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治
三
十
九
年
の
漱
石
|
|

明
治――-
＋
九
年
は
日
露
戦
争
後
の
最
初
の一
年
で
あ
る。
明
治
三
十
八
年
九

月
五
日、
ア
メ
リ
カ
東
部
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で、

日
露
間
に
講
和
条
約
が
調
印

さ
れ
る
が、
そ
れ
に
さ
き
立
っ
て
漱
石
は、
「
戦
後
文
界
の
趨
勢」
（
明
38
.
8

「
新
小
説」）
と
い
う
談
話
筆
記
を
発
表
し
て
い
る。
戦
勝
は
日
本
国
民
の
糖
神

の
上
に
大
き
な
影
轡
を
与
え
る
だ
ろ
う、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
西
洋
を
基
準
と

し
な
い、
自
覚・
自
信
の
力
が
国
民
の
間
に
生
ま
れ、

文
学
も
発
展
す
る
だ
ろ

う
と
い
っ
た、
か
な
り
楽
天
的
な
展
望
が
そ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る。

し
か
し、

実
際
に
日
露
戦
後
に
入
っ
て
の
漱
石
の
文
学
は、
右
の
よ
う
な
楽

天
的
な
も
の
で
は
な
く、
戦
後
の
状
況
に
対
し
て、

異
和
感
を
持
ち、
批
判
的

で
あ
る。
明
治
三
十
九
年
の
漱
石
の
文
学
が
す
で
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
お

り、
明
治
四
十
年
四
月、
東
京
大
学
を
辞
任、
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
て
作
家

と
し
て
の
活
動
を
は
じ
め
る、
そ
の
基
盤
が
こ
の
明
治
三
十
九
年
の
漱
石
に
あ

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る。
「
明
治――-
＋
九
年・
漱
石
と
そ
の
周
辺」
（
昭
49
.

5
「
日
本
文
学」）
と
い
う
特
集
も
あ
り、
こ
の
年
の
漱
石
は
重
視
さ
れ
て
い

る。

仝
寺
〉

を

持

つ

作

品

群

「
趣
味
の
遺
伝」
（
明
39
.
1)

「
坊
っ
ち
ゃ
ん」
（
明
39
.
4
)

「
草
枕」
（
明
39
.
9
)

「
二
百
十
日」
（
明

翌
10
)

「
野
分」
（
明
40
.
1)
〔(
）
内
は
発
表
月〕

明
治
三
十
九
年
中
に
発
表、
も
し
く
は
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
し
て
右
の
よ
う

な
作
品
が
あ
げ
ら
れ
る
が、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
五
つ
の
作
品
を
＾
寺
＞
を
持
つ

作
品
群
と
規
定
し、
従
来
に
な
か
っ
た
＾
寺
＞
と
い
う
視
点
か
ら、
明
治
三
十

九
年
の
漱
石
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
明
治
三
十
九
年
の
作
品

だ
け
に
＾
寺
＞
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
戦
中
の
「
琴
の
そ
ら
音」

や
周
知
の
「
門」
（
明
43
)
を
は
じ
め、
「
三
四
郎」
や
「
そ
れ
か
ら」、
あ
る

い
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る」
の
明
治
三
十
八
年
発
表
分
に
も
＾
寺
＞
は
登
場
す

る
の
で
あ
り、
そ
こ
に
も
ま
た
独
自
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

が、
明
治
三
十
九
年
の
作
品
に
は
＾
寺
＞
を
持
つ
作
品
群
と
呼
び
た
く
な
る
ほ

ど
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

平

岡

敏

夫
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か
つ
て
注
意
し
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
が、
「
二
百
十
日
」

は
圭
さ
ん
が
禄
さ

ん
に
寺
の
話
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る。

漱
石
は
＾
寺
＞
に
き
わ
め
て
意

識
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り、

軽
妙
な
対
話
の
な
か
に、
「
人
間
の
死
ぬ
所
に
は

必
ず
あ
る
筈
」

の
＾
寺
＞
が
登
場
し
て
い
る。

た
し
か
に
「
寺
と
云
ふ
も
の
は

大
概
の
村
に
は
あ
る
」

の
だ
が、

そ
し
て
人
間
の
生
死
を
描
く
作
品
に
は
よ
く

登
場
す
る
は
ず
だ
が、
「
二
百
十
日
」

で
は
の
っ

け
か
ら、

対
話
の
中
で
は
あ

る
が、

姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る。

圭
さ
ん
と
砥
さ
ん
は
阿
蘇
山
に
登
る
べ
く
山

麓
の
宿
に
逗
留
し
て
い
る。

寺
を
見、

鍛
治
屋
を
見
て
き
た
圭
さ
ん
は、

蹄
鉄

の
音
が
東
京
の
そ
れ
と
は
違
う
と
語
る
。
「
初
秋
の
日

脚
は、

う
そ
寒
く、

遠

い
国
の
方
へ

傾
い
て、

淋
し
い
山
里
の
空
気
が、

心
細
い
夕
暮
れ
を
促
が
す
な

か
に、

か
あ
ん
／
＼
と
鉄
を
打
つ
音
が
す
る
。
」

と
あ
る
の
は
冒
頭
の
＾
寺
＞

を
受
け
て
い
る
。

そ
れ
は、

こ
の
音
か
ら
再
び
＾
寺
＞
が
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
も
明
ら
か
で

あ
る
。
「
か
あ
ん
／
＼
と
鉄
を
打
つ
音
が
静
か
な
村
へ

響
き
渡
る。

痢
走
っ
た

上
に
何
だ
か
心
細
い
。
」

と
く
り
返
さ
れ、
「
ま
だ
馬
の
沓
を
打
つ
て
る。

何
だ

か
寒
い
ね、

君
」

と
圭
さ
ん
は
白
い
浴
衣
の
下
で
堅
く
な
り、

禄
さ
ん
も
襟
を

か
き
合
わ
せ
て
膝
頭
を
行
儀
よ
く
揃
え
る。

こ
の
心
細
く、

寒
い
音
に
は、

人

を
ひ
き
し
め
る
も
の
が
あ
る
ら
し
い
。

そ
こ
か
ら
圭
さ
ん
が、

子
供
の
時
に
住

ん
で
い
た
町
の
真
中
に
豆
腐
屋
が
あ
っ
て、

そ
こ
か
ら
一

丁
ば
か
り
上
っ
た
と

こ
ろ
に
寒
磐
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
話
し
出
す
の
で
あ
る。

そ
の
寺
で
は
だ

れ
だ
か
毎
朝
四
時
ご
ろ
鉦
を
た
た
く。

だ
れ
だ
か
と
圭
さ
ん
は
言
っ
て、

坊
主

だ
ろ
う
と
砥
さ
ん
が
言
っ
て
も
肯
定
し
な
い
点
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る。

