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Ⅰ

序
言

こ
こ
で
は
、
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
―
一
九
一
六
年
）
の
晩
年
の
作
品
『
こ
こ
ろ
』（
一

九
一
四
年
）
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
そ
の
中
心
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
嫉
妬
の
問
題
を
哲
学
的

に
分
析
し
よ
う
と
思
う
。

夏
目
漱
石
は
、
近
代
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
作
家
の
中
で
も
最
重
要
と
評
さ

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
夏
目
漱
石
の
作
品
の
中
で
も
『
こ
こ
ろ
』
は
最
も
よ
く
読
ま
れ
て

い
る
ら
し
い
。
高
校
の
国
語
の
教
科
書
に
も
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
そ
の
一
部
は
収
録
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
海
外
に
も
多
く
の
翻
訳
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
Ｅ
。
マ
ッ
ク
レ
ラ

ン
に
よ
る
英
訳K

okoro

は
多
く
の
版
を
重
ね
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
以
下
の
論
文
を
書
い
た
。

「
ジ
ェ
ラ
シ
ー
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
２－

３４
、
一
九
八
三
年
。

そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
応
用
す
る
と
、
こ
の
た
び
の
試
み
か
ら
は
い
さ
さ
か
の
成
果
が

得
ら
れ
る
。

「
嫉
妬
と
は
何
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
作
品
は
日
本
人
、
な
ら
び
に
日
本

文
学
を
愛
好
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
最
適
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
期
待
さ

れ
る
。

要

旨

夏
目
漱
石
は
、
我
が
国
に
お
け
る
も
っ
と
も
偉
大
な
作
家
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
こ
と
に
、
彼
の
代
表
作
『
こ
こ
ろ
』
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
高
等
学
校
の
「
国
語
」
の
教
科
書
に
、
部

分
的
に
せ
よ
、
載
せ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。

私
は
、
私
の
か
つ
て
の
論
文
「
ジ
ェ
ラ
シ
ー
」
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
二
―
三
四
、
一
九
八
三
年
に
も
と
づ
い
て
、
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
嫉
妬
の
構
造
を
分
析
し
よ
う
と
思
う
。

私
の
論
考
は
次
の
よ
う
に
進
む
。

１

プ
ロ
ロ
ー
グ

２

「
先
生
」
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

３

Ｋ
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

４

「
先
生
」
は
本
当
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

キ
ー
ワ
ー
ド：

愛
、
嫉
妬
、
自
殺

夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
嫉
妬
の
構
造

荒

井

洋

一

（
哲
学
倫
理
学
分
野
）
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夏
目
漱
石
に
は
深
い
思
想
性
も
備
わ
っ
て
お
り
、
論
理
的
、
哲
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
が

十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
諸
外
国
後
に
翻
訳
す
る
こ
と
も
容
易
と
聞
く
。

彼
に
は
、
信
じ
る
働
き
の
意
味
に
つ
い
て
、
ま
た
「
真
の
愛
」
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
が

あ
る
。

け
れ
ど
も
、
他
方
、『
こ
こ
ろ
』
の
中
心
問
題
と
し
て
、
Ｋ
の
自
殺
が
描
か
れ
て
お
り
、

そ
の
、
い
わ
ば
道
徳
的
・
道
義
的
な
責
任
の
帰
結
と
し
て
、「
先
生
」
の
自
殺
も
ま
た
用
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
Ｋ
の
自
殺
と
、「
先
生
」
の
自
殺
と
は
、
嫉
妬
の
構
造
か
ら
は
論
理
的
に
正

し
く
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
、
以
下
の
論
考
に
お
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

主
な
登
場
人
物
は
、「
先
生
」（
四
十
歳
く
ら
い
）、「
私
」（
二
十
歳
く
ら
い
）、「
先
生
」

の
妻
の
「
静
」（
三
十
歳
く
ら
い
）、「
静
」
の
母
親
の
「
奥
さ
ん
」（
軍
人
で
あ
る
夫
を
な

く
し
た
未
亡
人
）、
そ
し
て
「
先
生
」
の
親
友
Ｋ
で
あ
る
。

作
品
は
、
上
巻
「
先
生
と
私
」、
中
巻
「
両
親
と
私
」、
下
巻
「
先
生
と
遺
書
」
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。

Ⅱ

「
先
生
」
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

こ
の
点
は
、
一
見
、
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
応
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

「
先
生
」
は
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
、
Ｋ
の
恋
路
を
妨
害
す
る
た
め
に
、
策
略
を
講
じ
た
結
果
、

は
か
ら
ず
も
、
親
友
で
あ
る
Ｋ
を
、
自
殺
に
ま
で
も
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
自
責
の
念
か
ら
、「
先
生
」
も
ま
た
、
つ
い
に
は
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ひ
と
ま
ず
は
、
こ
の
作
品
の
表
層
を
た
ど
っ
て
み
る
。

初
め
に
「
私
」
の
側
か
ら
語
る
。

「
私
」
は
鎌
倉
で
海
水
浴
を
し
て
い
て
、
「
先
生
」
と
出
会
う
。
何
が
「
私
」
を
し
て
「
先

生
」
に
引
き
付
け
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
脱
衣
所
に
て
「
先
生
」
の
眼
鏡
を
拾
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
「
私
」
に
と
り
「
先

生
」
は
精
神
的
な
父
の
よ
う
な
存
在
に
見
え
た
の
か
。「
私
」
は
た
び
た
び
美
し
い
奥
さ
ん

と
二
人
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
る
「
先
生
」
宅
を
訪
問
す
る
よ
う
に
な
る
。「
先
生
」

は
雑
司
が
谷
の
墓
地
に
―
―
そ
こ
に
は
Ｋ
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
が
後
に
分
か
る
―
―
墓
参
り

に
出
か
け
る
他
は
、
ほ
と
ん
ど
外
出
も
し
な
い
（
上
）。

「
私
」
は
大
学
を
卒
業
し
て
郷
里
に
帰
る
。
長
く
腎
臓
を
患
っ
て
い
た
父
が
病
院
で
危
篤

に
な
る
頃
、
一
度
会
い
た
い
と
い
う
「
先
生
」
か
ら
の
電
報
が
届
く
。
東
京
に
帰
る
に
帰
れ

な
い
で
い
る
う
ち
に
、
今
度
は
分
厚
い
書
留
が
届
く
。
開
い
て
み
る
と
、「
こ
の
手
紙
が
あ

な
た
の
手
に
落
ち
る
こ
ろ
に
は
、
私
は
も
う
こ
の
世
に
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
と
く
に
死
ん

で
い
る
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
。「
私
」
は
母
と
兄
宛
に
簡
単
な
手
紙
を
書
い
て
か
ら
、「
思
い

切
っ
た
い
き
お
い
で
東
京
行
の
汽
車
に
飛
び
乗
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
ご
う
ご
う
鳴
る
三
等

車
の
中
で
、
ま
た
袂
か
ら
先
生
の
手
紙
を
出
し
て
、
よ
う
や
く
は
じ
め
か
ら
し
ま
い
ま
で
目

を
通
し
た
」（
中
一
八
）。

「
ご
う
ご
う
鳴
る
三
等
車
の
中
で
」
の
表
現
は
ま
こ
と
に
効
果
的
で
あ
る
。
親
し
い
友
人

や
親
族
な
ど
の
自
殺
の
報
に
接
し
た
と
き
の
、
私
た
ち
の
心
の
中
で
は
、
い
つ
で
も
、
こ
の

よ
う
な
轟
音
が
響
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
展
開
に
は
少
し
の
違
和
感
も
あ
る
。

そ
れ
は
「
私
」
の
と
っ
た
行
動
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
少
し
だ
け
こ
の
作
品
の
表
層
か
ら
深
層
へ
と
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

「
私
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
、
目
の
前
に
い
る
瀕
死
の
父
よ
り
も
、
す
で
に
も
う
こ

の
世
に
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
「
先
生
」
の
方
を
優
先
す
る
。
そ
れ
は
、
父
の
場
合
は
自
然

死
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、「
先
生
」
の
方
は
自
殺
と
い
う
異
常
死
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
は
そ
の
異
常
死
を
自
然
死
よ
り
も
重
大
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
よ
く
考

え
て
み
る
と
、「
先
生
」
の
死
は
近
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
父
の
死
は
近
未

来
で
あ
る
。
本
当
な
ら
、
も
は
や
手
遅
れ
と
な
っ
た
「
先
生
」
の
近
過
去
の
死
よ
り
も
、

「
私
」
は
近
未
来
の
父
の
死
を
優
先
さ
せ
て
、
そ
の
臨
終
の
場
面
に
立
ち
会
う
べ
き
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

