
は

じ

め

に

『
明
暗
』
百
五
十
五
章
か
ら
津
田
が
小
林
に
強ゆ

請す

ら
れ
た
金
を
渡

す
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
が
始
ま
る
。
百
五
十
五
章
で
津
田
は
料

理
店
で
小
林
と
落
ち
合
い
、
百
五
十
六
章
で
は
小
林
は
店
内
に
い
る

「
相
当
の
扮
装
み
な
り

を
し
た
婦
人
づ
れ
」
の
客
を
話
題
と
し
、
百
五
十
七

章
か
ら
小
林
の
津
田
に
対
す
る
「
説
教
」
が
始
ま
る
。

『
明
暗
』
執
筆
に
あ
っ
て
漱
石
は
、
八
月
十
四
日
（
八
十
九
章
を

書
い
た
日
）
か
ら
は
、
午
前
中
に
そ
の
一
章
を
書
い
た
後
、
そ
の
日

の
午
後
に
日
課
と
し
て
七
言
律
詩
を
書
き
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

(

１)

こ

の
日
課
は
『
明
暗
』
の
執
筆
が
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
に
入
っ
た

直
後
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
明
暗
』
百
五
十
七
章
を

書
い
た
十
月
二
十
一
日
、
漱
石
は
七
言
律
詩
「
吾
天
を
失
い
し
時
併

せ
て
愚
を
失
い
…
…
」
を
創
作
し
た
後
、
突
然
三
首
の
五
言
絶
句
を

連
作
し
、
そ
の
翌
日
に
も
、
七
言
律
詩
を
創
作
す
る
こ
と
な
く
五
言

絶
句
の
み
三
首
連
作
し
、
そ
れ
を
最
後
に
漢
詩
の
創
作
を
三
週
間
に

わ
た
っ
て
中
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
六
首
の
五
言
絶
句
が
、
漱

石
の
日
課
と
し
て
の
漢
詩
創
作
の
最
後
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
漱
石
は
、
こ
の
六
首
の
五
言
絶
句
に
、
日
課
と
し
て
の
漢

詩
創
作
の
中
断
を
前
提
と
し
た
、
今
ま
で
の
七
言
律
詩
創
作
と
は
異

質
な
性
格
を
付
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
は
、
日
課
と
し

て
の
漢
詩
創
作
を
中
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
六
首
の
五
言
絶
句

に
い
か
な
る
性
格
を
持
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
こ

と
を
考
え
て
み
た
い
。

本
稿
の
結
論
を
先
に
示
し
て
お
こ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
、

六
首
の
絶
句
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
律
詩
と
同
様
に
、
漱
石
が
こ
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れ
か
ら
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
『
明
暗
』
の
作
中
人
物
（
主
と
し
て
小

林
と
津
田
）
の
意
識
を
、
禅
的
視
点
に
重
ね
合
わ
せ
て
詠
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
意
識
を
客
体
化
す
る
た
め
の
語
り
手
と
登
場
人
物

と
の
距
離
を
作
り
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
こ
れ
ら

の
絶
句
に
は
、『
明
暗
』
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
で
の
小
林
と
津
田
の

対
話
を
描
く
た
め
の
、
い
わ
ば
構
想
メ
モ
と
い
え
る
性
格
を
付
与
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
右
に
記
し
た
仮
説
を
論
証
し
て
み
た
い
。
私

見
に
よ
れ
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
六
首
の
五
言
絶
句
で
は
禅
の
意

識
が
詠
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
テ
ー
マ
は
、
①
「
愚
」
②
「
托
鉢
」
③

「
悟
り
の
機
縁
」
に
分
類
で
き
る
。「
愚
」
と
「
托
鉢
」
を
テ
ー
マ

と
し
た
詩
は
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
に
お
け
る
小
林
の
形
象
と

関
係
し
、「
悟
り
の
機
縁
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
は
フ
ラ
ン
ス
料
理

店
の
場
面
に
お
け
る
津
田
の
形
象
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず

①
「
愚
」
②
「
托
鉢
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
と
小
林
の
形
象
と
の
関

連
を
検
討
し
、
つ
い
で
③
「
悟
り
の
機
縁
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
と

津
田
の
形
象
と
の
関
連
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
絶
句
に
は
多
く
の
禅
語
が
用
い
ら
れ
、
そ

の
詩
句
に
は
寓
意
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
寓
意
は
難
解
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
煩
雑
と
な
る
が
、
ま
ず
本
稿
の
テ
ー
マ
の
理
解

に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
詩
句
の
語
釈
と
、
詩
全
体
の
大
意(

＝

私
見
に
よ
る
解
釈
）
を
示
し

(

２)

、
次
い
で
こ
れ
ら
の
詩
句
と
『
明
暗
』

の
関
係
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
五
言
絶
句
の
性
格
を
考
え

て
み
た
い
。

１

ま
ず
、
小
林
の
形
象
と
関
係
す
る
「
愚
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
二
首

か
ら
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

ａ

（
十
月
二
十
一
日
）

元
是
一
城
主

元
是
れ
一
城
主

焚
城
行
広
衢

城
を
焚
き
て

広
衢
を
行
く

行
行
長
物
尽

行
き
行
き
て

長
物
尽
く
る
も

何
処
捨
吾
愚

何
れ
の
処
に
か

吾
愚
を
捨
て
ん

語
釈

第
一
句
の
「
一
城
主
」
に
は
、「
物
欲
」｢

欲
心
」
が
喩

え
ら
れ
（
和
田
利
男

(

３)

・
飯
田
利
行

(

４)

氏)

、
他
人
の
容
喙
を
許
さ
な
い

「
我
」(

＝
自
分
を
守
る
た
め
の
処
世
的
意
識
）
が
、
寓
意
さ
れ
て

い
る
。
第
二
句
の
「
城
を
焚
い
て
」
は
、「
物
欲
を
断
絶
し
た
こ
と
」

(
和
田
氏
）(

＝｢

俗
世
の
地
位
や
名
声
を
捨
て
た
こ
と｣

）
の
寓
意
で

あ
り
、「
広
衢
を
行
く
」
は
、「
自
由
の
天
地
に
躍
り
出
た
こ
と
」

(

和
田
氏)
、
第
三
句
の
「
長
物
」(

＝｢

余
分
な
も
の｣

）
は
、
現
世

に
お
け
る
地
位
や
金
（
へ
の
執
着
心
）
の
寓
意
で
あ
る
。
第
四
句
の
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「
愚
」
は
現
世
へ
の
執
着
を
捨
て
「
無
」
に
徹
す
る
禅
的
な
生
き
方

を
い
う
。
こ
こ
で
は
、
社
会
的
地
位
や
金
を
捨
て
た
と
し
て
も
、
そ

の
執
着
心
を
捨
て
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

大
意
（
解
釈
）

わ
た
し
は
も
と
現
世
で
の
利
害
得
失
に
執
着

す
る
意
識
（
＝
我
執
）
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
は
そ
の
現
世
へ

の
執
着
を
捨
て
、
自
由
な
世
界
（
禅
的
真
実
）
に
生
き
て
き
た
。
そ

の
過
程
で
わ
た
し
は
現
世
的
幸
福
や
執
着
心
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
。