「
坊
主
だ
か
何
だ
か
分
ら
な
い
。

只
竹
の
中
で
か
ん
／
＼
と
幽
か
に
敲
＜

2

の
さ。

冬
の
朝
な
ん
ぞ、

霜
が
強
く
降
つ
て、

布
団
の
な
か
で
世
の
中
の

寒
さ
を
―

二
寸
の
厚
さ
に
遮
ぎ
つ
て

聞
い
て
ゐ
る
と、

竹
藪
の
な
か
か

た
、

ら、

か
ん
／
＼
響
い
て
く
る。

誰
が
敲
く
の
だ
か
分
ら
な
い
。

僕
は
寺
の

前
を
通
る
度
に、

長
い
石
甍
と、

倒
れ
か
A
つ
た
山
門
と、

山
門
を
埋
め

の
ぞ

尽
く
す
程
な
大
竹
藪
を
見
る
の
だ
が、
一

度
も
山
門
の
な
か
を
覗
い
た
事

か
わ

だ
け

う
ら

が
な
い
。

只
竹
藪
の
な
か
で
敲
＜
鉦
の
音
丈
を
聞
い
て
は、

夜
具
の
裏
で

え

び
海
老
の
様
に
な
る
の
さ
」

常
識
的
に
は
鉦
は
坊
主
が
た
た
く
と
見
て
よ
い
は
ず
だ
の
に
「
誰
が
敲
く
の

だ
か
分
ら
な
い
」

と
く
り
返
す
の
は、

大
竹
藪
の
な
か
か
ら
そ
れ
が
聞
え
て
く

る
こ
と
と
か
か
わ
り
が
あ
る。

そ
し
て
「
一

度
も
山
門
の
な
か
を
覗
い
た
事
が

な
い
」

と
あ
る
の
は、

そ
の
音
の
発
す
る
と
こ
ろ
が
不
可
視
の、

到
達
不
能
の

場
所
だ
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

冒
頭
で
も
「
這
入
っ
て
見
た
か
い
」
「
や
め
て

来
た
」

と
あ
っ
て、

門
前
か
ら
一

丁
半
ば
か
り
あ
る
「
非
常
に
細
長
い
寺
」
へ

は
入
っ
て
い
な
い
。

寒
磐
寺
も
長
い
石
甍
で、

山
門
は
倒
れ
か
か
り、

大
竹
藪

で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る。

「
海
老
の
様
に
な
る
」

こ
と
に
つ
い
て
磋
さ
ん
は
聞
き
返
し
て
い
る
が、

の

れ
う
け
ん

ち
漱
石
は
「
門
」

の
冒
頭
で、

縁
側
に
寝
て
い
る
宗
助
が
「
ど
う
云
ふ
了
見
か

両
膝
を
曲
げ
て
海
老
の
様
に
窮
屈
に
な
っ
て
ゐ
る
」

さ
ま
を
描
い
て
い
る。
「
さ

う
し
て
両
手
を
組
み
合
は
し
て、

其
中
へ

黒
い
頭
を
突
つ
込
ん
で
ゐ
る
か
ら、

ひ
ぢ

は
さ

肱
に
挟
ま
れ
て
顔
が
ち
つ
と
も
見
え
な
い
」

と
つ
づ
く
の
だ
が、

胎
児
さ
え
も

(

2
)
 

連
想
さ
せ
る
こ
の
姿
勢
は、
「
二
百
十
日
」

で
は、

さ
き
の
圭
さ
ん

ふ
認
さ
ん

が
堅
く
な
っ
た
り
膝
頭
を
揃
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
と
も
か
か
わ
り
が
あ
る。

＾
寺
＞
と
い
う
不
可
視
の、
到
達
不
能
の、
場
所
か
ら
発
す
る
音
は、

人
間
に
緊

張
を
強
い、

海
老
の
よ
う
に
（
あ
る
い
は
胎
児
の
よ
う
に
）

縮
み
こ
ま
せ
る
の

で
あ
る
。
右
の
豆
腐
屋
と
そ
の
一

丁
ば
か
り
奥
の
寒
磐
寺
に
つ
い
て
は、
「
硝
子
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戸
の
中
」
（
大
4
)

の
次
の
文
章
が
参
考
に
な
る
（
岩
波
版
全
集
「
二
百
十
日
」

注
解
に
も
指
摘
が
あ
る
）。

せ
い
か
ん
じ

…
…
其
豆
腐
屋
に
つ
い
て
曲
る
と
半
町
程
先
に
西
閑
寺
と
い
ふ
寺
の
門
が

小
高
く
見
え
た
。

赤
く
塗
ら
れ
た
門
の
後
は、

深
い
竹
藪
で
一

面
に
掏
は

れ
て
ゐ
る
の
で、

中
に
何
ん
な
も
の
が
あ
る
か
通
り
か
ら
は
全
く
見
え
な

ぉ
っ
と
め

わ

か
っ
た
が、

其
奥
で
す
る
朝
晩
の
御
勤
の
鉦
の
音
は、

今
で
も
私
の
耳
に

残
っ
て
ゐ
る
。

こ
と
に
霧
の
多
い
秋
か
ら
木
枯
の
吹
く
冬
へ

掛
け
て、

カ

ン
／
＼
と
嗚
る
西
閑
寺
の
鉦
の
音
は、

何
時
で
も
私
の
心
に
悲
し
く
て
冷

た
い
或
物
を
叩
き
込
む
や
う
に
小
さ
い
私
の
気
分
を
寒
く
し
た
。

（
「
硝
子
戸
の
中
」

＋
九）

寒
い
鉦
の
音
か
ら、

実
在
の
西
閑
寺
が
寒
磐
寺
に
「
二
百
十
日
」

で
は
変
え

ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が、

明
治
三
十
九
年
秋、
「
二
百
十
日
」

執
筆
中
の

漱
石

は、

子
供
だ
っ
た
自
分
の
心
に
「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物
を
叩
き
込
む
」

よ
う

な
鉦
の
音
を
想
起
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

漱
石
は
す
で
に
し
て

不
可

視
の

＾
寺
＞
に
向
い
合
っ
て
い
た
の
で
あ
り、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
物
と
は
知
れ

ぬ
な
が
ら、
「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物」

を
心
の
内
に
自
覚
し
て
い
た
の
で

あ

る
。
「
我
人
が
世
の
中
に
生
活
し
て
ゐ
る
第
一

の

目
的
は、

か
う
云
ふ
文
明
の

怪
獣
を
打
ち
殺
し
て、

金
も
力
も
な
い、

平
民
に
幾
分
で
も
安
慰
を
与
へ
る
の

に
あ
る
だ
ら
う
」

と
い
う
圭
さ
ん
の
烈
し
い
文
明
批
評
が
「
二
百
十
日
」

と
い

う
作
品
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
だ
が、

そ
の
圭
さ
ん
の
心
内
に
は
＾
寺
＞
が
あ

り、

不
可
視
の
＾
寺
＞
か
ら
発
す
る
寒
い
音
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
漱
石
自
身
の

内
部
に
子
供
の
時
か
ら
自
覚
さ
れ
て
い
た
「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物
」

を
明
治

三
十
九
年
に
蘇
ら
せ
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
治
三
十
九
年
の
は
じ
め
に
発
表
さ
れ
た
「
趣
味
の
遺
伝
」

に
か
え

っ
て
み
よ
う。

こ
の
小
説
は
新
橋
駅
頭
の
凱
旋
風
景
か
ら
は
じ
ま

り、
「
余
は

色
の
黒
い
将
軍
を
見
た
。

婆
さ
ん
が
ぶ
ら
下
る
軍
曹
を
見
た
。

ワ
ー
と
云
ふ
観

迎
の
声
を
聞
い
た
。

さ
う
し
て
涙
を
流
し
た
。

浩
さ
ん
は
暫
壕
へ

飛
び
込
ん
だ

む
か
ひ

き
り
上
つ
て
来
な
い
。

誰
も
浩
さ
ん
を
迎
に
出
た
も
の
は
な
い
。

天
下
に
浩
さ

ん
の
事
を
思
っ
て
居
る
も
の
は
此
御
母
さ
ん
と
此
御
嬢
さ
ん
許
り
で
あ
ら
う。

余
は
此
両
人
の
睦
ま
じ
き
様
を
目
撃
す
る
度
に、

将
軍
を
見
た
時
よ
り
も、

軍

曹
を
見
た
時
よ
り
も、

清
き
涼
し
き
涙
を
流
す。

博
士
は
何
も

知
ら
ぬ

ら
し

い
。
」

と
結
ば
れ
て
い
る。

こ
の
小
説
の
主
題
は
右
の
結
び
に
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち、