死
は
絶
対
の
、
一
度
限
り
の
出
来
事
で
あ
る
。
身
近
な
人
、
大
切
な
人
が
亡
く
な
る
と
き

に
は
、
人
は
す
べ
て
を
投
げ
う
っ
て
で
も
か
け
つ
け
て
や
り
た
い
と
思
う
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
私
」
の
場
合
、
最
愛
の
父
が
臨
終
の
場
面
を
迎
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
常
々
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尊
敬
す
る
「
先
生
」
か
ら
の
重
大
な
手
紙
に
接
し
た
た
め
と
は
い
え
、
そ
の
場
を
は
ず
し
て

汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
の
は
、
寂
し
い
、
親
不
孝
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

大
切
な
人
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
息
を
引
き
取
る
こ
と
は
大
き
な
幸
せ
で
あ
る
。
大
切
な
人

に
見
守
ら
れ
て
、
人
は
旅
立
つ
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
。「
私
」
は
な
ぜ
、
父
が
最
後
の
闘

病
を
し
て
い
る
病
室
に
留
ま
り
、
そ
の
手
を
あ
た
た
か
く
に
ぎ
り
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
残
さ
れ
た
唯
一
の
遺
族
で
あ
る
静
を
見
舞
う
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
、
静
に
は
大
き
な
衝
撃
を
与
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

次
に
「
先
生
」
の
側
か
ら
語
る
。

一
人
息
子
の
「
先
生
」
は
二
十
歳
に
な
る
前
に
チ
フ
ス
で
両
親
を
亡
く
す
る
。
そ
の
後
、

信
頼
し
て
財
産
の
管
理
を
任
せ
て
い
た
叔
父
が
財
産
を
使
い
込
む
。「
先
生
」
は
人
間
不
信

に
お
ち
い
る
が
、
法
的
に
争
う
こ
と
ま
で
は
せ
ず
に
、
残
さ
れ
た
遺
産
の
整
理
を
別
人
に
託

し
て
か
ら
、
郷
里
の
新
潟
を
去
り
、
東
京
に
出
る
。
東
京
で
は
或
る
母
子
家
庭
の
家
に
下
宿

し
て
大
学
に
通
う
。
そ
こ
に
は
軍
人
の
夫
の
未
亡
人
で
あ
る
気
丈
な
「
奥
さ
ん
」
と
、
そ
の

美
し
い
一
人
娘
の
静
と
が
い
る
。「
先
生
」
は
後
に
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
も
、
職
業
を
持

た
ず
に
、
遺
産
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、
ま
た
、
少
し
だ
け
こ
の
作
品
の
表
層
か
ら
深
層
へ
と
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

彼
女
の
名
前
「
静
」
は
ど
こ
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
乃
木
大
将
の
妻
の
名
は
静
子
で
あ
る
。

「
先
生
」
は
『
こ
こ
ろ
』
の
中
で
、
明
治
の
精
神
は
明
治
天
皇
と
共
に
始
ま
り
、
明
治
天

皇
と
共
に
終
っ
た
（
明
治
天
皇
崩
御
、
明
治
四
五
年
七
月
三
〇
日
）
と
言
い
、
乃
木
大
将
の

殉
死
を
知
っ
て
、
自
分
も
死
ぬ
覚
悟
を
固
め
た
と
言
う
（
下
五
六
）。

乃
木
希
典
（
ま
れ
す
け
）
の
辞
世
の
歌
。

う
つ
し
世
を

神
さ
り
ま
し
し

大
君
の

み
あ
と

し
た
ひ
て

我
は

ゆ
く
な
り

彼
の
自
刃
は
大
葬
の
日
、
九
月
一
三
日
の
午
後
八
時
の
こ
と
と
言
う
。
そ
れ
は
、
明
治
天

皇
の
棺
を
収
め
た
車
が
宮
城
を
出
て
、
青
山
の
葬
儀
場
に
向
か
う
折
、
号
砲
が
鳴
ら
さ
れ
た

時
刻
で
あ
っ
た
。
享
年
六
四
歳
。

他
方
、
彼
の
妻
・
静
子
も
ま
た
辞
世
の
歌
を
残
し
て
い
る
。

出
で
ま
し
て

か
へ
り
ま
す
日
の

な
し
と
聞
く

け
ふ
の

御
幸
（
み
ゆ
き
）
に

逢
ふ
ぞ

悲
し
き

乃
木
希
典
に
は
漢
詩
の
素
養
が
あ
り
、
立
派
な
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
歌
の
方
は
ど
う

で
あ
ろ
う
。

中
西
進
は
乃
木
希
典
と
静
子
の
歌
を
比
較
し
て
、
後
者
の
で
き
ば
え
の
方
が
ま
さ
っ
て
い

る
と
評
す
る
（
『
辞
世
の
こ
と
ば
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）
が
、
私
も
同
感
で
あ
る
。

一
説
に
よ
る
と
、
静
子
の
死
は
無
理
心
中
と
の
推
測
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
中
西
に
よ
る
と
、

こ
の
歌
の
で
き
ば
え
を
見
る
と
、
そ
の
推
測
は
当
た
ら
な
い
。
彼
女
の
享
年
は
五
六
歳
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、「
静
」
の
名
は
「
静
子
」
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
こ
こ
で
、
何
の
脈
絡
も
な
く
、
ふ
と
、
静
御
前
の
歌
を
思
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。

歌
わ
れ
た
場
所
は
、「
私
」
が
「
先
生
」
と
初
め
て
出
会
っ
た
鎌
倉
で
あ
る
。

歌
わ
れ
た
時
は
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
頃
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

七
三
〇
年
ほ
ど
昔
の
、
一
一
八
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
最
高
権
力
者
、
源
頼
朝
に
よ

り
命
じ
ら
れ
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
に
て
、
舞
い
つ
つ
歌
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

し
づ
や

し
づ

し
づ
の

を
だ
ま
き

く
り
返
し

昔
を
今
に

な
す

よ
し
も
が
な

一
体
、
ど
の
よ
う
な
白
拍
子
の
舞
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
歌
の
方
は
、
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
、
悲
し
い
響
き
が
伝
わ
っ
て
く

る
歌
で
あ
る
。

「
し
ず
の
布
を
織
る
お
だ
ま
き
か
ら
糸
が
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
繰
り
出
さ
れ
る
よ
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う
に
、
昔
を
今
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
ど
ん
な
に
か
」。

そ
の
深
い
悲
し
み
が
、
ど
こ
か
し
ら
、
若
い
日
の
漱
石
が
経
験
し
た
愛
の
悲
し
み
に
通
じ

る
よ
う
な
気
が
す
る
。

江
藤
淳
に
よ
る
と
、
漱
石
は
、
か
つ
て
、
兄
嫁
の
登
世
に
恋
を
し
た
と
い
う
。
彼
女
は
若

く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

人
間
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。

「
今
」
か
ら
思
え
ば
、
あ
の
時
こ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
あ
あ
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う

こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も
、「
過
去
」
は
け
っ
し
て
、
思
い
出
以
外
の
形
で
は
、
今
に
帰
っ

て
来
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
が
晩
年
を
迎
え
た
と
き
、「
過
去
に
生
き
る
」
こ
と
は
で
き
る

に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
実
際
に
は
、
た
だ
単
に
、
老
人
が
後
ろ
向
き
に
今
を
生
き
て
い
る
の

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
記
憶
の
博
物
館
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
彼
は
、
け
っ
し
て
、
過
去
に
実
際
に
立
ち
返
っ
て
、
過
去
を
現
在
と
し
て
生
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
記
憶
の
博
物
館
を
い
く
ら
さ
ま
よ
っ
て
み
て
も
、
過
去
に
出
会
っ
た

人
々
は
、
け
っ
し
て
思
い
が
け
な
い
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
な
く
、
過
去
の
行
動
を
、
ま
る

で
映
画
の
よ
う
に
、
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
る
。

Ｋ
は
「
先
生
」
と
同
郷
の
、
新
潟
県
の
出
身
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
次
男
と
し
て

生
ま
れ
た
の
で
、
医
者
の
家
に
養
子
に
出
さ
れ
た
。
学
資
の
援
助
を
受
け
つ
つ
、
東
京
で
医

学
を
学
ぶ
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
が
、
Ｋ
は
も
と
も
と
宗
教
や
哲
学
に
関
心
が
深
く
、
東
京

で
、
実
際
に
は
、
医
学
の
勉
強
を
し
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
つ
い
に
、
養
家
に
分
か
り
、
彼

は
大
学
の
一
年
生
の
と
き
に
、
ま
た
も
と
の
実
家
に
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
実
家
で
も
勘
当
同

