・
ゆ
み
え
'
広
島
国
際
大
学
・
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
)