生
き
て
還
っ
た
将
軍
や
軍
曹
を
迎
え
る
凱
戦
風
景
が
い
か
に
感
動

的
で
あ
ろ
う
と
も、

迎
え
る
人
と
て
な
い
日
露
戦
争
の
無
数
の
戦
死
者、

そ
の

ひ
と
り
河
上
浩
一

少
尉
の
こ
と
を
偲
ぶ、

天
下
に
た
っ
た
二
人
の
女
性
の
老
母

と
小
野
田
令
嬢
の
睦
じ
さ
に、
「
余
」

は
清
き
涼
し
き
涙
を
流
す
の
で

あ
る。

「
父
母
未
生
以
前
に
受
け
た
記
憶
と
情
緒
が、

長
い

時
間
を
隔
て
A
脳
中
に
再

現
す
る
」

と
い
う
「
余」

の
学
説、

す
な
わ
ち、

河
上
浩
一

と
小
野
田
令
嬢
の

「
趣
味
」
（
恋
愛
）

は
そ
の
祖
父
母
の
そ
れ
の
遺
伝
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
こ
の

作
品
の
中
心
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
「
学
説
」

も
ま
た
結
び
に
収
緻
し

て
行
く
の
で
あ
る
が、

全
三
節
の
う
ち、

第
二
節
が
＾
寺
＞
の
場
面
で
占
め
ら

れ
て
お
り、
A
寺
＞
に
注
意
す
る
と
き、
「
趣
味
の
遺
伝
」

は
よ
り
明
ら
か
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
で
は、

A
寺
＞
が
あ
ら
わ
れ
る
前
に、

河
上
浩
一

ら
の
戦
死
の
場
面

＇

 

を
切
実
に
描
い
て
い
る
。
「
浩
さ
ん
！

浩
さ
ん
は
去
年
の
十
一

月
旅
順
で

戦

た
い
や

死
し
た
。

二
十
六
日
は
風
の
強
く
吹
く
日
で
あ
っ
た
さ
う
だ。

遼
東
の
大
野
を

3
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の

わ

き

吹
き
め
ぐ
つ
て、

黒
い
日
を
海
に
吹
き
落
さ
う
と
す
る
野
分
の
中
に、

松
樹
山

の
突
撃
は
予
定
の
如
く
行
は
れ
た
。

時
は
午
後
一

時
で
あ
る
。
」

と
い
う
書
き

出
し
か
ら
し
て
痛
切
で
あ
る
。

現
在、

手
許
に
あ
る
『
日
露
戦
史
』
（
明
39
.

6
、
文
武
館）
『
日
露
大
戦
史
』
（
明
39
.
12
、
大
成
社
）
『
臼
疇
鰭
日
露
戦
史
第
六

巻
』
（
大
3
.

7
、

参
謀
本
部
）

を
参
照
し
て
も、

河
上
浩
一

が
属
し
た
は

ず

の
東
京
・

第
一

師
団
（
旅
順
攻
撃
の
第
三
軍
に
属
す）

の
明
治
三
十
七
年
十
一

月
二
十
六
日
の
天
侯
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
。
「
十
一

月
二
十
六
日、

第
三
回

総
攻
撃
の
日
と
な
っ
た
。

き
の
う
の
曇
天、

強
風
と
は
打
っ
て
変
り、

天
気
晴

(

3
)
 

朗。

天
地
も
わ
が
企
図
に
味
方
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
」

と
あ
る
の
が

事

実

と
す
れ
ば、

漱
石
は
「
二
十
六
日
は
風
の
強
く
吹
く
日
」
「
黒
い
日
を

海
に

吹

き
落
さ
う
と
す
る
野
分
」

と
い
う
ふ
う
に
天
候
を
設
定
し、

無
惨、

無
数
の
戦

死
の
状
況
を
悲
劇
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
日
の
夜、

中
村
少
将
率
い
る
特

別
支
隊
（
第
一

師
団
特
別
歩
兵
連
隊
等）

の
白
欅
隊
の
攻
撃
が
あ
っ
た
事
実
は

有
名
だ
が、

漱
石
は
こ
れ
を
取
り
あ
げ
ず、

午
後
一

時
の
戦
闘
に
し
た
の
は、

仮
想
的
な
「
余
」

の
視
点
か
ら
浩
さ
ん
ら
の
戦
闘
・

戦
死
の
情
景
を
描
く
た
め

で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
飛
び
込
ん
で
は
な
く
な
っ
て
と
う
／
＼
浩
さ

い
よ
／
＼

し
つ

ん
の
番
に
来
た
。

愈

浩
さ
ん
だ
。

確
か
り
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
」

と
も

あ
る
よ
う
に、

語
り
手
は
さ
な
が
ら
目
前
の
光
景
で
あ
る
か
の
ご
と
く、

浩
さ

ん
に
直
接
呼
び
か
け
て
い
る
。

寒
い
日
が
旅
順
の
海
に
落
ち
て、

寒
い
霜
が
旅
順
の
山
に
降
つ
て
も
上

が
る
こ
と
は
出
来
ん
。

ス
テ
ッ
セ
ル
が
開
城
し
て
二
十
の
砲
砦
が
悉
く
日

本
の
手
に
帰
し
て
も
上
る
事
は
出
来
ん
。

日
露
の
講
和
が
成
就
し
て
乃
木

将
軍
が
目
出
度
凱
旋
し
て
も
上
が
る
事
は
出
来
ん
。

百
年
三
万
六
千
日
乾

む
か
ひ

坤
を
提
げ
て
迎
に
来
て
も
上
が
る
事
は
遂
に
出
来
ぬ
。

是
が
此
暫
壕
に
飛

び
込
ん
だ
も
の
こ
運
命
で
あ
る
。

而
し
て
亦
浩
さ
ん
の
運
命
で
あ
る
。

こ
の
「
出
来
ん
」

の
リ
フ
レ
ー
ン
に
こ
め
た
漱
石
の
日
露
戦
争
戦
死
者
へ
の

哀
惜
は
読
む
者
の
心
に
迫
る。

浩
さ
ん
の
友
人
で
あ
る
「
余
」

は
右
の
よ
う
に

浩
さ
ん
を
哀
惜
し、

残
さ
れ
た
浩
さ
ん
の
母
親
の
こ
と
を
思
い
や
り、

そ
れ
か

ら
遺
髪
の
埋
葬
さ
れ
て
い
る
駒
込
の
寂
光
院
参
り
と
な
っ
て
第
二
節
の
大
半
を

占
め
る
＾
寺
＞
に
な
る
の
で
あ
る。
＾
寺
＞
が
姿
を
あ
ら
わ
す
必
然
性
は、
「
ニ

百
十
日
」

で
は、

圭
さ
ん
（
そ
し
て
漱
石）

の
物
心
つ
き
は
じ
め
て
以
来
の
存

在
内
部
の
「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物
」

の
自
覚
で
あ
っ
た
が、

こ
の
「
趣
味
の

遺
伝
」

で
は
日
露
戦
争
死
者
へ
の
哀
惜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う。

＾
寺
＞
と
は、

死
者
と
生
者
と
が
出
会
う
場
所、

両
者
を
つ
な
ぐ
場

所
で
あ
り、

死
と
生
の
境
界
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は
死
者
は
死
者
一

般
で
な
く

日
露
戦
争
戦
死
者
で
あ
る
。
「
二
百
十
日
」

で
は
＾
寺
＞

は
大
竹
藪
で
お
お
わ

れ
て
お
り、

不
可
視
の
到
達
不
能
の
場
所
で
あ
っ

た
が、
「
趣
味
の
遺
伝
」

で

は
入
っ
て
行
く。

「
余
」

は
寂
光
院
と
い
う
寺
に
つ
い
て
も
お
そ
ろ
し
く
饒
舌
で

あ
る
。

歩
行

に
従
っ
て、

境
内、

赤
松、

本
堂、

そ
の
額
の
文
字、

墓
地
入
口
の
化
銀
杏、

墓
石
の
数
々
：
；
…
と
河
上
家
代
々
之
墓
ま
で
と
め
ど
な
く
語
っ
て
行
く。

最
初

の
作
品
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

に
＾
寺
＞
が
登
場
す
る
の
は
そ
の
第
四
回
（
明

38
.
6
)