然
と
な
る
。
そ
こ
で
夜
学
の
教
師
を
し
つ
つ
学
資
を
稼
ご
う
と
す
る
が
、
無
理
が
重
な
り
健

康
を
害
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
気
味
と
な
る
。

Ｋ
の
宗
教
性
と
は
、
他
力
本
願
で
、
肉
食
妻
帯
を
許
容
す
る
浄
土
真
宗
と
は
異
な
る
、
自

力
本
願
の
禁
欲
的
な
傾
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｋ
は
手
首
に
数
珠
を
か
け
、
聖
書
も

読
み
、
自
己
の
鍛
錬
と
精
進
を
第
一
義
と
し
て
い
た
。
夏
休
み
に
、
千
葉
県
を
旅
行
中
に
、

「
先
生
」
に
対
し
て
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
ば
か
だ
」
（
下
三
〇
）
と
語
る
Ｋ
。

後
に
、「
先
生
」
は
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
、
一
計
を
案
じ
、
Ｋ
を
し
て
静
か
ら
手
を
引
か

せ
る
た
め
に
、
上
野
で
、
こ
の
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
Ｋ
自
身
の
言
葉
を
Ｋ
に
投
げ

か
け
る
（
下
四
一
）。「
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
の
が
彼
の

第
一
信
条
」（
下
四
一
）。
恋
は
道
の
妨
げ
に
な
る
（
下
四
一
）。

「
先
生
」
は
、
そ
も
そ
も
は
、
Ｋ
に
同
情
し
、「
お
ぼ
れ
か
か
っ
た
人
を
抱
い
て
、
自
分

の
熱
を
向
こ
う
に
移
し
て
や
る
覚
悟
で
」（
下
二
三
）
Ｋ
を
自
分
の
下
宿
先
に
引
き
取
る
。

「
奥
さ
ん
は
よ
せ
と
言
い
ま
し
た
」（
下
一
八
）。「
私
の
た
め
に
悪
い
か
ら
よ
せ
と
言
い

直
し
ま
す
」（
下
二
三
）。

Ｋ
は
中
学
校
で
も
、
高
等
学
校
で
も
「
先
生
」
よ
り
も
成
績
が
優
秀
だ
っ
た
。「
先
生
」

に
は
「
平
生
か
ら
何
を
し
て
も
Ｋ
に
及
ば
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
」（
下
二
四
）。

或
る
日
の
こ
と
、「
先
生
」
は
神
田
で
の
用
事
を
済
ま
せ
て
、
い
つ
も
よ
り
遅
く
に
帰
宅

す
る
と
、
格
子
戸
を
が
ら
り
と
開
け
た
と
き
に
、
静
の
声
を
聞
く
。
そ
れ
は
Ｋ
の
部
屋
か
ら

聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
す
ぐ
に
格
子
戸
を
閉
め
る
と
、
静
の
声
は
や
む
。「
先
生
」

が
靴
紐
を
解
い
て
い
る
間
、
静
の
声
も
Ｋ
の
声
も
し
な
い
。「
先
生
」
は
変
に
思
う
。
も
し

か
し
た
ら
勘
違
い
か
。
で
も
、
い
つ
も
の
通
り
、
Ｋ
の
部
屋
を
通
り
抜
け
て
、
自
分
の
部
屋

に
行
こ
う
と
し
て
、
ふ
す
ま
を
開
け
る
と
、「
そ
こ
に
二
人
は
ち
ゃ
ん
と
す
わ
っ
て
い
ま
し

た
」。
Ｋ
は
「
今
帰
っ
た
か
」
と
言
う
し
、
静
も
「
お
帰
り
」
と
言
う
。「
私
に
は
気
の
せ
い

か
そ
の
簡
単
な
挨
拶
が
少
し
か
た
い
よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
」。「
奥
さ
ん
は
」
と
尋
ね
る

と
、「
は
た
し
て
留
守
で
し
た
」（
下
二
六
）。

「
今
か
ら
回
顧
す
る
と
、
私
の
Ｋ
に
対
す
る
嫉
妬
は
、
そ
の
時
に
も
う
十
分
に
き
ざ
し
て

い
た
の
で
す
」（
下
二
七
）。

こ
の
あ
た
り
の
心
理
の
描
写
は
ま
こ
と
に
見
事
で
あ
り
、
読
み
返
す
た
び
に
、
そ
の
完
成

度
の
高
さ
に
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。

私
は
か
つ
て
以
下
の
論
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
論
文
の
特
色
の
う
ち
の
一
つ
は

大
変
に
リ
ア
ル
な
ジ
ェ
ラ
シ
ー
の
場
面
設
定
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
上
の
漱
石
の
嫉
妬
の

場
面
の
描
写
は
は
る
か
に
精
彩
に
富
み
、
段
違
い
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

D
anielM

.Farrell:
“Jealousy”,T
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P
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eview

,L
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『
こ
こ
ろ
』
の
他
の
場
面
も
含
め
て
、「
先
生
」
の
心
中
を
推
し
量
る
と
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー

に
特
有
の
、
驚
き
、
不
安
、
恐
れ
、
悲
し
み
、
落
胆
、
空
し
さ
、
怒
り
、
苦
し
み
、
絶
望
、

後
悔
、
疑
惑
、
迷
い
、
劣
等
感
、
不
信
感
、
焦
り
、
憂
鬱
…
…
な
ど
、
実
に
多
く
の
情
念
が

せ
め
ぎ
あ
い
、
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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Ｋ
か
ら
静
へ
の
恋
を
告
白
さ
れ
た
と
き
、「
そ
の
時
の
私
は
恐
ろ
し
さ
の
か
た
ま
り
と
い

い
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
苦
し
さ
の
か
た
ま
り
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
な
に
し
ろ
一
つ
の
か

た
ま
り
で
し
た
。
石
か
鉄
の
よ
う
に
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
が
急
に
堅
く
な
っ
た
の
で
す
。
呼

吸
す
る
弾
力
性
さ
え
失
わ
れ
た
く
ら
い
に
堅
く
な
っ
た
の
で
す
」（
下
三
六
）。

Ⅲ

Ｋ
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

そ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず
は
、
Ｋ
の
生
き
方
を
根
底
か
ら
基
礎
付
け
て
い
る
彼
の
宗
教
観
や
哲

学
か
ら
来
る
も
の
と
見
え
る
。

Ｋ
の
宗
教
観
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
他
力
本
願
で
、
肉
食
妻
帯
を
許
容
す
る
浄
土
真

宗
と
は
異
な
る
、
自
力
本
願
の
禁
欲
的
な
傾
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

後
に
、「
先
生
」
は
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
、
Ｋ
を
し
て
静
か
ら
手
を
引
か
せ
る
た
め
に
、

上
野
で
、
Ｋ
の
言
葉
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
ば
か
だ
」
（
下
三
〇
）
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
て
、
Ｋ
自
身
に
対
し
て
逆
に
語
り
か
け
る
（
下
四
一
）。

も
と
も
と
「
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
の
が
彼
の
第
一
信

条
」（
下
四
一
）。
恋
は
道
の
妨
げ
に
な
る
（
下
四
一
）。
と
こ
ろ
が
Ｋ
は
静
に
恋
を
し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
「
先
生
」
に
打
ち
明
け
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
Ｋ
が
「
先
生
」
を
無
二
の
親
友
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
先
生
」
の
方
は
と

い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
強
い
信
頼
、
深
い
信
頼
を
、
い
わ
ば
逆
手
に
と
っ
て
、
常
日
頃
の
Ｋ

の
信
条
を
Ｋ
に
じ
っ
く
り
と
思
い
起
こ
さ
せ
つ
つ
、
Ｋ
を
し
だ
い
に
自
己
矛
盾
の
境
地
に
追

い
込
む
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
す
ぐ
に
は
、
Ｋ
は
自
殺
な
ど
し
な
い
。

表
面
的
に
は
、
Ｋ
は
「
先
生
」
に
静
を
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
自
殺
し
た
よ
う
に
見
え

る
。け

れ
ど
も
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
Ｋ
は
、
み
ず
か
ら
の
生
き
方
の
第
一
信
条
に
反
し

て
、
い
わ
ば
「
道
な
ら
ぬ
恋
」
を
し
て
い
た
こ
と
に
、「
先
生
」
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と

気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
殺
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
も
し
か
し
た
ら
、
Ｋ
の
自
殺
の
一
因
に
は
、
無
二
の
親
友
と
信
じ
て
い
た

「
先
生
」
に
裏
切
ら
れ
た
と
の
思
い
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

「
先
生
」
が
Ｋ
に
先
駆
け
て
、
奥
さ
ん
に
「
お
嬢
さ
ん
を
私
に
く
だ
さ
い
」
と
申
し
込
ん

だ
こ
と
を
、
五
、
六
日
後
に
、
奥
さ
ん
が
Ｋ
に
話
す
と
、
Ｋ
は
「
変
な
顔
」
を
し
た
（
下
四

五
）。
Ｋ
は
そ
の
知
ら
せ
を
「
最
も
お
ち
つ
い
た
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
た
」。
奥
さ
ん
が
「
あ