禅
的
理
想
の
生
き
方
は
「
愚
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
も
捨
て
、
無
に
徹

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
そ
の
生
き

方
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
「
愚
」
へ
の
こ
だ
わ

り
を
捨
て
「
無
」
に
徹
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
詩
の
表
層
で
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
漱
石
が
『
明
暗
』
百
五
十
五
章
か
ら

始
ま
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
さ
し
か
か
っ
た
段

階
で
こ
の
よ
う
な
禅
的
な
意
味
を
持
つ
詩
を
創
作
し
て
い
る
理
由
で

あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
五
言
絶
句
は
、
現
在
執
筆
し
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
に
お
け
る
小
林
の
形
象
（
そ
の
心
の
あ

り
よ
う
）
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
詩
と
『
明
暗
』
と
の

か
か
わ
り
を
考
え
て
い
こ
う
。

「
元
是
れ
一
城
主

城
を
焚
き
て
広
衢
を
行
く
」
に
つ
い
て

百
五
十
七
章
（
こ
の
詩
を
創
作
し
た
当
日
に
執
筆
）
の
初
め
で
、

小
林
は
酒
の
力
を
借
り
て
「
僕
に
時
を
与
へ
よ
だ
、
僕
に
金
を
与
へ

よ
だ
。
し
か
る
後
、
僕
が
何ど

ん
な
人
間
に
な
つ
て
君
等
の
前
に
出
現

す
る
か
を
見
よ
だ
」
と
い
う
。
こ
の
小
林
の
言
葉
は
、
彼
の
意
識
の

う
ち
に
、
現
実
社
会
の
秩
序
に
順
応
し
さ
え
す
れ
ば
、
現
在
の
よ
う

な
惨
め
な
生
活
を
送
ら
ず
に
す
む
は
ず
だ
、
自
分
に
は
そ
れ
だ
け
の

能
力
が
あ
る
と
い
う
気
持
ち
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
か
つ
て
の
小
林
が
現
実
生
活
で
の
成
功
へ
の
希
望
を
人

並
み
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
小
林
の
持
っ
て
い
た
こ

の
よ
う
な
現
実
生
活
へ
の
執
着
が
、
こ
の
詩
句
で
は
、「
一
城
主
」

と
い
う
言
葉
に
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
現
在
の
小
林
は
、
富
裕
者
層
の
金
が
生
み
出
す
「
余
裕
」

(

＝
贅
沢
）
を
否
定
し
、
弱
者
の
味
方
を
標
榜
す
る
社
会
主
義
者
的

風
貌
を
持
つ
男
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
百
五
十
八
章
（
こ
の
詩
を

創
作
し
た
翌
日
に
執
筆
）
で
、「
憚

は
ば
か

り
な
が
ら
此こ

所こ

迄
来
る
に
は
相

当
の
修
業
が
要い

る
ん
だ
か
ら
ね
。
い
か
に
痴
鈍
な
僕
と
雖
い
え
ど

も
、
現
在

の
自
分
に
対
し
て
は
是
で
血
の
代し
ろ

を
払
つ
て
る
ん
だ
」
と
語
っ
て
い

る
よ
う
に
、
彼
は
「
修
業
」
に
よ
っ
て
現
在
の
自
分
の
生
き
方
を
形

成
し
た
の
で
あ
る
（
こ
の
小
林
の
発
言
は
、
彼
の
社
会
主
義
的
意
識

が
禅
的
意
識
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

５)

。
小
林
は
か

つ
て
持
っ
て
い
た
現
実
生
活
へ
の
執
着
心
を
「
捨
て｣

、
物
質
的
な

『明暗』(フランス料理店の場面)と構想メモとしての五言絶句548 ( 3 )



執
着
心
か
ら
離
れ
た
生
き
方
（｢

痴
鈍｣

＝
愚
）
を
理
想
と
す
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
津
田
に
対
し
て
「
贅
沢
を
い
ふ
余
地
が
あ
る
か
ら
」

君
の
方
が
窮
屈
で
、
不
自
由
で
、
束
縛
を
感
じ
る
の
だ
と
、「
余
裕
」

と
無
縁
な
生
活
に
生
き
る
自
分
の
優
位
性
を
誇
る
の
で
あ
る
。
小
林

の
こ
の
よ
う
な
意
識
の
過
程
が
、「
城
を
焚
き
て
広
衢
を
行
く
」
と

い
う
句
に
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
行
き
行
き
て
長
物
尽
く
る
も

何
れ
の
処
に
か
吾
が
愚
を
捨
て

ん
」
に
つ
い
て

百
五
十
七
章
の
小
林
は
、
金
が
生
み
出
す
「
余
裕
」(

＝
贅
沢
）

を
否
定
し
、
自
分
の
生
活
が
世
俗
に
お
け
る
利
害
へ
の
執
着
心
と
無

縁
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
在
の
津
田
よ
り
も
「
自
由
」
な
境
地

に
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
彼
は
、
藤
井
の
雑
誌
編
集
の
手
伝
い

で
は
、
生
活
で
き
ず
、
金
に
執
着
し
、
富
裕
者
か
ら
金
を
強
請
る
こ

と
も
平
気
で
す
る
無
頼
漢
と
し
て
生
き
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
現
実

の
社
会
で
は
、
自
分
が
敗
残
者
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
津
田

か
ら
餞
別
を
貰
っ
て
、
涙
を
流
す
存
在
で
も
あ
る
。
ま
た
彼
は
自
分

の
存
在
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
自
分
の
生

き
方
が
、
俗
世
間
か
ら
「
軽
蔑
に
値
」
す
る
こ
と
を
「
事
実
」
と
し

て
認
め
な
が
ら
も
、
し
か
し
第
三
者
の
「
軽
蔑
」
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、

自
分
に
向
け
ら
れ
る
「
軽
蔑
」
に
対
し
て
は
「
軽
蔑
」
で
対
抗
し
、

そ
の
相
手
に
対
し
て
「
復
讐
」
せ
ず
に
は
お
か
な
い
自
我
主
義
の
男

で
も
あ
る
。
彼
は
自
分
の
「
痴
鈍
」(

＝
愚
）
の
価
値
を
津
田
に
認

め
さ
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
小
林

の
意
識
の
あ
り
よ
う
は
、
彼
の
現
実
へ
の
強
い
執
着
心
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
小
林
の
意
識
が
、
物
事
へ
の

執
着
を
捨
て
去
り
、「
天
」(

禅
的
「
自
然｣

）
に
従
っ
て
生
き
る
と

い
う
「
愚
」
の
生
き
方
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

漱
石
は
、『
明
暗
』
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
で
、
小
林
の
屈

折
し
た
意
識

禅
的
な
「
愚
」
に
似
た
意
識
を
理
想
と
し
な
が
ら

も
、
現
実
に
執
着
し
、「
愚
」
に
徹
す
る(

＝
愚
を
捨
て
る)

こ
と
の

で
き
な
い
小
林
の
意
識

に
焦
点
を
当
て
て
描
く
こ
と
に
な
る
。

禅
的
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
小
林
の
現
実
社
会
へ
の
執
着
は
、
否

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
主
義
的
観
点
か
ら
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
小
林
の
現
実
へ
の
執
着
は
、
金
が
支
配
す
る
社
会
と
の
戦