の
こ
と
で、

苦
沙
弥
た
ち
が
寺
に
下
宿
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
が
亡

友
曽
呂
崎
の
こ
と
を
ふ
く
め
て
回
想
さ
れ
て
い
る
が、

日
露
戦
争
後
に
こ
れ
ほ

ど
＾
寺
＞
が
語
ら
れ
る
の
は
「
趣
味
の
遺
伝
」

が
は
じ
め
て
で
あ
っ
て、
「
余
」

の
浩
さ
ん
へ
の
哀
惜
が
こ
の
饒
舌
を
う
な
が
し
て
い
る
の
か
と
さ
え
考
え
ら
れ

る
。

こ
れ
は
「
余
」

が
墓
前
に
合
掌
す
る
若
く
て
美
し
い
女
性
を
見
出
し
た
と

き
も
同
様
で
あ
る
。
「
古
き
空、

古
き
銀
杏、

古
き
伽
藍
と
古
き
墳
墓
が
寂
寛

と
し
て
存
在
す
る
間
に、

美
し
い
若
い
女
が
立
つ
て
居
る
。

非
常
な
対
照
で
あ

る
。
」

と
見
た
「
余」

が、

そ
の
あ
と
「
古
伽
藍
と
剥
げ
た

額、

化
銀
杏
と
動

- 4 -



か
ぬ
松、
錯
落
と
列
ぶ
石
塔ー
�
死
し
た
る
人
の
名
を
彫
む●
死
し
た
る
石
塔

と、
花
の
様
な
佳
人
と
が
融
和
し
て一
団
の
気
と
流
れ
て
円
熟
無
凝
の一
種
の

感
動
を
余
の
神
経
に
伝
へ
た
の
で
あ
る。」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に、
こ
の
対

照
は
融
和
な
の
で
あ
る。

＾
寺
＞
は
「
二
百
十
日」
で
見
た
ご
と
く、

近
づ
き
が
た
い
も
の
で
あ
り、

「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物」
を
呼
び
起
こ
す
存
在
で
は
あ
る
の
だ
が、
こ
こ
で

は
人
間
と
融
和
し、
円
熟
無
擬
で
あ
る。
な
ぜ
か。
人
間一
般
で
は
な
く、「
花

の
様
な
佳
人」
で
あ
る
か
ら
か。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は、
「
余」
も
自
覚
的

で、
「
斯
ん
な
無
理
を
聞
か
せ
ら
れ
る
読
者
は
定
め
て
承
知
す
ま
い。」
と
し
て

以
下
説
明
を
加
え
て
い
る。
マ
ク
ベ
ス
夫
婦
が
ダ
ン
カ
ン
王
を
殺
し
た
時
の
滑

稽
な
門
番
と
い
う
比
喩
だ
が、
活
気
で
陽
気
な
は
ず
の
若
い
女
性
で
最
も
美
し

い
そ
の
ひ
と
り
が
寂
光
院
の
墓
場
に
立
つ
。
「
す
る
と
其
愛
ら
し
き
眼、

其
は

な
や
か
な
袖
が
忽
然
と
本
来
の
面
目
を
変
じ
て
醤
条
た
る
周
囲
に
流
れ
込
ん

で、

境
内
寂
霙
の
感
を一
層
深
か
ら
し
め
た。」
と
い
う
の
で
あ
る。
「
趣
味
の

遺
伝」
の
場
合、
八
寺
＞
に
美
し
い
若
い
女
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
り、
逆
に

＾
寺
＞
の
寂
莫
の
感
は
深
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
が、
そ
の
こ
と
自
体
が
浩
さ

ん
と
い
う
日
露
戦
争
戦
死
者
へ
の
深
い
哀
惜
と
な
る
と
い
う
構
造
で
あ
る。
実

は
こ
の
小
野
田
令
嬢
は、
出
征
前
の
浩
さ
ん
が
本
郷
郵
便
局
で
二、
三
分
間、

顔
を
見
た
だ
け
の
女
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
相
愛
だ
っ
た
祖
父
母
の

＾
趣
味
の
遺
伝
＞
に
よ
り、
戦
死
後、
浩
さ
ん
と
結
ば
れ
る
の
で
あ
り、
こ
の

こ
と
が
結
び
に
明
ら
か
な
と
お
り、
死
者
へ
の、
そ
し
て
残
さ
れ
た
母
へ
の
最

大
の
哀
惜
と
な
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
作
品
の
主
題
が
＾
趣
味
の
遺
伝
＞
学
説

に
よ
る
恋
愛
の
神
秘
性
に
あ
る
の
か
日
露
戦
争
戦
死
者
へ
の
哀
惜
に
あ
る
の
か

と
い
う
議
論
は、
A
寺
＞
に
着
目
す
る
と
き、
「
趣
味
の
遺
伝」
は
前
者
の
方
法

レ

ク

イ
ニ

ム

に
よ
る
後
者
の
深
切
き
わ
ま
る
鎮
魂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の

「
坊
っ
ち
ゃ
ん」
の
末
尾
に
八
寺
＞
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

は、
か
つ
て
論
及
し
た
し、
そ
の
後
も
多
く
の
言
及
が
行
わ
れ
て
い
る。

其
後
あ
る
人
の
周
旋
で
街
鉄
の
技
手
に
な
っ
た。
月
給
は
二
十
五
円

で、
家
賃
は
六
円
だ。
浩
は
玄
関
付
き
の
家
で
な
く
つ
て
も
至
極
満
足
の

様
子
で
あ
っ
た
が
気
の
毒
な
事
に
今
年
の
二
月
肺
炎
に
罹
つ
て
死
ん
で
仕

舞
っ
た。
死
ぬ
前
日
お
れ
を
呼
ん
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
後
生
だ
か
ら
清
が
死
ん

だ
ら、

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
御
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い。
御
墓
の
な
か
で
坊
っ
ち

ゃ
ん
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
と
云
っ
た。
だ
か
ら
祷
の

墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
あ
る。

「
小
日
向
の
養
源
寺」
は
末
尾
で
唐
突
に
出
て
来
た
の
で
は
な
く、
「
お
や
じ

の
葬
式
の
時
に
小
日
向
の
養
源
寺
の
座
敷
に
か
か
つ
て
た
懸
物
は」
云
々
と
前

に
出
て
い
る。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん」
の
原
稿
に
は、
は
じ
め
「
小
石
川
の
養
源
寺」