な
た
も
喜
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
言
う
と
、「
彼
は
は
じ
め
て
奥
さ
ん
の
顔
を
見
て
微
笑
を
も

ら
し
な
が
ら
、『
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
』
と
言
っ
た
ま
ま
席
を
立
っ
た
」。

こ
の
間
の
や
り
取
り
を
読
み
返
す
と
、
Ｋ
の
自
殺
は
Ｋ
の
無
垢
な
人
間
性
か
ら
来
る
も
の

と
も
見
え
る
。

け
れ
ど
も
、
彼
の
宗
教
観
、
ま
た
は
哲
学
か
ら
は
ど
う
か
。

一
体
、
Ｋ
の
宗
教
観
、
ま
た
は
哲
学
か
ら
は
彼
の
自
殺
は
論
理
的
に
、
ま
た
道
徳
的
に

も
、
正
し
く
導
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｋ
の
自
殺
の
仕
方
は
ま
こ
と
に
凄
惨
な
、
む
ご
た
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
は
た
し
て
「
果
断
」（
下
四
四
）
と
言
っ
て
よ
い
行
為
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
む
し
ろ
「
無
思
慮
」
な
い
し
は
「
暴
挙
」
と
呼
ぶ
べ
き
行
為
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

Ｋ
は
真
夜
中
に
、
自
室
で
、
ナ
イ
フ
で
頚
動
脈
を
切
っ
て
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。

「
私
の
目
は
彼
の
部
屋
の
中
を
一
目
見
る
や
否
や
、
あ
た
か
も
ガ
ラ
ス
で
作
っ
た
義
眼
の

よ
う
に
、
動
く
能
力
を
失
い
ま
し
た
。
私
は
棒
立
ち
に
立
ち
す
く
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
疾
風

の
ご
と
く
私
を
通
過
し
た
あ
と
で
、
私
は
ま
た
あ
あ
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
も
う
取
り

返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
黒
い
光
が
、
私
の
未
来
を
貫
い
て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
た
わ

る
全
生
涯
を
も
の
す
ご
く
照
ら
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
私
は
が
た
が
た
と
ふ
る
え
だ
し
た
の

で
す
」（
下
四
八
）。

漱
石
は
か
つ
て
自
殺
者
を
直
接
に
見
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
日
本
で
も
、
毎
年
、
三
万
人
以
上
も
の
人
が
自
殺
し
て
い
る
ほ
ど
、
日
本
は
、
い
わ

ば
自
殺
大
国
で
あ
る
の
で
、
漱
石
の
生
き
て
い
た
時
代
に
お
い
て
も
、
直
接
・
間
接
に
、
自

殺
者
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

も
し
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
異
様
な
、
非
日
常
の
、
リ
ア
ル
な
言
葉
は
書
け

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
自
殺
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
人
の
語
る
言
葉
で
あ
ろ

う
。き

わ
め
て
鋭
角
的
で
、
ま
が
ま
が
し
く
、
強
烈
な
表
現
に
満
ち
て
い
る
。
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私
は
東
京
学
芸
大
学
に
お
い
て
、
高
校
生
時
代
や
大
学
生
時
代
に
、
友
人
の
自
殺
に
接
し

た
学
生
の
手
記
を
収
集
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
若
々
し
く
は
あ
る
に
せ
よ
、
上
の
漱
石

の
文
章
に
似
た
、
強
烈
な
表
現
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

以
下
に
、
そ
の
文
章
の
一
部
を
示
す
。

「
死
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
の
か
、
自
殺
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か

を
そ
れ
ま
で
私
は
知
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
い
た
が
、
実
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ

た
」。「

ど
う
し
て
そ
の
時
に
気
付
い
て
あ
げ
な
か
っ
た
の
か
…
…
と
い
う
後
悔
は
私
に
一
生
付

き
ま
と
う
だ
ろ
う
。
で
も
今
は
も
う
こ
の
後
悔
と
付
き
合
っ
て
い
く
決
心
が
で
き
て
い

る
」。「

私
は
、
放
課
後
に
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
携
帯
で
緊
急
に
招
集
さ
れ
た
教
室
に
行
く
の

が
い
や
で
し
た
。
と
う
と
う
講
義
棟
に
着
き
、
暗
い
階
段
を
一
段
ず
つ
昇
り
な
が
ら
、
踊
り

場
で
一
回
転
し
た
と
き
、
一
瞬
、
目
が
お
か
し
く
な
る
ほ
ど
の
強
い
夕
日
が
届
い
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
も
の
す
ご
く
ま
ぶ
し
い
光
で
、
目
を
刺
し
貫
い
て
直
接
、
脳
に
ま
で
届
い
て
く

る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
強
い
強
い
夕
日
で
し
た
」。

私
が
Ｋ
の
自
殺
に
お
ぼ
え
る
違
和
感
は
二
点
あ
る
。

第
一
点
は
、
付
随
的
な
、
外
面
的
な
違
和
感
で
あ
る
。

な
ぜ
Ｋ
は
自
室
で
、
頚
動
脈
を
切
る
と
い
う
、
激
烈
な
自
殺
の
方
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
か
。
残
さ
れ
た
人
々
の
受
け
る
衝
撃
や
迷
惑
も
考
え
ず
に
。

血
し
ぶ
き
が
飛
び
散
っ
た
室
内
は
二
度
と
平
静
に
は
使
え
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
奥
さ
ん
や

お
嬢
さ
ん
は
「
先
生
」
と
共
に
引
っ
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

飛
び
降
り
自
殺
も
飛
び
込
み
自
殺
も
、
周
り
の
迷
惑
が
眼
中
に
な
い
と
の
点
で
同
様
で
あ

る
。Ｋ

は
な
ぜ
、
同
じ
自
殺
す
る
に
せ
よ
、
後
に
残
さ
れ
る
人
々
の
心
の
傷
を
和
ら
げ
る
た

め
、
下
宿
先
を
す
み
や
か
に
引
き
払
い
、
連
絡
先
な
ど
は
一
切
告
げ
ず
に
、
ど
こ
か
遠
方
に

旅
立
っ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
つ
つ
、
そ
の
遠
い
旅
先
に
て
、
身
元
不
明
の
旅
人
と
し
て
の
死

を
慎
重
に
計
画
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
の
死
は
、
残
さ
れ
た
人
々
に

一
生
涯
、
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
は
、
も
し
か
し
た
ら
と
彼
の
死
を
時
に
想
像
す
る

こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
想
像
を
結
局
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
、
ど
こ
か
で
元
気

に
暮
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
気
休
め
を
し
な
が
ら
平
穏
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ

う
に
。

で
も
、
そ
れ
で
は
『
こ
こ
ろ
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
壊
れ
て
し
ま
う
の
か
。

Ｋ
は
ご
く
簡
単
な
遺
書
を
残
し
て
い
る
。

「
自
分
は
薄
志
弱
行
で
と
う
て
い
行
先
の
望
み
が
な
い
か
ら
、
自
殺
す
る
」
と
。

そ
の
他
に
は
、
今
ま
で
世
話
に
な
っ
た
「
先
生
」
へ
の
お
礼
と
、
死
後
の
片
付
け
の
依
頼

と
、
国
も
と
へ
の
連
絡
と
、
奥
さ
ん
へ
の
詫
び
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
、「
先
生
」
に
裏
切
ら
れ
、
抜
け
駆
け
を
さ
れ
た
こ
と
へ
の
恨
み

の
言
葉
な
ど
は
一
切
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、「
先
生
」
は
、
い
っ
た
ん
は
、
ほ
っ
と
す

る
。で

も
、
ま
さ
に
、
Ｋ
は
、
「
先
生
」
の
目
の
前
で
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、「
先
生
」
を
暗
に
告
発
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。

か
と
い
っ
て
、
遠
い
旅
先
で
の
首
吊
り
自
殺
や
富
士
山
麓
の
樹
海
入
り
も
含
め
て
、
周
り

に
迷
惑
を
か
け
な
い
、
最
も
理
想
的
な
自
殺
法
な
ど
本
当
に
は
な
い
と
私
は
思
う
。

私
が
考
え
る
Ｋ
の
最
も
望
ま
し
い
行
動
と
は
、
け
っ
し
て
、
遠
い
旅
先
で
、
人
知
れ
ず
自

殺
す
る
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
下
宿
先
を
引
き
払
い
、
一
切
の
連
絡
を
絶
っ
た
上
で
、
別
天