い
で
あ
り
、
小
林
の
屈
折
し
た
意
識
は
、
金
が
支
配
す
る
現
実
へ
の

恭
順
を
拒
否
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
林

の
屈
折
し
た
意
識
に
、
漱
石
は
同
情
を
示
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。「
行
き
行
き
て
長
物
尽
く
る
も

何
れ
の
処
に
か

吾
が
愚
を
捨
て
ん
」
で
は
、
小
林
が
現
実
へ
の
執
着
心
を
捨
て
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
、
そ
の
表
層
で
は
批
判
し
、
し
か
し
深

層
で
は
同
情
を
も
っ
て
詠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ｂ

（
十
月
二
十
二
日
）

元
是
錦
衣
子

元
是
れ

錦
衣
の
子

売
衣
又
売
珠

衣
を
売
り

又
珠た
ま

を
売
る

長
身
無
估
客

長
身

估
客
無
く

赤
裸
裸
中
愚

赤
裸

裸
中
の
愚

こ
の
詩
は
、「
元
是
一
城
主
」
と
類
似
し
て
い
る
。
異
な
る
の
は
、

「
元
是
一
城
主
」
で
は
「
長
物
」(

余
分
な
も
の
）
に
位
置
す
る
も

の
が
、
こ
の
詩
で
は
「
衣
珠
」
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
、「
元

是
一
城
主
」
で
は
「
吾
」
の
意
識
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
こ
の
詩
で
は
「
估
客
」

(

６)
(

＝
買
い
手
＝
他
者
）
と
の
関
係
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
前
詩
と
の
こ
の
違
い
に
、

こ
の
詩
の
眼
目
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

語
釈

「
錦
衣
」
は
、
前
詩
の
「
城
主
」
と
同
じ
く
、
現
実
へ

の
執
着
心
（｢

我
」
＝
現
世
で
の
欲
望
）
の
寓
意
で
あ
る
。「
衣
珠
」

は
、
一
海
氏
の
語
釈

(

７)

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
性
（
＝
真
の
自

分
）
と
解
釈
す
べ
き
語
句
で
あ
る
。「
長
身
」
は
、
長
物
の
よ
う
な

「
よ
け
い
な
身
体
」(

吉
川
注
）

(

８)

の
意
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

「
長
身
估
客
無
く
」
に
は
、
主
観
的
に
は
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
自
分
の
生
き
方
（
愚
）
に
は
、
大
切
な
も
の
が
失
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
世
間
の
誰
か
ら
も
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
の
寓
意
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。「
愚
」
は
現
世
へ
の
執
着
心
を
捨
て
た
「
無
」
に
徹

す
る
生
き
方
を
意
味
す
る
が
、「
長
物
」
と
の
関
係
か
ら
、「
赤
裸
裸

中
の
愚
」
と
い
う
句
に
は
「
估
客
」(

他
者
）
の
評
価

現
実
に

は
役
に
立
た
な
い
と
い
う
評
価

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

大
意
（
解
釈
）

元
来
は
世
俗
の
成
功
を
願
望
す
る
意
識
（
我

執
）
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
現
世
で
の
幸
福
や
成
功
へ
の
意
識
を

捨
て
て
「
愚
」
に
徹
し
て
生
き
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、(

世
俗

と
の
か
か
わ
り
を
断
ち
切
れ
ず
、）
自
分
の
大
切
な
人
間
的
要
素
を

も
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
現
世
で
の
成
功
や

執
着
の
意
識
を
捨
て
て
得
た
「
愚
」(

主
観
的
に
は
「
天
」
に
従
っ

た
生
き
方
の
つ
も
り
が
、
実
際
に
は
我
執
に
彩
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
「
愚｣

）
は
、
俗
世
の
誰
か
ら
も
評
価
さ
れ
な
い
。
自
分
の
う
ち

に
あ
る
真
の
「
愚
」(

＝
仏
性
）
に
徹
す
る
こ
と
は
至
難
の
こ
と
で

あ
る
。

次
に
、
こ
の
詩
と
『
明
暗
』
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
よ
う
。

「
元
是
れ
錦
衣
の
子

衣
を
売
り
又
珠
を
売
る
」
に
つ
い
て
。

「
元
是
れ
錦
衣
の
子
」
は
、
か
つ
て
の
小
林
の
現
世
で
の
成
功
へ
の

願
望
を
詠
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。「
衣
珠
」
が
仏
性
（
＝
真
の
自

分
）
を
意
味
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、「
衣
を
売
り
又
珠
を

売
る
」
に
は
漱
石
の
小
林
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
思
い
が
重
ね
ら
れ
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

《
小
林
は
、
現
実
で
の
成
功
を
目
指

す
生
き
方
を
否
定
し
、
社
会
的
弱
者
の
立
場
に
立
ち
、
吉
川
や
岡
本

に
代
表
さ
れ
る
富
裕
者
層
に
反
抗
し
て
き
た
が
、
し
か
し
彼
は
人
の

弱
み
を
利
用
し
て
金
を
強
請
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
無
頼
漢
と
し
て
し

か
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
小
林
の
あ
り
よ
う
は
、

「
衣
を
売
り
又
珠
を
売
る
」(

＝
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
意
識
を

失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
》

「
長
身
估
客
無
く

赤
裸
裸
中
の
愚
」
に
つ
い
て
。

百
五
十
八
章
（
こ
の
詩
を
創
作
し
た
翌
日
に
執
筆
）
で
は
、
地
位

や
財
産
の
無
い
小
林
が
、
い
く
ら
正
論
を
吐
い
て
も
、
津
田
か
ら
無

視
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
小
林
の
姿
を

「
長
身

估
客
無
く
」
と
詠
い
、「
赤
裸
裸
中
の
愚
」
で
は
、
現
実

で
の
成
功
へ
の
意
識
を
断
ち
切
っ
た
小
林
の
生
き
方
が
、
小
林
の
目

指
す
生
き
方
か
ら
大
き
く
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
の

意
識
に
あ
っ
て
は
、
自
分
の
存
在
が
他
人
か
ら
は
無
視
さ
れ
る
社
会

的
敗
残
者
で
し
か
な
い
こ
と
の
自
覚
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
詠
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
漱

石
の
次
の
よ
う
な
小
林
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

《
金
が
支
配
す
る
現
実
を
拒
否
す
れ
ば
、
金
に
よ
っ
て
復

讐
さ
れ
、
誰
で
も
が
小
林
の
よ
う
な
敗
残
者
の
意
識
を
持
た
ざ
る
を

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
禅
的
な
境
地
を
得
る
た
め
に
捨
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
小
林
の
現
実
へ
の
係
わ
り
の
こ
の
よ
う
な
意
識
（
＝
現
実

へ
の
執
着
心
）
は
、
果
た
し
て
ど
う
す
れ
ば
捨
て
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
ろ
う
か

(

９)

…
…
》

＊

＊

＊

右
に
「
愚
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
二
つ
の
絶
句
を
取
り
上
げ
た
。