と
あ
っ
た
も
の
を、

漱
石
は
「
小
日
向
の
養
源
寺」
に
訂
正
し
た。
江
藤
淳
氏

こ

び

な
た

は、
こ
の
小
日
向
が
夏
目
家
の
菩
提
寺
本
法
寺
の
所
在
地
で
あ
り、
そ
こ
に
は

漱
石
の
生
骨
千
枝
や
艘
登
世
も
葬
ら
れ
て
お
り、
「
清
と
い
う
ば
あ
や
は
漱
石

の
渇
望
が
生
み
出
し
た
幻
影
で
あ
る
と
同
時
に、
日
本
の
文
化
が
そ
の
根
抵
に

ほば

(
5)

秘
め
て
い
る
あ
る
II

批
な
る
も
の
II

の
つ
つ
ま
し
い
顕
現
で
も
あ
る」
と
つ
と

に
指
摘
し
て
い
る。
死
ぬ
前
日
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
枕
元
に
呼
ん
で
「
後
生
だ
か

ら」
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
寺、
つ
ま
り
菩
提
寺
の
養
源
寺
に
埋
め
て
く
れ
と
清
が

頼
む
の
は
異
例
の
こ
と
な
の
で
あ
る。
清
の
懇
願
が
な
け
れ
ば、

清
は
お
そ
ら

＜
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
四
国
に
行
っ
て
い
る
間、
世
話
に
な
っ
た
甥
に
よ
っ
て、「
も

と
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
っ
た」
以
上、
「
瓦
解
の
と
き
に
零
落
し
て、
つ
い
奉

4

(
4)
 

で
あ
る。
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公
迄
す
る
様
に
な
っ
た
」

の
で
あ
る
に
せ
よ、

先
祖
に
か
か
わ
る
然
る
べ
き
寺

に
埋
葬
さ
れ
た
で
あ
ろ
う。

ど
う
見
て
も
幕
臣、

坊
っ

ち
ゃ

ん
の

家
と

同
じ

く、
旗
本
ク
ラ
ス
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
出
自
か
ら
し
て、

清
に
は、
佐
幕
派
武
士

ま

す
ぐ

の
気
骨
が
あ
り、
「
あ
な
た
は
真
つ
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」

と
坊
っ

ち
ゃ

ん
を

評
価
す
る
気
性
を
そ
な
え
て
お
り、

判
官
び
い
き
で
も
あ
っ
て、

並
の
町
人
的

な
奉
公
人
気
質
で
は
な
い
。

そ
の
清
が
臨
終
を
前
に
「
後
生
だ
か
ら
」

と
懇
願

し、

坊
っ

ち
ゃ
ん
も
そ
の
願
い
を
叶
え
て、

下
女
を
菩
提
寺
に
葬
る
の
だ
が、

坊
っ

ち
ゃ
ん
の
家
で
は
下
女
を
主
人
の
菩
提
寺
に
葬
る
こ
と
に
苦
情
は
な
か
っ

た
の
か。

兄
は
四
年
前、

九
州
支
店
に
赴
任
し
た
が、
「
新
橋
の
停
車
場
で
分

れ
た
ぎ
り
兄
に
は
其
後
一

遍
も
逢
は
な
い
」

以
上、

そ
し
て
父
母
も
没
し、

家

屋
敷
も
売
り
払
っ
て
い
る
以
上、

＾
家
＞
は
崩
壊
し
て
お
り、

問
題
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
お
い
て
＾
寺
＞
が
末
尾
に
あ
ら
わ
れ、

問
題
と
な
る
の

は、

下
女
が
主
人
の
菩
提
寺
に

葬
ら
れ、
「
御
墓
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
来

る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
」

と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。

清
は
た

し
か
に
下
女
な
の
だ
が、
「
小
日
向
の
養
源
寺
」

に
眠
っ
て
い
る
の
は、
「
死
に

よ
っ
て
永
遠
に
へ
だ
て
ら
れ
つ
つ
も、

ひ
た
す
ら
待
ち
つ
づ
け
る
切
実
な
女
性

存
在
」

と
か
つ
て
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

前
作
「
趣
味
の
遺
伝
」

で
は、

男
は

墓
の
中
に
あ
り、

女
性
が
詣
で
る
の
だ
が、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

で
は
逆
に
な
っ

て
い
る
。

寂
光
院
の
河
上
家
代
々
之
墓
は、
「
何
で
も
浩
さ
ん
の
御
父
さ
ん
が

ほ

い
這
入
り、

御
爺
さ
ん
も
這
入
り、

其
又
御
爺
さ
ん
も
這
入
っ
た
と
あ
る
か
ら
」、

現
実
の
小
日
向
の
本
法
寺
の
夏
目
家
の
墓
と
同
じ
く、
一

基
が
立
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
類
推
し
て
坊
っ

ち
ゃ

ん
の

菩
提
寺
の
墓
も
一

基
の
み

で、

広
い
墓
域
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と

考
え
、
「
御
墓
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
」

と
あ
る
の
を、

相
愛
の
夫
婦
・

男
女
の
偕
老
同
穴
願
望
と
私
は
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ

今
回、

読
み
な
お
し
て
考
え
た
の
は、
「
是
で
も
元
は
旗
本
だ
。
」

と
言
う
坊

っ

ち
ゃ
ん
の
場
合、
「
趣
味
の
遺
伝
」

の
＾
寺
＞
の
場
面
に
書
き
と
め

ら
れ
て

も
い
る
よ
う
な
墓
域
を
持
つ
墓
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
右
手
の
方
に
柵
を
控
へ
た
の
に
は
梅
花
院
殿
痔
鶴
大
居
士
と
あ
る
か
ら
大
方

大
名
か
旗
本
の
墓
だ
ら
う。
」

と
あ
る
。

名
主
と
は
言
え
町
人
だ
か
ら、

夏
目

家
の
墓
は
墓
域
も
な
く、
一

基
の
み
立
っ
て
い
る
の
だ
が、

旗
本
の
坊
っ

ち
ゃ

ん
の
家
は
柵
を
め
ぐ
ら
し
た
墓
域
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、

清
は
そ

の
一

隅
に
葬
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し、

一

方
で
は
「
大
方
の
檀
家
は
寺
僧
の
懇
請
で、

余
り
広
く
も
な
い
墓
地
の
空
所

を
狭
め
ず
に、

先
祖
代
々
の
墓
の
中
に
新
仏
を
祭
り
込
む
か
ら
で

あ
ら
う
。
」

と
い
う
一

節
も
あ
る
。

三
好
行
雄
氏
は
「
前
後
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
か
ら
い
え

ば、

坊
っ

ち
ゃ
ん
の
や
が
て
入
る
べ
き
墓
穴
で、

清
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
は
あ
る
ま
い
。

封
建
時
代
の
主
従
関
係
で
は、

主
君
の
菩
提
寺
に
葬
ら
れ
る

の
は、

殉
死
者
へ
の
栄
誉
で
も
あ
る
。

ま
た、

大
石
内
蔵
助
の
墓
は
泉
岳
寺
に

(
7)
 

あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

説
得
的
な
意
見
で
は

あ
る
が、

清
は
殉
死
者
で
は

な
く、

あ
く
ま
で
下
女
と
し
て、

主
人
に
先
立
ち、

肺
炎
で
死
亡
し
た
者
で
あ

る
。
「
理
想
化
さ
れ
た
＾
封
建
的
時
代
の
主
従
＞
の
枠
を
踏
み
だ
し
て
は
い
な

い
」
（
三
好
）

と
読
む
に
は、

下
女
の
懇
願
で
主
人
の
菩
提
寺
に
葬
る
と
い

う

点
が
や
は
り
異
例
で
あ
ろ
う。

忠
誠
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
底
に
あ
る
も
う

―

つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
は、

殉
死
に
な
ぞ
ら
う
べ
き
忠
誠
で
は
け
っ
し
て
説

き
明
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
が、

そ
れ
を
た
と
え
＾
母
＞
の
愛
と
み
な
そ

う
と
も、

さ
ら
に
そ
の
奥
底
に
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

坊
っ

ち
ゃ
ん
の
妻
た
る
べ
き
存
在
を
想
起
さ
せ
な
い
「
東
京
で
清
と
う
ち
を
持

つ
ん
だ
」

と
い
う
意
識、
「
清
は
玄
関
付
き
の
家
で
な
く
つ

て
も
至
極
満
足
の

- 6 -
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様
子
で
あ
っ
た
」

と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
の
み、
一

基
の
墓
の
中
で
あ
れ、

墓

域
の
中
で
あ
れ、
「
御
墓
の
な
か
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ

て
居
り
ま
す」

と
い
う
こ
と
ば
が
存
在
し
得
た
の
で
あ
る。
＾
家
＞
は
崩
壊
し、

＾
家
庭
＞
も
作
る
こ
と
が
出
来
な
い
宙
吊
り
の
孤
絶
の
な
か
に、

坊
っ
ち
ゃ
ん

(

8

)
 

を
位
置
づ
け
て
み
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り、
「
趣
味
の
遺
伝」

と
は
男
女
が

逆
で
あ
る
に
せ
よ、

両
者
同
じ
く
「
死
に
よ
っ
て
永
遠
に
へ
だ
て
ら
れ
つ
つ

も、

ひ
た
す
ら
待
ち
つ
づ
け
る
切
実
な
女
性
存
在」
を
見
る
ゆ
え
ん
で
あ
る。

那
古
井
の
宿
で
翌
朝、

画
家
は
左
側
の
窓
か
ら
寺
ら
し
い
も
の
を
見
出
す。

「
藪
か
ら
上
は、

松
の
多
い
山
で、

赤
い
幹
の
間
か
ら
石
塔
が
五
六
段
手
に
取

お

て
ら

る
様
に
見
え
る。

大
方
御
寺
だ
ら
う」。
（
四）

と
あ
る。

食
事
を
持
っ
て
来
た

女
中
に
こ
の
家
の
若
い
女
性
の
こ
と
を
尋
ね
る。
「
若
い
奥
さ
ん
は
毎
日
何
を

し
て
居
る
か
い
」

と
い
う
問
い
に、

針
仕
事、

三
味
線
の
次
に
「
御
寺
へ
行
き

ま
す」
「
大
徹
様
の
所
へ
行
き
ま
す」

と
い
う
答
が
返
っ
て
く
る。

こ
の
那
美

さ
ん
と
出
会
っ
た
あ
と、

髪
結
床
で
観
海
寺
の
納
所
坊
主
泰
安
が
那
美
の
た
め

に
失
踪
し
た
と
い
う
話
を
聞
く
が、

そ
こ
へ
了
念
と
い
う
小
坊
主
が
や
っ
て
く

る。
「
狂
印
は
来
ん
が、

志
保
田
の
娘
さ
ん
な
ら
来
る」
「
い
く
ら、

和
尚
さ
ん

な
ほ

せ
ん

だ
ん
な

た
、

の
御
祈
疇
で
も
あ
れ
許
り
や、

癒
る
め
え。

全
く
先
の
旦
那
が
崇
つ
て
る

ん
だ
」

「
あ
の
娘
さ
ん
は
え
ら
い
女
だ。

老
師
が
よ
う
褒
め
て
居
ら
れ
る」

「
石
段
を
あ
が
る
と、

何
で
も
逆
様
だ
か
ら
叶
は
ね
え。

和
尚
さ
ん
が、

何
て
云
っ
た
つ
て、

気
狂
は
気
狂
だ
ら
う。
ー
ーー
さ
あ
剃
れ
た
よ。

早
く

き

行
っ
て
和
尚
さ
ん
に
叱
ら
れ
て
来
ね
え
」

5

（「
草
枕」
五）

落
語
で
も
聞
い
て
い
る
よ
う
な
軽
妙
な
対
話
だ
が、

＾
寺
＞
が
し
だ
い
に
姿

を
あ
ら
わ
し
て
行
く
過
程
は
周
到
で
あ
る。
「
石
段
を
あ
が
る
と、

何
で
も
逆

様」

と
い
う
の
が
＾
寺
＞
で
あ
り、

観
海
寺
の
大
徹
和
尚
の
も
と
に
通
い、

褒

め
ら
れ
て
い
る
那
美
さ
ん
は、

石
段
の
下
の
日
常
世
界
で
は
「
気
狂」
な
の
で

あ
る。
つ
い
で
大
徹
和
尚
が
若
い
男
と
と
も
に
宿
の
老
人
の
部
屋
に
や
っ
て
く

る。
「
観
海
寺
と
云
ふ
と、

わ
し
の
居
る
所
ぢ
や。

い
A
所
ぢ
や、

海
を
一

目

み

お
る

こ

4

に
見
下
し
て
の
…
…
ま
あ
逗
留
中
に
一

寸
来
て
御
覧、

な
に、

此
所
か
ら
つ
い

五
六
丁
よ。

あ
の
廊
下
か
ら、

そ
ら、

寺
の
石
段
が
見
え
る
ぢ
や
ら
う
が」

（
八）

と
＾
寺
＞
は
和
尚
に
よ
っ
て
描
か
れ
る。

茶
碗、

菓
子
鉢、

端
漢
等
が

鑑
賞
さ
れ
る
が、

若
い
男
は
召
集
を
受
け
て
大
陸
へ
出
征
す
る
こ
と
が
わ
か

る。

老
人
は
当
人
に
代
つ
て、

満
州
の
野
に
日
な
ら
ず
出
征
す
べ
き
此
青
年

の
運
命
を
余
に
語
げ
た。

此
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里
に、

暗
く
は

い

で

ゆ

ま
ち
が
い

鳥、

落
つ
る
は
花、

湧
く
は
温
泉
の
み
と
思
ひ
詰
め
て
居
た
の
は
間
違
で

あ
る。

現
実
世
界
は
山
を
越
え、

海
を
越
歪
て、

平
家
の
後
裔
の
み
住
み

せ
ま

さ
く
ほ
く

古
る
し
た
る
孤
村
に
迄
逼
る。

朔
北
の
畷
野
を
染
む
る
血
潮
の
何
万
分
の

ど
う
み
や
く

ほ
と
ば
し

一
か
は、

此
青
年
の
動
詠
か
ら

近
る
時
が
来
る
か
も
知
れ
な
い。

此
青

年
の
腰
に
吊
る
長
き
剣
の
先
か
ら
姻
り
と
な
っ
て
吹
く
か
も
知
れ
な
い。

而
し
て
其
青
年
は、

夢
み
る
事
よ
り
外
に、

何
等
の
価
値
を、

人
生
に
認

め
得
ざ
る
一

画
工
の
隣
り
に
坐
つ
て
居
る。

こ
の
久一

青
年
が、
「
趣
味
の
遺
伝」
の
浩一

青
年
の
道
を
た
ど
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る。
「
草
枕」

は
あ
え
て
日
露
戦
争
の
さ
な
か

に
時
期
を
設
定
し、
「
夢
の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里」
や、

夢
み
る
事
よ
り
外

ほ

「
い
や
も
う
少
し
遊
ん
で
行
っ
て
賞
め
ら
れ
や
う」
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に、
何
等
の
価
値
を、
人
生
に
認
め
得
ざ
る」
人
間
と、
ま
さ
に
隣
り
合
わ
せ