地
で
堂
々
と
、
そ
の
命
が
尽
き
る
ま
で
、
世
の
た
め
人
の
た
め
、
ま
た
自
分
自
身
の
た
め
に

も
、
生
き
ぬ
く
こ
と
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
仏
門
に
入
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
暖

か
い
九
州
で
自
給
自
足
の
生
活
を
試
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

第
二
点
は
本
質
的
な
違
和
感
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
Ｋ
の
宗
教
観
や
哲
学
か
ら
自
殺
は
正
し
く
導
か
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｋ
は
ふ
だ
ん
、
聖
書
に
も
親
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
自
殺
は
大

き
な
罪
と
さ
れ
て
い
る
。

人
間
の
命
は
、
根
本
的
に
は
、
神
か
ら
の
賜
物
な
の
で
、
私
は
他
者
の
命
を
傷
つ
け
て
は

な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
私
自
身
の
命
と
い
え
ど
も
、
け
っ
し
て
、
み
だ
り
に
傷
つ
け
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
自
殺
は
、
命
を
与
え
て
く
だ
さ
る
神
へ
の
大
罪
で
あ
る
と
の
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立
場
か
ら
、
自
殺
者
と
自
殺
者
を
出
し
た
家
族
に
対
し
て
、
過
去
に
は
厳
し
い
対
応
を
し
て

き
た
歴
史
が
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
、
反
省
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

「
こ
の
世
界
の
複
雑
な
現
実
と
、
人
間
の
弱
さ
を
考
え
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
自
殺
し

た
か
た
が
た
の
上
に
、
神
の
あ
わ
れ
み
が
豊
か
に
注
が
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
ま
す
。

…
…
こ
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
…
…
遺
族
の
た
め
に
、
心
を
込
め
て
葬
儀
ミ

サ
や
祈
り
を
行
う
よ
う
、
教
会
共
同
体
に
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」（
日
本
カ

ト
リ
ッ
ク
司
教
団
『
い
の
ち
へ
の
ま
な
ざ
し
』
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
一
年
）
。

そ
れ
で
は
仏
教
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
で
も
、
他
力
本
願
で
あ
れ
、
自
力
本
願
で
あ
れ
、
安
易
な
自
殺
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

Ⅳ

「
先
生
」
は
本
当
は
な
ぜ
自
殺
し
た
の
か

「
先
生
」
に
は
、「
愛
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
は
、
次
の
文
章
か
ら
も
十
分
に
う
か
が
え
る
。

「
私
は
そ
の
人
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
信
仰
に
近
い
愛
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
が
宗

教
だ
け
に
用
い
る
こ
の
言
葉
を
、
若
い
女
に
応
用
す
る
の
を
見
て
、
あ
な
た
は
変
に
思
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
今
で
も
堅
く
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
本
当
の
愛
は
宗
教
心
と
そ
う

違
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
堅
く
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
私
は
お
嬢
さ
ん
の
顔
を

見
る
た
び
に
、
自
分
が
美
し
く
な
る
よ
う
な
心
持
ち
が
し
ま
し
た
。
お
嬢
さ
ん
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
気
高
い
気
分
が
す
ぐ
自
分
に
乗
り
移
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
も
し
愛
と

い
う
不
可
思
議
な
も
の
に
両
端
が
あ
っ
て
、
そ
の
高
い
端
に
は
神
聖
な
感
じ
が
働
い
て
、
低

い
端
に
は
性
欲
が
働
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
私
の
愛
は
た
し
か
に
そ
の
高
い
極
点
を
つ
ら
ま

え
た
も
の
で
す
。
私
は
も
と
よ
り
人
間
と
し
て
肉
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
か
ら
だ
で
し

た
。
け
れ
ど
も
お
嬢
さ
ん
を
見
る
私
の
目
や
、
お
嬢
さ
ん
を
考
え
る
私
の
心
は
、
ま
っ
た
く

肉
の
に
お
い
を
帯
び
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」（
下
一
八
）。

上
の
文
章
は
、
以
下
の
（
１
）
と
（
２
）
と
の
密
接
な
関
係
性
に
触
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１
）「
先
生
」
は
静
を
愛
す
る
。

（
２
）「
先
生
」
は
静
を
信
じ
る
。

も
し
も
「
先
生
」
が
静
を
愛
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
先
生
」
は
必
ず
や
静
を
信
じ
て
い

る
に
違
い
な
い
。

も
し
も
「
先
生
」
が
静
を
深
く
愛
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
先
生
」
は
必
ず
や
静
を
深
く

信
じ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

愛
の
深
さ
と
信
の
深
さ
と
は
厳
密
に
一
致
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
理
想
論
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
愛
に
は
、
現
実
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
限
界
や
紛
れ
が
付
き
ま
と
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
の
信
に
も
、
現
実
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
や
紛
れ
が
付
き
ま
と
う

も
の
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、「
先
生
」
は
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、「
本
当
の
愛
」
と
の
言

葉
を
用
い
て
い
る
。

「
本
当
の
愛
」
と
は
一
切
の
限
界
や
紛
れ
の
入
り
込
む
余
地
の
な
い
純
粋
な
、
徹
底
的

な
、
完
全
な
愛
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
も
し
も
、
可
能
な
ら
、
そ
れ
は
、
必
ず
や
、
私
た
ち
の
信
の
最
高
形
態
で
あ
る

信
仰
と
一
致
し
て
い
る
は
ず
と
漱
石
は
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
本
当
の
愛
」
や
「
真
の
愛
」「
永
遠
の
愛
」
と
の
言
葉
は
西
洋
中
世
で
も
よ
く
使
わ
れ

る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
「
人
へ
の
愛
」
の
形
を
と
る
と
き
に
も
、「
神
へ
の

愛
」「
神
へ
の
信
仰
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
愛
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
の
実
に
透
徹
し
た
理
解
が
あ
る
よ
う
に

見
え
る
「
先
生
」
が
、
な
ぜ
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
、
無
二
の
親
友
で
あ
る
Ｋ
を
裏
切
る
よ
う
な

行
為
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。

私
が
思
う
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
透
徹
し
た
愛
の
理
解
を
持
つ
人
物
な
ら
、
に
ご
っ
た
理
解
を

持
つ
人
物
と
は
異
な
り
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
、
親
友
を
裏
切
る
よ
う
な
愚
行
に
は
及
ば
な
い

も
の
で
あ
る
。

現
に
、「
先
生
」
に
は
次
の
よ
う
な
「
き
わ
め
て
高
尚
な
愛
の
理
論
」
も
あ
る
。

「
は
た
し
て
お
嬢
さ
ん
が
私
よ
り
も
Ｋ
に
心
を
傾
け
で
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
恋
は
口
へ
言

い
出
す
価
値
の
な
い
も
の
と
私
は
決
心
し
て
い
た
の
で
す
。
恥
を
か
か
せ
ら
れ
る
の
が
つ
ら

い
な
ど
と
い
う
の
と
は
少
し
わ
け
が
違
い
ま
す
。
こ
っ
ち
で
い
く
ら
思
っ
て
も
、
向
こ
う
が

内
心
ほ
か
の
人
に
愛
の
眼
を
注
い
で
い
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
ん
な
女
と
い
っ
し
ょ
に
な
る
の

は
い
や
な
の
で
す
」（
下
三
四
）。
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こ
の
よ
う
な
「
高
尚
な
愛
の
理
論
」
か
ら
、
嫉
妬
に
起
因
す
る
裏
切
り
行
為
な
ど
は
生
じ

て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
先
生
」
は
、
こ
こ
で
、
み
ず
か
ら
を
「
き
わ
め
て
高
尚
な
愛
の
理
論
家
」
と
自
称
し
つ

つ
も
、
同
時
に
、「
も
っ
と
も
迂
遠
な
愛
の
実
際
家
」
と
も
自
称
し
て
い
る
か
ら
、
理
論
と

実
践
の
分
裂
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
分
裂
は
、
こ
の
場
合
、
ま
る
で
目
も
く
ら
む
ほ
ど
の
断
崖
絶
壁
の
よ
う

で
あ
る
。

「
先
生
」
が
嫉
妬
に
駆
ら
れ
る
最
初
の
場
面
（
下
二
六
）
に
立
ち
返
っ
て
論
じ
て
み
よ
う
。

「
今
か
ら
回
顧
す
る
と
、
私
の
Ｋ
に
対
す
る
嫉
妬
は
、
そ
の
時
に
も
う
十
分
に
き
ざ
し
て

い
た
の
で
す
」（
下
二
七
）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
こ
こ
ろ
』
の
他
の
場
面
も
含
め
て
、
こ
の
と
き
の
「
先
生
」

の
心
中
を
推
し
量
る
と
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
に
特
有
の
、
驚
き
、
不
安
、
恐
れ
、
悲
し
み
、
落
胆
、