「
元
是
一
城
主
」
で
は
、
禅
的
生
き
方
の
理
想
で
あ
る
「
愚
」
を
も

捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
大
愚
」
の
世
界
へ
の
到
達
の
難

し
さ
に
、
富
裕
者
が
支
配
す
る
現
実
へ
の
恭
順
と
そ
の
出
世
へ
の
願

望
を
拒
否
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
の
現
実
社
会
に
生
き
る
た
め
に

必
要
な
金
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
小
林
の
屈
折
し
た
意
識
が
重
ね

あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
元
是
錦
衣
子
」
で
は
、
小
林

の
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
意
識
が
他
者
と
の
関
係
で
詠
わ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
詩
で
詠
う
「
愚
」
と
『
明
暗
』
の
社
会
主
義
的
風

貌
を
持
つ
小
林
の
意
識
と
の
間
に
は
大
き
な
距
離
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
こ
の
詩
で
は
、
作
者
漱
石
に
よ
っ
て
、
小
林
の
生
き
方

「
愚
」
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
き
方

が
批
判
的
に
詠
わ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
明
暗
』
の
小
林
に
は
、
自
己
批
判
の
意
識

は
な
い
。
両
者
の
間
に
存
在
す
る
距
離
は
大
き
い
。
こ
の
距
離
は
、

作
者
漱
石
の
小
林
へ
の
複
雑
な
批
判
的
思
い
を
詩
の
中
に
封
印
し
、

『
明
暗
』
で
は
小
林
に
対
す
る
同
情
や
批
判
的
言
辞
を
加
え
る
こ
と
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な
く
、
小
林
の
言
動
を
あ
り
の
ま
ま
に
客
体
化
し
て
描
き
出
す
と
い

う
手
法
を
貫
徹
さ
せ
る
機
能
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
距
離

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述)

。

一
方
漱
石
は
、
こ
れ
ら
の
絶
句
を
書
い
た
後
、『
明
暗
』
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
の
展
開
の
な
か
で
、
小
林
の
屈
折
し
た

意
識

禅
的
な
「
愚
」
に
似
た
「
痴
鈍
」
の
意
識
を
理
想
と
し
な

が
ら
も
、
し
か
し
現
実
に
執
着
し
、「
愚
」
に
徹
す
る(

＝
愚
を
捨
て

る)

こ
と
の
で
き
な
い
小
林
の
意
識

に
焦
点
を
当
て
て
描
く
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、「
愚
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
こ
の
二
首
の
五
言
絶
句
は
、
小
林
の
「
痴
鈍
」
の
あ
り
よ
う
を

描
き
出
す
た
め
の
構
想
メ
モ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

２

次
に
小
林
の
形
象
と
関
係
す
る
、「
托
鉢
」(

＝
乞
食
）
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
る
二
つ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
い
こ
う
。

ａ

（
十
月
二
十
二
日
）

元
是
貧
家
子

元
是
れ

貧
家
の
子

相
憐
富
貴
門

相
憐
れ
む

富
貴
の
門

一
朝
空
腹
満

一
朝

空
腹
満
つ
れ
ば

忽
死
報
君
恩

忽
ち
死
し
て

君
恩
に
報
ゆ

こ
の
詩
は
同
日
に
作
ら
れ
た
別
の
絶
句
（｢

元
是
東
家
子｣

）
と
共

に
、
禅
僧
の
托
鉢
の
意
識
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

語
釈

第
一
・
二
句
の
「
貧
家
の
子
」
が
「
富
貴
の
門
」(

＝

富
貴
の
人
）
を
「
相
憐
れ
む
」
と
い
う
関
係
（
一
海
氏
注
）
に
は
、

禅
僧
が
世
俗
に
生
き
る
富
貴
の
人(

＝｢

余
裕
」
が
生
み
出
す
心
）
を

「
憐
れ
む
」
と
い
う
関
係
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
第
三
句
で
は
、
世

俗
の
富
貴
の
人
か
ら
施
し
を
受
け
て
「
空
腹
」
を
満
た
す
禅
僧
の
姿

が
描
か
れ
、
第
四
句
で
は
、
そ
の
世
俗
の
人
の
施
し
物
へ
の
感
謝
の

念

禅
僧
は
世
俗
の
人
の
喜
捨
に
よ
っ
て
生
活
を
維
持
し
、
そ
の

仏
恩
に
よ
っ
て
修
行
三
昧
の
生
活
を
送
り
、
悟
り
を
開
き
、
俗
世
の

人
の
喜
捨
の
恩
に
報
い
る
と
い
う
禅
僧
の
托
鉢
の
意
識

が
描
か

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
句
の
「
死
」
は
禅
で
い
う
「
大
死

一
番
」(

こ
の
場
面
で
は
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
得
る
悟
り
の
世
界

に
す
べ
て
を
捧
げ
る
＝
私
心
を
捨
て
て
真
面
目
（
仏
心
）
に
帰
る
と

い
う
意
）
で
あ
ろ
う
。「
君
恩
」
に
つ
い
て
の
多
く
の
注
釈
は
、「
主

人
の
恩
義
」(

吉
川
・
一
海
氏
注)

、「
天
子
の
鴻
恩
」(

飯
田
氏
注
）

な
ど
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
君
」
は
小
村
定
吉
氏
の
注

が
示
す
よ
う
に
「
富
貴
の
門
（
人)

」
を
指
し
、「
君
恩
」

(

�)

の
内
実
は
、

托
鉢
の
真
髄
を
教
え
た
仏
、
ま
た
そ
れ
を
伝
え
た
尊
者
た
ち
へ
の
感

謝
の
念
（
す
な
わ
ち
禅
僧
が
世
俗
の
人
か
ら
喜
捨
を
受
け
て
生
活
を
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維
持
す
る
と
い
う
仏
恩
）
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
意
（
解
釈)

禅
僧
で
あ
る
私
は
、
現
世
で
の
財
や
物
欲
と

は
無
縁
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
心
は
太
平
で
あ
る
。
世
俗
に

生
き
る
富
裕
の
人
々
は
、
財
に
執
着
し
て
お
り
、
そ
の
あ
く
せ
く
し

た
富
裕
者
の
心
を
わ
た
し
は
憐
れ
む
の
で
あ
る
。
禅
僧
は
托
鉢
に
よ

っ
て
世
俗
の
人
々
の
施
し
を
受
け
て
空
腹
を
満
た
す
の
で
あ
る
が
、

托
鉢
に
よ
っ
て
衣
食
が
足
り
れ
ば
直
ち
に
修
行
三
昧
の
生
活
に
戻
り
、

托
鉢
の
道
を
伝
え
た
仏
や
尊
者
た
ち
に
感
謝
し
、
施
し
を
し
て
く
れ

た
世
俗
の
人
の
仏
恩
に
（
彼
ら
を
仏
の
道
に
導
く
こ
と
で
）
報
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
詩
と
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
と
の
重
な
り
を
み
て

い
こ
う
。

百
六
十
章
（
こ
の
詩
を
創
作
し
た
二
日
後
に
執
筆
）
の
小
林
は
、

津
田
の
心
が
「
飢
え
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由

を
「
余
裕
に
祟
ら
れ
て
い
る
所
以
だ
ね
」
と
解
説
し
た
後
、「
貧
賎

が
富
貴
に
向
つ
て
復
讐
を
や
つ
て
る
因
果
応
報
の
理り

だ
ね
」
と
言
う
。

こ
の
「
貧
賎
」
と
「
富
貴
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
詩
の
「
貧
家
の