に、
血
潮
ほ
と
ば
し
る
現
実
世
界
を
対
置
せ
し
め
た
の
で
あ
る。
こ
れ
は
ほ
と

ん
ど、
従
来
の
支
配
的
な
「
草
枕」
観

l
非
人
情
に
よ
る
現
実
超
越、
「
夢

の
様
な
詩
の
様
な
春
の
里」
憧
憬
と
い
う
見
方
に
対
す
る
強
い
批
判
と
も
読
め

る
も
の
で
あ
る。

こ
こ
で、
つ
い
に
「
余」
が
出
向
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
＾
寺
＞
は
い
か
な

る
意
味
を
示
す
だ
ろ
う
か。
＾
寺
＞
が
は
じ
め
か
ら
登
場
し、
し
か
も
＾
寺
＞

へ
は
到
り
つ
け
な
か
っ
た
「

二
百
十
日
」
と
は
反
対
に、
「
草
枕」
で
は、

＾
寺
＞
は
徐
々
に
姿
を
見
せ
て
行
き、
や
が
て
＾
寺
＞
の
中
へ
と
導
く
の
で
あ

る。
＾
寺
＞
で
の
「
余」
と
和
尚
の
対
話
で、
際
立
っ
て
い
る
の
は
「

余」
の

ほ
と
ん
ど
い
ら
立
ち
に
近
い
屁
勘
定
発
言
で
あ
る。
和
尚
は
先
代
に、
人
間
は

日
本
橋
の
真
中
に
臓
腑
を
さ
ら
け
出
し
て
も
は
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
修
業
を
積
ん
だ
と
は
言
わ
れ
ぬ、
と
言
わ
れ
た
と
語
り、
あ
な
た
も
そ
れ

ま
で
修
行
を
し
た
ら
旅
な
ど
は
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
る
と
語
る。

「
画
工
に
な
り
済
ま
せ
ば、
い
つ
で
も
さ
う
な
れ
ま
す」

「
そ
れ
ぢ
や
画
工
に
な
り
済
し
た
ら
よ
か
ろ」

「
屁
の
勘
定
を
さ
れ
ち
や、
な
り
切
れ
ま
せ
ん
よ」

を

「

ハ
A
A
A。
そ
れ
御
覧。
あ
の、
あ
な
た
の
泊
つ
て
居
る、
志
保
田
の

御
那
美
さ
ん
も、

嫁
に
入
っ
て
帰
つ
て
き
て
か
ら、
ど
う
も
色
々
な
事
が

気
に
な
つ
て
な
ら
ん、
な
ら
ん
と
云
ふ
て
仕
舞
に
と
う
／
＼、
わ
し
の
所

ヘ
法
を
問
ひ
に
来
た
ぢ
や
て、

所
が
近
頃
は
大
分
出
来
て
き
て、
そ
ら、

御
覧。
あ
の
様
な
訳
の
わ
か
っ
た
女
に
な
っ
た
ぢ
や
て」

実
際
に
は
那
美
さ
ん
は、
次
節
の
前
夫
に
財
布
を
渡
す
場
面
を
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に、
ま
だ
「
訳
の
わ
か
っ
た
女」
と
な
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が、
画
工

の
屁
勘
定
ア
レ
ル
ギ
ー
も
「
色
々
な
事
が
気
に
な
っ
て
な
ら
ん」
か
ら
で
あ

り、
現
実
世
界
か
ら
絶
え
ざ
る
圧
迫
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る。
大
徹
和
尚
は

お
そ
ら
く
那
美
さ
ん
を、
「
訳
の
わ
か
っ
た
女
に
な
っ
た」
と
真
実
思
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う。
「
鳩
程
可
愛
い
も
の
は
な
い、
わ
し
が、

手
を
た
A
く
と、
み

な
飛
ん
で
く
る。
呼
ん
で
見
よ
か」
と
た
た
い
て
み
て
も
鳩
は一
羽
も
下
り
な

い。
「
和
尚
は
鳩
の
眼
が
夜
で
も
見
え
る
と
思
ふ
て
居
る
ら
し
い。
気
楽
な
も

の
だ。」
と
あ
る
の
は、
和
尚
ほ
ど
に
は
超
越
で
き
ぬ
自
己
認
識
が
画
工
に
あ

る
か
ら
で、
和
尚
に
は、
出
征
し
よ
う
と
す
る
久一
に
あ
ち
ら
で
端
浚
の
硯
を

「
買
ふ
て
来
て
御
呉
れ
か
な」
と
頼
む
よ
う
な
「
気
楽」
さ
が
あ
っ
た。
「
石
段

を
あ
が
る
と、
な
ん
で
も
逆
様」
で
あ
り、
登
っ
て
行
く
と
二
段
目
に
詩
が
作

り
た
く
な
り、
句
に
な
る
と
思
っ
て
ま
た
登
っ
て
行
く
画
工
で
は
あ
っ
た
が、

「
草
枕」
の
＾
寺
＞
は
憧
憬
の
対
象
で
は
あ
っ
て
も
無
力
な
の
で
あ
る。

出
征
す
る
久一
を
送
っ
て一
行
は
川
舟
に
乗
り、

吉
田
の
停
車
場
に
向
う。

い
よ
／
＼

石
段
の
上
の
＾
寺
＞
と
は
反
極
の
「
愈
現
実
世
界
へ
引
き
ず
り
出
さ
れ
た」

の
で
あ
る。
「
車
輪
が一
っ
廻
れ
ば
久一
さ
ん
は
既
に
吾
等
が
世
の
人
で
は
な

い。
遠
い、
遠
い
世
界
へ
行
っ
て
仕
舞
ふ。
其
世
界
で
は
姻
硝
の
臭
ひ
の
中

で、
人
が
働
い
て
居
る。
さ
う
し
て
赤
い
も
の
に
滑
つ
て、
無
暗
に
転
ぶ。
空

で
は
大
き
な
音
が
ど
ゞ
ん
／
＼
と
云
ふ。」
の
は
簡
潔
で
あ
る
が、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て、
実
は
「
趣
味
の
遺
伝」
の
浩
さ
ん
に
吐
露
し
た
の
と
同
様
の
深
い

お

い

哀
惜
を
表
現
し
得
て
い
る。
「

死
ん
で
御
出
で」
と
あ
え
て
言
う
那
美
さ
ん
の

こ
と
ば
ど
お
り、
久一
は
戦
死
し、
あ
の
＾
寺
＞
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か。
墓
に
参
る
べ
き
女
性
も
ふ
く
め
て
作
品
は
何
も
語
っ
て
い
な
い。

最
後
の
三
等
列
車
か
ら
満
州
へ
行
く
と
い
う
前
夫
の
顔
を
見
た
那
美
さ
ん
の
茫

然
た
る
顔
に
不
思
議
に
も
今
迄
か
つ
て
見
た
事
の
な
い
「
憐
れ」
が一
面
に
浮

い
た
と
き、「
余
が
胸
中
の
画
面
は
此
咄
磋
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る」
が、
こ

こ
に
も
も
う
ひ
と
つ
の
生
死
の
わ
か
れ
が
あ
っ
た。
戦
場
と
い
う
最
も
＾
死
＞
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6

に
近
い
苛
酷
な
現
実
世
界
と
超
越
的
な
＾
寺
＞
の
世
界
の
は
ざ
ま
で、

A
憐

れ
＞
を
浮
か
べ
た
人
間、
A
憐
れ
＞
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
人
間
が
は
じ