空
し
さ
、
怒
り
、
苦
し
み
、
絶
望
、
後
悔
、
疑
惑
、
迷
い
、
劣
等
感
、
不
信
感
、
焦
り
、
憂

鬱
…
…
な
ど
、
実
に
多
く
の
情
念
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

嫉
妬
と
は
何
か
。

私
た
ち
が
嫉
妬
を
分
析
す
る
と
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
複
雑
な
情
念
で
、
上
に
列
挙
し
た
、

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
嫉
妬
の
名
の
下
に
、

私
た
ち
の
心
の
中
で
は
、
実
に
多
く
の
情
念
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
渦
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
心
を
よ
く
よ
く
の
ぞ
い
て
み
れ
ば
、
実
は
、
そ
の
渦

巻
き
は
二
つ
あ
り
、
二
つ
の
中
心
を
持
つ
二
つ
の
渦
巻
き
が
、
私
た
ち
の
心
の
中
で
激
し
く

ぶ
つ
か
り
あ
い
、
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
、
と
ど
ろ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

か
つ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
ジ
ェ
ラ
シ
ー
の
本
質
を
「
愛
憎
」
と
し
て
と
ら
え
た
。

二
つ
の
渦
巻
の
中
心
と
は
愛
と
憎
し
み
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
愛
憎
に
「
ね
た
み
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
も
し
も
、
愛
さ
れ
る
も
の
が
、
自
分
が
か
つ
て
独
占
し
た
と
同
じ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
以

上
に
緊
密
な
友
愛
の
絆
に
よ
っ
て
、
他
人
と
結
び
つ
く
の
を
人
が
想
像
す
る
な
ら
ば
、
愛
す

る
も
の
自
身
に
対
し
て
は
憎
し
み
を
感
じ
、
他
人
に
対
し
て
は
ね
た
む
だ
ろ
う
」（
ス
ピ
ノ

ザ
『
エ
チ
カ
』
三
・
三
五
）。

「
ね
た
み
と
結
び
つ
い
た
、
愛
す
る
も
の
に
対
す
る
こ
の
憎
し
み
は
ジ
ェ
ラ
シ
ー
と
呼
ば

れ
る
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
ね
た
ま
れ
る
他
人
の
観
念
を
と
も
な
っ
て
、
愛
と
憎
し
み

か
ら
同
時
に
生
じ
る
心
の
動
揺
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
三
・

三
五
、schol.

）。

「
先
生
」
の
愛
憎
と
は
、
静
へ
の
愛
憎
で
あ
り
、「
先
生
」
の
ね
た
み
と
は
Ｋ
へ
の
ね
た

み
で
あ
る
。

愛
と
憎
し
み
と
は
正
反
対
の
情
念
で
あ
る
の
に
、「
先
生
」
の
心
の
中
に
は
、
そ
の
愛
と

憎
し
み
と
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｋ
か
ら
静
へ
の
恋
を
告
白
さ
れ
た
と
き
、「
そ
の
時
の
私
は
恐
ろ
し
さ
の
か
た
ま
り
と
い

い
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
苦
し
さ
の
か
た
ま
り
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
な
に
し
ろ
一
つ
の
か

た
ま
り
で
し
た
。
石
か
鉄
の
よ
う
に
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
が
急
に
堅
く
な
っ
た
の
で
す
。
呼

吸
す
る
弾
力
性
さ
え
失
わ
れ
た
く
ら
い
に
堅
く
な
っ
た
の
で
す
」（
下
三
六
）。

さ
て
、
そ
の
愛
は
、「
先
生
」
の
言
う
「
き
わ
め
て
高
尚
な
愛
の
理
論
」
に
照
ら
せ
ば
、

「
本
当
の
愛
」「
真
の
愛
」
と
い
う
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
私
は
そ
の
人
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
信
仰
に
近
い
愛
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
」
と
言
う

わ
り
に
は
、「
先
生
」
は
、
ず
い
ぶ
ん
、「
真
の
愛
」
や
「
深
い
信
」
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
驚
き
、

不
安
、
恐
れ
、
悲
し
み
、
落
胆
、
空
し
さ
、
怒
り
、
苦
し
み
、
絶
望
、
後
悔
、
疑
惑
、
迷
い
、

劣
等
感
、
不
信
感
、
焦
り
、
憂
鬱
な
ど
に
。

こ
れ
ら
は
、「
真
の
愛
」
や
「
深
い
信
」
の
相
関
者
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
幼
い
愛
」

や
「
浅
い
信
」
の
相
関
者
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

愛
と
憎
し
み
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
不
信
感
な
ど
は
「
深
い
信
」
と
は
、
け
っ

し
て
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
な
ど
は
、
か
な
り
手
厳
し
く
、
こ
う
言
う
く
ら
い
で
あ
る
。

「
そ
の
妻
に
関
し
て
嫉
妬
す
る
男
は
軽
蔑
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
彼
が
彼
女

を
正
し
い
し
か
た
で
愛
し
て
い
な
い
証
拠
だ
か
ら
で
あ
り
、
彼
自
身
と
彼
女
に
つ
い
て
悪
く

思
っ
て
い
る
証
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
彼
女
を
正
し
い
し
か
た
で
愛
し
て
い
な
い
、
と
私

が
言
う
の
は
、
も
し
彼
が
彼
女
に
対
す
る
真
の
愛
（une

vraie
am

our

）
を
持
っ
て
い
た
な

ら
ば
、
彼
女
に
不
信
を
い
だ
く
と
い
う
気
持
ち
に
な
ど
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
彼
が
愛
し
て
い
る
の
は
、
本
当
は
、
彼
女
で
は
な
く
て
、
彼
女
を
独
占
す
る
こ
と
の
う
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ち
に
あ
る
（
と
彼
が
想
像
し
て
い
る
）
幸
福
を
愛
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」

（
デ
カ
ル
ト
『
情
念
論
』
一
六
九
）。

通
常
、
嫉
妬
は
愛
の
証
拠
と
言
わ
れ
る
。

「
先
生
」
も
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
れ
は
余
事
で
す
が
、
こ
う
い
う
嫉
妬
は
愛
の
反
面
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
結

婚
し
て
か
ら
、
こ
の
感
情
が
だ
ん
だ
ん
薄
ら
い
で
ゆ
く
の
を
自
覚
し
ま
し
た
。
そ
の
代
わ
り

愛
情
の
方
も
け
っ
し
て
元
の
よ
う
に
猛
烈
で
は
な
い
の
で
す
」（
下
三
四
）。

け
れ
ど
も
、
デ
カ
ル
ト
が
「
嫉
妬
は
真
の
愛
の
証
拠
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に

十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
当
に
嫉
妬
は
、
常
に
、
愛
の
証
拠
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
も
、
デ
カ
ル
ト
が
正
し
い
と
す
る
と
、
嫉
妬
が
、
結
婚
以
来
、
し
だ
い
に
薄
ら
い
で

い
く
と
し
て
も
、
妻
へ
の
真
の
愛
が
猛
烈
で
な
く
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。或

る
時
、
或
る
所
で
、
三
人
の
若
者
が
出
会
っ
た
。
そ
れ
は
「
先
生
」
と
静
と
Ｋ
と
で
あ

る
。Ｋ

は
「
先
生
」
の
手
引
き
と
援
助
で
、
そ
の
家
に
入
居
し
て
き
た
新
参
者
で
あ
る
。

「
先
生
」
は
、
そ
の
家
で
の
共
同
生
活
を
お
く
る
う
ち
、
し
だ
い
に
静
が
Ｋ
に
、
そ
し
て

ま
た
、
何
と
、
Ｋ
も
静
に
!
傾
斜
し
て
い
く
よ
う
す
を
目
に
す
る
。

そ
し
て
、「
先
生
」
の
、
常
日
頃
、
見
る
と
こ
ろ
、
Ｋ
は
自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
勉
強
も
私
の
倍
ぐ
ら
い
は
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
持
っ
て
生
ま
れ
た
頭
の
質
（
た

ち
）
が
私
よ
り
も
ず
っ
と
よ
か
っ
た
の
で
す
。
…
…
同
じ
級
に
い
る
あ
い
だ
は
、
中
学
で
も

高
等
学
校
で
も
、
Ｋ
の
ほ
う
が
常
に
上
位
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
私
に
は
平
生
か
ら
何
を
し

て
も
Ｋ
に
及
ば
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
す
」（
下
二
四
）。

「
真
の
愛
」「
永
遠
の
愛
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
簡
単
に
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
引
き
付
け
て
言
う
と
こ
う
で