子
」
と
「
富
貴
の
門
」
と
の
関
係
に
、
小
林
と
津
田
と
の
関
係
が
重

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、『
明
暗
』
百
六
十
六
章

の
小
林
は
、
津
田
が
与
え
た
金
を
「
余
裕
が
空
間
に
吹
き
散
ら
し
て

呉
れ
る
浄
財
だ
。
拾
つ
た
も
の
が
功
徳
を
受
け
れ
ば
受
け
る
程
余
裕

は
喜
こ
ぶ
丈
な
ん
だ
」
と
語
る
が
、
津
田
が
小
林
に
与
え
た
金
を

「
浄
財
」
と
表
現
し
、
そ
の
金
で
青
年
画
家
原
や
小
林
が
「
功
徳
を

受
け
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
こ
の
詩
が
詠
っ
て
い
る
禅
僧
の
、
世

俗
の
人
か
ら
生
活
の
資
を
受
け
る
托
鉢
の
意
識
が
、
津
田
か
ら
金
を

与
え
ら
れ
る
小
林
の
意
識
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
詩
で
は
、
貧
家
の
子
（
禅
僧
）
が
富
貴
の
人
（
世

俗
の
人
）
を
「
憐
れ
む
」
関
係
に
あ
る
が
、『
明
暗
』
の
フ
ラ
ン
ス

料
理
店
の
場
面
に
お
け
る
小
林
と
津
田
の
関
係
は
、
表
面
的
に
は

「
軽
蔑
」
し
あ
う
関
係
に
あ
り
、
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

し
か
し
小
林
の
「
軽
蔑
」
の
根
底
に
は
、
小
林
の
「
痴
鈍
」
の
立
場

か
ら
の
津
田
へ
の
憐
れ
み
が
あ
り
、
こ
の
点
で
も
両
者
は
重
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
こ
の
詩
の
第
三
・
四
句
（｢

一
朝
空
腹
満
つ
れ
ば

忽
ち

死
し
て
君
恩
に
報
ゆ｣

）
で
詠
わ
れ
て
い
る
禅
僧
の
報
恩
の
意
識
と
、

『
明
暗
』
に
お
け
る
小
林
の
意
識
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
第
三
・
四
句
で
は
、
禅
僧
の

托
鉢
に
施
し
を
し
て
く
れ
た
世
俗
の
人
に
対
し
て
、
そ
の
仏
恩
に
報

い
よ
う
と
す
る
（
感
謝
す
る
）
禅
僧
の
意
識
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
一

方
、
百
六
十
一
章
の
小
林
は
、
津
田
か
ら
金
を
受
け
取
る
と
、「
急

劇
な
変
化
」
を
示
し
、「
僕
は
余
裕
の
前
に
頭
を
下
げ
る
よ
。
…
…

礼
を
云
ふ
よ
。
感
謝
す
る
よ
」
と
「
突
然
ぽ
た

く
と
涙
を
落
し
始
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め
」
る
。
そ
の
姿
に
は
詩
の
な
か
で
禅
僧
が
世
俗
の
富
裕
者
か
ら
施

し
物
を
受
け
る
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
詩

の
「
死
し
て
君
恩
に
報
ゆ
」
も
、
小
林
が
今
ま
で
の
津
田
へ
の
説
教

が
「
君
が
是
か
ら
夫
ら
し
く
す
る
か
し
な
い
か
が
問
題
な
ん
だ
」
と

い
う
忠
告
に
あ
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
こ
と
と
重
な
る
。
右
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
五
言
絶
句
の
、
禅
僧
の
托
鉢
の
意
識
に
は
、

こ
れ
か
ら
漱
石
が
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
で
描
こ
う
と
す
る
小
林

の
意
識
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
で
詠
わ
れ
て
い
る
禅
僧
の
意
識
と
『
明
暗
』

の
小
林
の
意
識
と
に
は
大
き
な
距
離
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
距
離
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
次
い
で
同
日
に
創

作
し
て
い
る
、
も
う
一
つ
の
托
鉢
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
を
見
て
い
こ

う
。

ｂ

元
是
東
家
子

元
是
れ

東
家
の
子

西
隣
乞
食
帰

西
隣

乞
食
し
て
帰
る

帰
来
何
所
見

帰
来

何
の
見
る
所
ぞ

旧
宅
雨
霏
霏

旧
宅

雨
霏
霏
た
り

こ
の
詩
は
托
鉢
後
の
、
帰
宅
し
て
再
び
禅
定
に
入
る
禅
僧
の
心
境

を
詠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

�)

語
釈

｢

東
家｣

・｢

西
隣
」
は
、『
碧
巌
録
』
な
ど
禅
書
に
見
え

る
「
東
家
に
人
死
す
れ
ば
、
西
家
の
人
哀
を
助
く
」(

相
手
の
気
持

ち
を
理
解
し
助
け
て
や
る
の
意)

〈

『

碧
巌
録
全
提
唱』

、
山
田
無
文

氏
解
説
〉

(

�)

と
い
う
諺
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詩
の
前
半
で
は
、

「
東
家
の
子
」
に
禅
僧
を
、「
西
隣｣(｢

西
家
の
人｣

）
に
世
俗
の
人

を
重
ね
、
現
世
に
生
き
る
経
済
的
手
立
て
を
持
た
な
い
禅
僧
が
、
世

俗
の
人
か
ら
施
し
を
受
け
て
生
活
を
維
持
す
る
と
い
う
関
係
を
表
現

し
て
い
る
。
第
四
句
の
「
旧
宅
」
と
は
、「
旧
路
」｢

旧
時
」
が
含
意

す
る
「
本
来
の
面
目
」
に
つ
な
が
る
、「
人
の
本
来
の
居
る
べ
き
場

所
」
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。(｢

寒
山
詩
」
に
み
え
る
「
寒
山
に
一

宅
あ
り

宅
中

欄
隔
無
し

六
門

左
右
に
通
じ

堂
中
天
碧
を

見
る
…
…
」
の
「
一
宅｣

、
あ
る
い
は
「
わ
が
家
は
本
よ
り
住
す
る

は
天
台
に
あ
り
…
…
」
の
「
わ
が
家｣

、
ま
た
良
寛
詩
の
「
家
は
白

雲
の
陲
ほ
と
り

に
在
り
」
の
「
家｣

、
な
ど
の
意
味
す
る
、
人
間
の
本
来
の

居
場
所
（
俗
世
間
か
ら
隔
絶
し
た
境
地
）
を
含
意
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。）｢

雨
霏
霏
た
り
」
も
禅
林
で
用
い
ら
れ
る
意
味
を
踏
ま
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
槐
安
国
語
』
巻
一
に
み
え
る
、

「
霏
霏
た
る
梅
雨

危
層
に
洒そ
そ

ぎ
、
五
月
の
山
房

氷
よ
り
も
冷
ひ
や
や
か

な
り
」
の
「
霏
霏
た
る
梅
雨
」
が
意
味
す
る
、
絶
対
境
の
世
界
を
踏

ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
四
句
は
托
鉢
が
終

っ
た
後
の
禅
僧
の
帰
る
べ
き
境
地
（
禅
定
の
世
界
）
を
詠
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
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大
意
（
解
釈)