め
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る。

「
野
分」
は
明
治
三
十
九
年
十
二
月
三
十一
日
に
書
き
上
げ
ら
れ、

翌
年一

月
発
表
さ
れ
た。

白
井
道
也
が
訪
問
筆
記
か
ら
夕
方
帰
っ
て
行
く。
「
薬
王
寺

ひ
さ
し

ゅ

ぎ

き

前
に
来
た
の
は、

帽
子
の
庇
の
下
か
ら
往
来
の
人
の
顔
が
し
か
と
見
分
け
の
つ

か
ぬ
頃
で
あ
る。

三
十
三
所
と
彫
つ
て
あ
る
石
標
を
右
に
見
て、

紺
屋
の
横
町

を
半
丁
程
西
へ
這
入
る
と
わ
が
家
の
門
口
へ
出
る、

家
の
な
か
は
暗
い
。」

（
三）
と
あ
る。
こ
の
＾
寺
＞
は
た
ん
な
る
地
名
表
示
で
は
な
く、

坂
東
三
十―――

か
所
巡
り
の
一
寺
で
あ
る
薬
王
寺
の
イ
メ
ー
ジ
と
家
の
な
か
の
暗
さ
と
が
結
び

つ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る。

友
人
中
野
輝一
か
ら
療
養
費
百
円
を
借
り

た
高
柳
周
作
は、

師
走
の
黄
昏
の
神
楽
坂
を
登
っ
て
行
く。さ

び

し
や
も
ん

毘
沙
門
の
提
灯
は
年
内
に
張
り
易
へ
ぬ
積
か、

色
が
褪
め
て
暗
い
な
か
で

揺
れ
て
ゐ
る。

門
前
の
屋
台
で
臓
人
が
手
拭
を
翌
叡
ご
と
つ
て、

し
き
り

さ
ん
ま

に
寿
司
を
握
つ
て
ゐ
る。

露
店
の
三
馬
は
光
る
程
に
色
が
寒
い。

黒
足
袋

ふ
と
こ
ろ
で

を
往
来
へ
並
べ
て、

頬
被
り
に
懐
手
を
し
た
の
が
あ
る。

あ
れ
で
足
袋
は

売
れ
る
か
し
ら
ん。

今
川
焼
は一
銭
に
三
つ
で
婆
さ
ん
の
自
製
に
か
A

る。

六
銭
五
厘
の
万
年
筆
は
安
過
ぎ
る
と
思
ふ。

（
「
野
分」
十
二
）

毘
沙
門
天、
つ
ま
り
善
国
寺
の
＾
寺
＞
の
イ
メ
ー
ジ
は
暗
く
黒
く、

貧
し
い

人
た
ち
を
映
し
出
し
て
い
る
が、

父
は
行
方
不
明、

砥
は
田
舎
に、

自
身
は
肺

を
病
む
高
柳
の
眼
に
映
る
こ
の
＾
寺
＞
は、

さ
き
の
道
也
の
近
く
の
八
寺
＞
と

遁
つ
も
の
で
あ
る。
ほ
と
ん
ど
漱
石
の
肉
声
に
近
い
道
也
の
厭
世
的
主
張
の
発

す
る
基
盤
を
う
か
が
わ
せ
る。

高
柳
は
こ
の
百
円
を
か
つ
て
の
師
道
也
の
『
人

格
論』
出
版
の
た
め
に
差
し
出
し
て
し
ま
う。

高
柳
の
死
は
必
至
で
あ
ろ
う。

＾
寺
＞
は
そ
こ
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る。

「
僕
は一
面
に
於
て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
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
見
た
い。」
（
明
39.
10
.
26
鈴
木
三
重
吉
宛）
と
い
う
の
は、

た
し
か
に
「
草
枕」
か
ら
「
野
分」
へ
の
道
を
語
っ
て
い
る
が、
「
野
分」
に

お
い
て
は
＾
寺
＞
も
「
草
枕」
の
ご
と
く
意
識
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ

う。

し
か
し、
「
二
百
十
日
」
で
＾
寺
＞
の
「
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物」
を
思

い
お
こ
し
た
漱
石
は、

文
明
社
会
と
い
う
「
血
を
見
ぬ
修
羅
場
は
砲
声
剣
光
の

修
羅
場
よ
り
も、

よ
り
深
刻
に、

よ
り
悲
惨
で
あ
る。」
と
斃
れ
る
覚
悟
を
道

也
に
語
ら
せ
た。

日
露
戦
争
体
験
を
「
趣
味
の
遺
伝」
に
お
け
る
戦
死
者
へ
の

哀
惜
の
形
で
吐
露
す
る
の
で
は
な
く、

明
治
三
十
九
年
末
に
は、
「
砲
声
剣
光

の
修
羅
場」
を
記
憶
し
つ
つ
も、

す
で
に
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
悲
惨
な
戦
後
の

「
血
を
見
ぬ
修
羅
場」
に
漱
石
は
赴
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る。
「
趣
味
の

遺
伝」
の
＾
愛
＞
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
＾
愛
＞
も
も
は
や
＾
寺
＞
に
お
い
て

さ
え
「
成
立」
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う。
「
二
百
十
日
」
の
＾
寺
＞
に
「
悲

し
く
て
冷
た
い
或
物」
を
思
い
起
こ
し
た
漱
石
は、

そ
れ
を
さ
ら
に
＾
死
＞
と

し
て
観
念
化
し、

い
わ
ば
＾
死
＞
を
切
り
札
と
し
て
朝
日
入
社
第一
作
の
「
虞

美
人
草」
に
お
い
て
文
明
批
判
と
し
て
の
戦
後
批
判
を
開
始
す
る
の
で
あ
る。

そ
こ
で
も
＾
寺
＞
は
消
え
去
っ
て
は
い
な
い
が、

日
露
戦
後
第一
年
の
明
治
三

十
九
年
に
描
か
れ
た
＾
寺
＞
を
持
つ
作
品
群
の
検
討
は、

朝
日
入
社
以
後
の
作

品
・
作
家
を
考
え
る
上
で
も、

視
点
・
方
法
の
問
題
を
ふ
く
め
て、

何
ら
か
の

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る。

(

1
)

「『
二
百
十
日』
『
野
分』」
（
昭
51
.
10
『
漱
石
序
説』
塙
書
房）。

(

2
)

三
好
行
雄
発
言・
対
談
「
漱
石
の
帰
結」
（
昭
61
.
3
「
国
文
学」）。
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(

3

)

福
岡

徹
『
軍
神
乃
木
希
典
の
生
涯
』
（
昭
45
.
6
文
芸
春
秋）。

(

4
)

最
近、

山
崎
甲
一

氏
は
「
写
す
わ
れ
と
写
さ
る
る
彼
ー
『
趣
味
の
遺
伝
』

の
こ

と
ー」
（
昭
61
.
3
「
鶴
見
大
学
紀
要」）

に
お
い
て、

両
者
を
し
り
ぞ
け、
「
余
」

を
通
し
て
「
学
者
」

で
あ
る
こ
と
の
自
己
の
問
題
を
追
求
し
た
も
の
と
論
じ
て
い

る。

(
5
)

「
名
著
再
発
見
夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
」（
昭
45
.
6
.
5
「
読
売
新
聞
」）。

(

6

)

「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

試
論
ー
小
日
向
の
養
源
寺
ー」
（
前
掲
書）。

(

7
)

『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
5
夏
目
漱
石
』
（
昭
59
.
3
角
川
書
店）。

(

8

)

『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
下
巻
』
（
昭
60
.
7
有
精
堂）

第
五
部
第
一

章。

＾
付
記
＞

本
稿
は
昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
五
日、

東
方
学
会
第
二
十
八
回
日
本
研

究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
報
告
し
た
も
の
を、

今
回
は
じ
め
て
文
章
化
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
付
記
す
る。

（
本
学
文
芸
・

言
語
学
系
教
授
）
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