あ
ろ
う
。

そ
の
と
き
、
も
し
も
「
先
生
」
が
静
を
本
当
に
愛
し
て
い
る
な
ら
、「
先
生
」
は
静
の
幸

福
を
願
っ
て
生
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
先
生
」
に
も
自
己
愛
は
あ
る
は
ず
な
の
で
、「
先
生
」
は
同
時
に
、
自
分
の

幸
福
を
も
願
っ
て
生
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

も
し
も
静
の
幸
福
と
自
分
の
幸
福
と
が
一
致
し
て
い
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
幸
福
な
人
生
が

実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
も
し
も
、
静
の
幸
福
と
自
分
の
幸
福
と
が
一
致
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、「
先

生
」
は
だ
れ
を
責
め
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
静
を
責
め
る
こ
と
も
、
ま
た
Ｋ
を
責
め

る
こ
と
も
、
そ
し
て
ま
た
自
己
自
身
を
責
め
る
こ
と
も
な
い
。

そ
れ
は
だ
れ
の
罪
で
も
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、「
先
生
」
は
静
を
傷
つ
け
る
必
要
も
、
ま
た
Ｋ
を
傷
つ
け
る
必
要
も
、
そ
し

て
ま
た
自
己
自
身
を
傷
つ
け
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

静
に
も
自
分
の
幸
福
を
願
っ
て
生
き
る
権
利
が
あ
る
し
、
Ｋ
に
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

も
し
も
「
先
生
」
が
本
当
に
、
心
の
底
か
ら
静
を
愛
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に

推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

も
し
か
し
た
ら
、
静
の
幸
福
は
自
分
と
共
に
で
は
な
く
、
Ｋ
と
共
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。

我
が
国
を
代
表
す
る
第
一
級
の
作
家
・
夏
目
漱
石
の
名
作
『
こ
こ
ろ
』
が
Ｋ
の
自
殺
と

「
先
生
」
の
自
殺
と
で
終
る
こ
と
に
私
は
不
満
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
文
学
を
代
表
す
る
第
一
級
の
作
家
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
名
作
『
オ
セ
ロ
』
が

他
殺
と
自
殺
と
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
私
に
は
解
せ
な
い
。

嫉
妬
が
引
き
起
こ
す
と
い
わ
れ
る
他
殺
も
自
殺
も
、
私
か
ら
見
る
と
、
け
っ
し
て
悲
劇
で

も
何
で
も
な
く
、
誤
解
と
推
論
の
間
違
い
が
も
た
ら
す
、
ま
っ
た
く
不
必
要
な
蛮
行
に
す
ぎ

な
い
。

「
先
生
」
の
常
日
頃
の
「
高
尚
な
」
信
念
に
照
ら
せ
ば
、
Ｋ
か
ら
静
へ
の
愛
を
打
ち
明
け

ら
れ
た
後
に
は
、
た
だ
機
会
を
得
て
、
静
に
「
ど
ち
ら
を
愛
し
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
べ

き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
「
先
生
」
が
静
を
愛
し
、
そ
し
て
ま
た
、
Ｋ
も
静
を
愛
し
て
い
る
と
き
、
最
後
に

結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
静
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
し
も
、
そ
の
と
き
、
静
が
「
Ｋ
を
愛
し
て
い
ま
す
」
と
答
え
る
な
ら
、「
先
生
」
は
以

下
の
Ｋ
の
言
葉
と
そ
っ
く
り
同
じ
祝
福
の
言
葉
を
Ｋ
と
静
に
対
し
て
述
べ
て
か
ら
、
立
ち
去
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る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
奥
さ
ん
の
言
う
と
こ
ろ
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
Ｋ
は
こ
の
最
後
の
打
撃
を
、
最

も
お
ち
つ
い
た
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
た
ら
し
い
の
で
す
。
…
…
奥
さ
ん
が
「
あ
な
た
も
喜
ん

で
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
た
時
、
彼
は
始
め
て
奥
さ
ん
の
顔
を
見
て
微
笑
を
も
ら
し
な
が
ら
、

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た
ま
ま
席
を
立
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
茶
の
間

の
障
子
を
あ
け
る
ま
え
に
、
ま
た
奥
さ
ん
を
振
り
返
っ
て
、『
結
婚
は
い
つ
で
す
か
』
と
聞

い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
何
か
お
祝
い
を
あ
げ
た
い
が
…
…
』
と
言
っ
た
そ
う
で
す
」

（
下
四
七
）。

で
は
、
Ｋ
は
こ
の
祝
福
の
言
葉
を
文
字
通
り
の
意
味
で
語
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し

て
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
、
彼
の
自
殺
か
ら
わ
か
る
。

こ
の
祝
福
の
言
葉
の
中
は
、
実
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
空
洞
で
あ
っ
た
。

一
体
、
こ
れ
か
ら
自
殺
を
す
る
人
が
、
実
質
的
に
、
他
者
を
祝
福
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
に
は
、「
先
生
」
と
静
の
近
未
来
の
結
婚
は
Ｋ
に
対
し
て
破
滅
的
な
効
果
を
及
ば
し

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
Ｋ
の
死
は
、
や
が
て
は
連
鎖
し
て
、「
先
生
」
の
死
を
も
た
ら
す
破
滅
的

な
効
果
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
上
で
私
が
分
析
し
た
よ
う
に
、
Ｋ
の
死
は
論
理
的
に
は
ま
っ
た
く
不
必
要
で

あ
っ
た
。

ま
た
「
先
生
」
の
死
も
論
理
的
に
は
ま
っ
た
く
不
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
Ｋ
は
自
殺
し
た
の
か
。

ま
た
「
先
生
」
も
な
ぜ
自
殺
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
人
の
自
殺
の
真
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
体
、
漱
石
ほ
ど
明
晰
な
人
が
、
二
人
の
自
殺
は
、
嫉
妬
の
構
造
に
照
ら
す
と
、
論
理
的

に
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
に
少
し
も
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
同
時
に
私
は
Ｋ
の
死
因
を
く
り
返
し
く
り
返
し
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
当
座
は
頭
が
た

だ
恋
の
一
字
で
支
配
さ
れ
て
い
た
せ
い
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
私
の
観
察
は
む
し
ろ
簡
単

で
し
か
も
直
線
的
で
し
た
。
Ｋ
は
ま
さ
し
く
失
恋
の
た
め
に
死
ん
だ
も
の
と
す
ぐ
き
め
つ
け

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
だ
ん
だ
ん
お
ち
つ
い
た
気
分
で
、
同
じ
現
象
に
向
か
っ
て
み

る
と
、
そ
う
た
や
す
く
は
解
決
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
実
と
理
想
の

衝
突
―
―
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
で
し
た
。
私
は
し
ま
い
に
は
Ｋ
が
私
の
よ
う
に
た
っ
た
一

人
で
寂
（
さ
む
）
し
く
て
し
か
た
が
な
く
な
っ
た
結
果
、
急
に
処
決
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
疑
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
ま
た
ぞ
っ
と
し
た
の
で
す
。
私
も
Ｋ
の
歩
い
た
道
を
、

Ｋ
と
同
じ
よ
う
に
た
ど
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
予
覚
が
、
お
り
お
り
風
の
よ
う
に
私
の
胸
を

横
ぎ
り
は
じ
め
た
か
ら
で
す
」（
下
五
三
）。

こ
こ
に
は
、
二
人
の
自
殺
の
真
の
原
因
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

一
人
目
の
死
は
「
失
恋
ゆ
え
の
死
」
で
あ
り
、
二
人
目
の
死
は
「
失
恋
ゆ
え
の
死
を
親
友

に
も
た
ら
し
た
ゆ
え
の
死
」
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
は
表
面
的
で
あ
る
。

上
で
、
Ｋ
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
「
現
実
と
理
想
の
衝
突
」
に
は
十
分
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
区
別
を
「
先
生
」
自
身
に
当
て
は
め
て
み
る
と
き
、
「
先
生
」
が
、
み
ず
か
ら
を
「
き

わ
め
て
高
尚
な
愛
の
理
論
家
」
と
自
称
し
つ
つ
も
、
同
時
に
、「
も
っ
と
も
迂
遠
な
愛
の
実

際
家
」
と
も
自
称
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
（
下
三
四
）。
そ
れ
は
、
理
論
と
実

践
の
分
裂
と
し
て
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ｋ
に
関
し
て
は
、「
―
―
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
で
し
た
」
と
明
確
に
言
い
切
ら
れ
て
い

る
。そ

れ
ゆ
え
、「
先
生
」
自
身
に
関
し
て
も
ま
た
、「
―
―
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
で
し
た
」

と
明
確
に
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
か
ら
は
夏
目
漱
石
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
み
る
。