禅
僧
は
世
俗
の
人
々
に
食
を
乞
う
て
（
托
鉢

し
て
）
生
活
を
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
托
鉢
か
ら
帰
れ
ば
、
そ
こ

は
世
俗
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
禅
僧
の
居
る
べ
き
修
行
の
場
所
で
あ
り
、

禅
僧
は
そ
こ
で
禅
定
の
世
界
に
生
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
詩
と
『
明
暗
』
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
と
の
係

わ
り
を
考
え
て
み
よ
う
。

右
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
で
は
、
世
俗
の
中
で
托
鉢
し
て
飢
え

を
凌
い
だ
後
、
再
び
修
行
三
昧
の
生
活
に
戻
る
禅
僧
の
意
識

托

鉢
は
生
命
を
維
持
す
る
施
し
物
を
受
け
る
た
め
で
あ
り
、
施
し
物
そ

れ
自
体
に
は
全
く
執
着
し
な
い
意
識

が
詠
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、

小
林
は
経
済
的
困
窮
か
ら
、
朝
鮮
へ
落
ち
よ
う
と
し
て
お
り
、
津
田

か
ら
着
古
し
た
外
套
を
も
ら
い
、
そ
の
旅
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
入

院
中
の
津
田
か
ら
金
を
強ゆ

請す

り
、
今
そ
の
金
の
受
け
取
ろ
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
小
林
は
、
そ
の
金
に
執
着
せ
ず
、

自
分
よ
り
も
貧
窮
し
て
い
る
青
年
画
家
に
必
要
な
金
を
そ
の
中
か
ら

受
け
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
小
林
の
態
度
に
は
、(
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
相
互
扶
助
論
」
の
投
影
も
感
じ
ら
れ
る
が
）
こ
の

詩
で
詠
う
禅
僧
の
托
鉢
に
対
す
る
態
度

禅
僧
は
、
托
鉢
し
飢
え

を
し
の
ぐ
が
、
し
か
し
そ
の
施
し
物
に
執
着
し
な
い
態
度

が
投

影
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
は
こ
の
よ
う
な
小
林
の
姿
を
描

き
出
す
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
詩
で
、
禅
僧
の
托
鉢
の
意
識

を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

詩
に
お
い
て
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
漱
石
が
描
く
こ
と
に
な
る
『
明
暗
』

百
六
十
五
・
百
六
十
六
章
の
、
小
林
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
あ
わ
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

以
上
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
托
鉢
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
二

首
の
五
言
絶
句
も
、『
明
暗
』
百
六
十
五･

百
六
十
六
章
に
お
け
る
小

林
の
造
型
の
た
め
の
構
想
メ
モ
と
い
え
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

ｃ

右
に
、「
托
鉢
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
詩
を
見
て
き

た
が
、
こ
れ
ら
の
詩
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
詩
の
表
層
で
詠
わ

れ
て
い
る
禅
僧
の
托
鉢
の
意
識
と
、
そ
の
意
識
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
、

津
田
か
ら
金
を
貰
う
小
林
の
意
識
と
の
距
離
の
大
き
さ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
距
離
の
大
き
さ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ

の
点
を
考
え
て
い
こ
う
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
店
で
、
小
林
は
津
田
か
ら
金
を
受
け
取
る
こ
と
に

な
る
が
、
し
か
し
小
林
の
津
田
か
ら
金
を
引
き
出
す
そ
の
や
り
方
は
、

強
請

ゆ
す
り

で
あ
る
。
百
十
八
章
か
ら
百
二
十
二
章
の
小
林
は
、
病
室
で
の

津
田
と
の
対
話
の
な
か
で
、
吉
川
と
岡
本
の
関
係
や
、
彼
ら
の
財
産

の
額
を
問
題
と
し
、
岡
本
か
ら
金
を
強
請
る
こ
と
を
口
に
し
、
さ
ら

に
は
、
吉
川
夫
人
が
す
ぐ
こ
の
場
に
来
る
と
い
う
情
報
を
津
田
に
提
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供
し
た
後
、
わ
ざ
と
そ
の
場
に
居
続
け
、
小
林
を
早
く
追
い
払
う
必

要
を
感
じ
て
い
る
津
田
か
ら
金
を
や
る
と
い
う
言
質
を
取
る
。
こ
う

し
て
、
百
五
十
一
章
か
ら
始
ま
る
こ
の
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
で
、

小
林
は
、
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の

場
面
で
も
、
小
林
は
金
を
貰
う
立
場
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

分
に
向
け
ら
れ
る
津
田
の
軽
蔑
に
対
し
て
は
、
津
田
へ
の
「
軽
蔑
」

や
「
復
讐
」
と
い
う
言
葉
で
応
ず
る
。
小
林
の
津
田
へ
の
「
軽
蔑
」

や
「
復
讐
」
の
内
実
は
、
彼
の
「
痴
鈍
」
の
立
場
か
ら
す
る
、
津
田

へ
の
「
憐
れ
み
」
を
内
実
と
す
る
が
、
し
か
し
小
林
の
津
田
へ
の
憐

れ
み
は
、
津
田
が
自
分
に
「
軽
蔑
」
の
意
識
を
向
け
る
以
上
、
彼
の

屈
折
し
た
自
我
主
義
に
彩
ら
れ
た
「
軽
蔑
」｢

復
讐
」
と
い
う
言
葉

を
通
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
。

作
者
漱
石
は
、
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
意
識
に
生
き
る
小
林
の
自

我
主
義
に
彩
ら
れ
た
無
頼
漢
と
し
て
の
態
度
を
、
あ
る
べ
き
人
間
の

態
度
か
ら
は
、
大
き
く
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
漱
石
が
漢

詩
に
詠
ん
だ
禅
僧
の
意
識
に
、『
明
暗
』
の
語
り
手
の
意
識
を
同
化

さ
せ
て
い
る
こ
と
に
は
、
作
者
漱
石
が
批
判
を
加
え
ず
に
は
お
れ
な

い
小
林
の
醜
悪
な
自
我
意
識
を
、
批
判
的
言
辞
を
加
え
る
こ
と
な
く
、

客
体
化
し
て
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
作
業
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
禅
僧
の
立
場
と
は
、

現
実
に
生
起
す
る
事
柄
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
あ
り
よ
う
を
す
べ

て
仏
心(

＝
無
）
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
、
現
実
（
世

俗
）
に
生
き
る
た
め
に
は
人
間
が
持
つ
こ
と
に
な
る
利
害
心(

＝
我

執
）
を
、「
憐
れ
み
」(

＝｢

微
笑｣

）
を
持
っ
て
見
つ
め
、
そ
の
彼
ら

の
意
識
を
本
来
の
あ
る
べ
き
状
態
へ
と
導
く
存
在
で
あ
る
。『
明
暗
』

の
作
者
漱
石
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
僧
の
境
地
に
身
を
お
く
こ
と
で
、

小
林
に
対
し
て
、
批
判
的
言
辞
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の
醜
悪
な

意
識
世
界
を
客
体
化
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
作
者
漱
石
は
、
禅
僧
の
姿
を
、