こ
こ
で
、
漱
石
は
な
ぜ
「
先
生
」
に
自
殺
さ
せ
た
の
か
、
と
言
い
換
え
て
み
よ
う
。

漱
石
は
、『
こ
こ
ろ
』
か
ら
一
年
後
に
書
か
れ
た
最
晩
年
の
随
筆
『
硝
子
戸
の
中
』（
一
九

一
五
）
に
お
い
て
、
或
る
女
性
が
「
悲
し
い
身
の
上
話
」
を
し
に
訪
れ
た
と
き
、
最
後
に
は

「
そ
ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
人
生
肯
定
的
に
助
言
す
る
（
七
）
が
、

そ
の
直
後
で
は
、
こ
う
自
分
自
身
に
語
っ
て
い
る
。

「
不
愉
快
に
充
ち
た
人
生
を
と
ぼ
と
ぼ
辿
り
つ
つ
あ
る
私
は
、
自
分
の
何
時
か
到
着
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
死
と
い
う
境
地
に
就
い
て
常
に
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
死
と
い
う

も
の
を
生
よ
り
は
楽
な
も
の
だ
と
ば
か
り
信
じ
て
い
る
。
あ
る
時
は
そ
れ
を
人
間
と
し
て
達
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し
得
る
最
上
至
高
の
状
態
だ
と
思
う
事
も
あ
る
。

「
死
は
生
よ
り
も
尊
（
た
っ
と
）
い
」。

こ
う
い
う
言
葉
が
近
頃
で
は
絶
え
ず
私
の
胸
を
去
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
八
）。

な
ぜ
漱
石
は
、
或
る
女
性
に
対
し
て
、
最
後
に
は
「
そ
ん
な
ら
死
な
ず
に
生
き
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
」
と
人
生
肯
定
的
に
助
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
直
後
に
、「
生
は
死
よ
り

も
尊
（
た
っ
と
）
い
」
と
人
生
肯
定
的
に
述
べ
ず
に
、
「
死
は
生
よ
り
も
尊
（
た
っ
と
）
い
」

と
人
生
否
定
的
に
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
斯
（
か
）
く
し
て
常
に
生
よ
り
も
死
を
尊
い
と
信
じ
て
い
る
私
の
希
望
と
助
言
は
、
遂

に
こ
の
不
愉
快
に
充
ち
た
生
と
い
う
も
の
を
超
越
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
」（
八
）。

「
常
に
生
よ
り
も
死
を
尊
い
と
信
じ
て
い
る
私
の
希
望
と
助
言
」
を
漱
石
は
そ
の
晩
年
の

作
品
に
お
い
て
初
め
て
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
初
期
の
頃
か
ら
、
実
は
、
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

漱
石
の
初
期
の
作
品
『
夢
十
夜
』（
一
九
〇
八
）
の
第
一
夜
に
は
「
瓜
実
顔
」
の
、
不
思

議
な
、
ま
さ
に
夢
の
よ
う
な
女
性
が
登
場
し
て
、
静
か
な
声
で
「
も
う
死
に
ま
す
」
と
言
い
、

さ
ら
に
「
百
年
待
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
言
う
。

「「
百
年
、
私
の
墓
の
傍
に
坐
っ
て
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。
き
っ
と
逢
い
に
来
ま
す
か

ら
」。自

分
は
只
待
っ
て
い
る
と
答
え
た
。
す
る
と
、
黒
い
眸
の
な
か
に
鮮
（
あ
ざ
や
か
）
に
見

え
た
自
分
の
姿
が
、
ぼ
う
っ
と
崩
れ
て
来
た
。
静
か
な
水
が
動
い
て
写
る
影
を
乱
し
た
様

に
、
流
れ
出
し
た
と
思
っ
た
ら
、
女
の
眼
が
ぱ
ち
り
と
閉
じ
た
。
長
い
睫
の
間
か
ら
涙
が
頬

へ
垂
れ
た
。
―
―
も
う
死
ん
で
い
た
」。

こ
の
女
性
は
か
つ
て
漱
石
が
出
会
っ
た
現
実
の
誰
か
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

漱
石
は
、
こ
こ
で
、
愛
す
る
人
の
死
を
悲
し
く
、
美
し
く
描
い
て
い
る
。

で
は
自
分
自
身
の
死
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

同
じ
『
夢
十
夜
』
の
第
七
夜
に
は
、
大
き
な
船
に
乗
っ
て
旅
を
す
る
旅
人
の
話
が
語
ら
れ

て
い
る
。

彼
に
は
天
文
学
へ
の
関
心
も
な
い
し
、
神
へ
の
信
仰
も
な
い
。

ま
た
外
国
人
の
旅
客
が
多
い
船
内
に
、
特
に
親
し
い
友
人
も
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
大
き
な
船
は
、
毎
日
、
毎
夜
、
絶
え
間
な
く
、
黒
い
煙
を
吐
い
て
進
ん
で
行
く
の
だ

が
、
一
体
、
ど
こ
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
の
か
が
、
船
員
に
聞
い
て
も
わ
か
ら
な
い
。

「
こ
ん
な
船
に
い
る
よ
り
い
っ
そ
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
お
う
か
と
思
っ
た
」。

或
る
晩
、
と
う
と
う
「
自
分
」
は
、
あ
た
り
に
人
の
い
な
い
こ
と
を
見
は
か
ら
っ
て
、
船

か
ら
飛
び
降
り
る
。

「
と
こ
ろ
が
―
―
自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ
の
刹
那
に
、
急
に

命
が
惜
し
く
な
っ
た
。
心
の
底
か
ら
よ
せ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
も
う
遅

い
。
自
分
は
厭
で
も
応
で
も
海
の
中
へ
這
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
大
変
高
く
で
き

て
い
た
船
と
見
え
て
、
身
体
は
船
を
離
れ
た
け
れ
ど
も
、
足
は
容
易
に
水
に
着
か
な
い
。

…
…
そ
の
う
ち
船
は
例
の
通
り
黒
い
煙
を
吐
い
て
、
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
ど
こ

へ
行
く
ん
だ
か
判
ら
な
い
船
で
も
や
っ
ぱ
り
乗
っ
て
い
る
方
が
よ
か
っ
た
と
始
め
て
悟
り
な

が
ら
、
し
か
も
そ
の
悟
り
を
利
用
す
る
事
が
で
き
ず
に
、
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
と
を
抱
い
て

黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落
ち
て
行
っ
た
」。

漱
石
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
愛
す
る
人
の
死
と
自
分
自
身
の
死
と
を
初
期
の
頃
か
ら
そ

の
作
品
の
中
で
描
い
て
見
せ
て
い
る
。

最
後
に
ま
た
、
晩
年
の
著
作
『
硝
子
戸
の
中
』
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
、
私
の
尊
敬
す
る
漱

石
の
残
し
た
最
高
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
末
尾
の
文
章
（
三
九
）
を
引
用
す
る
。

こ
こ
に
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
『
自
省
録
』
に
も
匹
敵

す
る
ほ
ど
透
徹
し
た
高
い
境
地
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
や
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
に
も
触
れ
た
後
で
、「
そ
れ
を

い
く
ら
辿
っ
て
行
っ
て
も
、
本
当
の
事
実
は
人
間
の
力
で
叙
述
で
き
る
筈
が
な
い
と
誰
か
が

云
っ
た
事
が
あ
る
。
…
…
私
の
罪
は
、
―
―
も
し
そ
れ
を
罪
と
云
い
得
る
な
ら
ば
、
―
―
頗

（
す
こ
ぶ
）
る
明
る
い
処
か
ら
ば
か
り
写
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
其
所
に
或
る
人
は
一
種
の

不
快
を
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
私
自
身
は
今
そ
の
不
快
の
上
に
跨
が
っ
て
、
一
般
の

人
類
を
広
く
見
渡
し
な
が
ら
微
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
つ
ま
ら
な
い
事
を
書
い
た

自
分
を
も
、
同
じ
眼
で
見
渡
し
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
他
人
で
あ
っ
た
か
の
感
を
抱
き
つ

つ
、
矢
張
り
微
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。

荒井：夏目漱石の『こころ』における嫉妬の構造
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NATSUME Soseki is one of the greatest novelists in Japan. Especially his masterpiece : Kokoro appears partially in al-

most all Japanese textbooks of high schools.

I try to investigate into the structure of jealousy in Kokoro by NATSUME Soseki according to the fruit of my paper :

“Jealousy” 1983.

My paper proceeds as follows.

１ Prologue

２ Why did ‘my teacher’ kill himself ?

３ Why did ‘K’ kill himself ?

４ Why did ‘my teacher’ kill himself really ?

Key words : love, jealousy, suicide

The Structure of Jealousy in Kokoro by NATSUME Soseki

ARAI Yoichi

Department of Philosophy and Ethics

Abstract

Bulletin of Tokyo Gakugei University, Division of Humanities and Social SciencesⅡ, Vol.６１（２０１０）

― 226 ―