小
林
の
背
後
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
べ
き
禅
的
な
人
間

の
理
想
的
姿
か
ら
、
小
林
の
意
識
と
そ
の
言
動
を
透
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、

自
分
の
理
想
で
あ
る
禅
僧
の
態
度
と
小
林
の
態
度
と

の
違
い
を
確
認
し
、『
明
暗
』
の
語
り
手
と
小
林
と
の
距
離
を
作
り

出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
距
離
」
の
認
識
に
よ

っ
て
、
作
者
漱
石
は
、
小
林
に
批
判
的
言
辞
を
加
え
る
こ
と
な
く
、

そ
の
醜
悪
な
要
素
を
も
客
体
化
し
て
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
絶
句
は
、
こ

れ
ま
で
連
作
し
て
き
た
七
言
律
詩
と
同
様
、『
明
暗
』
の
小
林
を
客

体
化
し
て
描
き
出
す
た
め
の
作
者
漱
石
の
視
点
の
強
化
と
い
う
役
割

を
も
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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３

次
に
、
津
田
の
形
象
と
関
係
す
る
「
悟
り
の
機
縁
」
を
詠
っ
た
二

首
を
取
り
上
げ
て
い
こ
う
。

ａ

（
十
月
二
十
一
日
）

元
是
喪
家
狗

元
是
れ

喪
家
の
狗

徘
徊
在
草
原

徘
徊
し
て

草
原
に
在
り

童
児
誤
打
殺

童
児

誤
っ
て
打
殺
す

何
日
入
吾
門

何
れ
の
日
に
か

吾
が
門
に
入
ら
ん

語
釈

｢

喪
家
の
狗
」
と
は
、「
心
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
が
な
い

こ
と
に
た
と
え
た
」(

中
村
宏

(

�)

氏
）
も
の
で
、
本
来
の
自
分(

＝
仏
性)

を
失
っ
て
い
る
心
の
寓
意
で
あ
ろ
う
。「
徘
徊
」
は
、『
碧
巌
録
』

｢

洞
山
無
寒
暑
」
で
「
忍
俊
た
る
韓�

、
空
し
く
階
に
上
る
」(

月
影

（
絶
対
相
）
を
�
も
う
と
す
る
「
韓�

｣

〈
＝
韓
家
の
犬
〉
が
う
ろ

つ
く
あ
り
さ
ま
）
と
関
係
が
あ
ろ
う
。『
明
暗
』
百
六
十
五
章
で
は
、

未
知
の
少
年
の
手
紙
を
読
ん
だ
津
田
の
内
面
が
、「(

同
情
心
は
起
こ

す
が
）
彼
は
其そ

所こ

で
留
ま
つ
た
。
さ
う
し
て�

徊
し
た
」
と
描
写
さ

れ
て
い
る
。「
徘
徊
」
と
「�

徊
」
は
同
義
で
あ
る
。
詩
の
「
徘
徊
」

と
『
明
暗
』
の
「�

徊
」
と
の
重
な
り
は
、
こ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
と

未
知
の
少
年
の
手
紙
を
読
ん
だ
津
田
の
内
面
と
が
繋
が
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。「
草
原
」
は
禅
語
「
草
裏
」
の
言
い
換
え
で
あ

ろ
う
。『
碧
巌
録
』
第
四
則
「
徳
山
到�

山
」
の
「
頌
」
に
「
孤
峰

頂
上

草
裏
に
坐
す
」
と
み
え
「
草
裏
」
と
は
、「
偏
位
の
真
っ
只

中
」(

＝
俗
世
）
を
意
味
す
る
。
ま
た
禅
語
「
草
裏
の
漢
」
は
「
悟

り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
」
を
い
う
。
禅
語
「
打
殺
」
の
「
殺｣

は
「
捨
」
と
同
義
で
、｢

内
も
外
も
心
も
身
も
、
一
切
す
べ
て
捨
施

す
る
こ
と
…
…
主
体
も
客
体
も
忘
じ
去
っ
た
働
き
を
示
す
も
の
」

（｢

臨
済
録
」(『

禅
の
語
録
十
』
の
秋
月
龍
�
氏
注
、｢

伝
心
法
要
」

（『

禅
の
語
録』

８
の
入
矢
義
高
氏
注
）
で
あ
る
。
ま
た
禅
語
「
一
棒

打
殺
」
は
、「
師
家
が
学
人
の
悪
見
妄
想
を
直
ち
に
取
り
除
く
こ
と
」

を
意
味
す
る
。「
童
児
」
に
は
、
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
（
た
と
え
ば
、

良
寛
詩
の
子
供
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
）
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、｢

徘
徊｣

と｢�

徊｣

と
の
つ
な
が
り
で
考
え
る
な
ら
ば
、
百

六
十
四
章
で
、
津
田
が
読
ま
さ
れ
る
、
小
林
に
宛
て
た
手
紙
の
書
き

手
、(

未
知
の
少
年)

が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
誤
っ
て
」
と
は
、
少
年
の
手
紙
は
小
林
に
当
て
た
も
の
で
、
津
田

に
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
津
田
が
読
ん
で
心

を
動
か
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
吾
が
門
」

と
は
、
現
時
点
で
の
漱
石
が
到
達
し
た
禅
的
思
惟
に
お
け
る
「
悟
り

の
境
地
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

大
意
（
解
釈)

彼
は
自
分
の
心
の
帰
る
場
所
を
失
っ
た
存
在
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で
あ
る
。
彼
は
心
の
帰
る
場
所
を
求
め
な
が
ら
、
世
俗
の
中
で
生
き

て
い
る
。
あ
る
時
少
年
の
無
垢
な
心
（
と
の
接
触
）
が
、
彼
の
我
執

を
打
ち
砕
き
、
自
分
の
本
当
の
心
を
目
覚
め
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
。

(

し
か
し
彼
の
我
執
は
強
く
、
本
当
の
心
に
帰
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
。）
何
時
に
な
っ
た
ら
彼
は
わ
た
し
の
立
場
で
あ
る
「
悟
り
」

の
境
地
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
こ
の
詩
と
『
明
暗
』
と
の
関
係
を
み
て
い
こ
う
。

「
元
是
れ
喪
家
の
狗

徘
徊
し
て
草
原
に
あ
り
」
に
つ
い
て
。

『
明
暗
』
で
は
、
津
田
は
様
々
な
場
面
で
「
犬
」
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。
百
八
十
四
章
で
は
、
津
田
は
旅
館
の
下
女
の
年
齢･

原
籍･

故

郷
等
を
自
分
の
鼻
で
当
て
て
み
せ
て
や
る
と
冗
談
を
い
い
、
下
女
は

あ
な
た
は
奥
様
（
清
子
）
の
部
屋
を
嗅
ぎ
当
て
る
方
だ
と
言
い
返
す
。

ま
た
百
八
十
七
章
で
は
津
田
は
清
子
に
「
成
程
貴
方
は
天
眼
通
で
な

く
つ
て
天
鼻
通
ね
。
実
際
に
能よ

く
利
く
の
ね
」
と
言
わ
れ
て
「
退
避
た
ぢ
ろ

」

ぐ
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
場
面
で
津
田
が
犬
に
喩
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、『
碧
巌
録
』｢

洞
山
無
寒
暑
」
に
お
い
て
、

「
無
寒
暑
」(

絶
対
相
）
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
悟
る
こ
と
の
で

き
な
い
僧
が
「
韓�

」(

＝
韓
家
の
犬
）
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
で
詠

う
「
喪
家
の
狗
」
に
は
、
津
田
の
本
来
の
自
分
を
見
失
っ
て
い
る
心

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
語
釈
で
示
し
た
よ
う
に
、

「
徘
徊
し
て
草
原
に
あ
り
」
で
は
、
心
の
帰
る
べ
き
場
所
を
求
め
な

が
ら
も
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
出
来
ず
に
世
俗
に
生
き
る
人
を
詠
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
句
に
は
、
津
田
が

本
当
の
自
分
を
求
め
て
、
俗
世
の
な
か
で
う
ろ
つ
く
さ
ま
（
世
俗
で

の
利
害
を
第
一
に
考
え
な
が
ら
も
、
清
子
が
自
分
か
ら
離
れ
た
理
由

を
知
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
心
の
飢
え
）
の
寓
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。「

童
児
誤
っ
て
打
殺
す

何
れ
の
日
に
か
吾
が
門
に
入
ら
ん
」
に

つ
い
て
。

語
釈
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の｢

童
児｣

は
、『
明
暗
』
百
六
十
五

章
（
こ
の
詩
を
創
作
し
た
八
日
後
に
執
筆
）
の
津
田
が
読
ん
だ
手
紙

の
書
き
手
で
あ
る
未
知
の
少
年
と
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
の
前
半
は
、
津
田
が
読
ん
だ
未
知
の
少
年
の

手
紙
に
よ
っ
て
、
何
時
も
の
我
執
が
退
き
、
同
情
心
（
彼
の
う
ち
に

あ
る
真
の
こ
こ
ろ
＝
人
間
性
）
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
（
百
六
十

五
章
）
を
寓
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

時
の
津
田
に
つ
い
て
、
作
者
は
津
田
の
う
ち
に
「
あ
ゝ
是
も
人
間
だ

と
い
ふ
心
持
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
は
す
る
が
、「
そ
れ
よ
り
先
へ
は

一
歩
も
進
ま
な
か
つ
た
」
と
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
未
知
の
少
年

の
手
紙
を
読
ん
で
、
彼
の
う
ち
で
は
我
執
と
は
異
な
る
真
の
心(

＝

「
本
来
の
面
目
」
に
繋
が
る
彼
本
来
の
人
間
的
意
識
＝
第
二
の
心
）
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が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
の
日
常
を
支
配
す
る
第
一

の
心
（
我
執
）
が
そ
の
第
二
の
心
（
真
の
心
）
を
抑
え
付
け
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
作
者
が
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

「
彼
は
其そ

所こ

で
留
ま
つ
た
。
さ
う
し
て�

徊
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ

よ
り
先
へ
は
一
歩
も
進
ま
な
か
つ
た
」
と
語
り
手
は
描
写
す
る
こ
と

に
な
る
。「
吾
が
門
」
と
は
『
明
暗
』
を
書
い
て
い
る
時
点
で
の
漱

石(

＝『

明
暗
』
の
語
り
手
の
禅
的
立
場
）
の
視
点
を
象
徴
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
こ
の
句
で
は
、
津
田
の
心
に
不
遇
の
少
年
に

対
す
る
同
情
心
は
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
津
田
の
心
が

ま
だ
己
の
我
執
を
克
服
で
き
る
段
階
と
は
程
遠
い
こ
と
を
詠
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
詩
は
漱
石
が
『
明
暗
』
百
六
十
四
・
百
六

十
五
章
で
書
く
こ
と
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
で
小
林
か
ら
未
知
の

少
年
の
手
紙
を
読
ま
さ
れ
、
津
田
の
心
に
「
同
情
心
」
が
引
き
起
こ

さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
も
津
田
の
心
は
依
然
と
し

て
我
執
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
己
の
我
執
を
捨
て
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
、
詩
の
中
で
先
取
り
し
て
詠
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
は
こ
の
詩
を
詠
っ
た
八
日
後
に
、
津
田
が
未

知
の
少
年
の
手
紙
を
読
ん
で
同
情
心
を
覚
え
る
場
面
を
描
き
出
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
詩
は
明
ら
か
に
漱
石
の

フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
構
想
メ
モ
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

ｂ

（
十
月
二
十
二
日
）

元
是
太
平
子

元
是
れ

太
平
の
子

寧
居
忘
乱
離

寧
居

乱
離
を
忘
る

忽
然
兵
燹
起

忽
然
と
し
て

兵
燹

起
こ
り

一
死
始
医
飢

一
死

始
め
て
飢
え
を
医
や
す

語
釈

諸
注
は
こ
の
詩
を
現
実
の
戦
争
と
の
関
係
で
解
釈
し
て

い
る
。
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
、
禅
的
な
視
点
に
よ
る

心
の
葛
藤
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
太
平
」｢

寧
居
」

と
は
、
心
に
葛
藤
が
な
く
、
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
、

「
乱
離
」｢

兵
燹
」
と
は
、
心
に
生
じ
る
激
し
い
葛
藤
の
寓
意
で
あ

ろ
う
。「
一
死
」
と
は
、「
大
死
一
番
」
と
同
義
で
、
我
執(

＝
世
俗

に
生
き
る
た
め
の
計
算
高
い
意
識
）
を
捨
て
、
人
間
本
来
の
意
識

(

＝
仏
心
・
本
来
の
面
目
・
自
然
）
に
帰
る

(

無
の
状
態
に
徹
す
る)

こ
と
を
意
味
す
る
。

大
意
（
解
釈)

彼
は
心
に
苦
し
み
の
な
い
人
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
生
活
は
平
穏
で
あ
り
、
精
神
的
葛
藤
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

(

し
か
し
世
俗
に
生
き
る
人
に
は
誰
に
で
も
心
に
飢
え
が
あ
り
、
切

っ
掛
け
が
あ
れ
ば)

、
急
に
心
に
激
し
い
葛
藤
が
生
ず
る
こ
と
に
な

る
。
人
は
我
執
を
捨
て
て
無
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
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心
の
飢
え
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
の
詩
と
『
明
暗
』
と
の
関
係
を
み
て
い
こ
う
。

「
元
是
れ
太
平
の
子

寧
居
乱
離
を
忘
る
」
に
つ
い
て
。

「
太
平
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
詩
を
書
く
前
日
に
執
筆
し
た

『
明
暗
』
百
五
十
七
章
で
、
小
林
が
津
田
に
語
る
言
葉

(

津
田

の
社
会
的
位
置
が
彼
の
贅
沢
や
自
由
や
幸
福
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、

し
か
し
）｢

何
方
ど
っ
ち

が
太
平
で
何
方
が
動
揺
し
て
ゐ
る
か
」(

分
か
ら
な

い
）
と
語
る
言
葉

と
関
係
が
あ
ろ
う
。
津
田
の
心
の
「
太
平
」

は
、
贅
沢
に
よ
る
「
余
裕
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
「
余
裕
」
は
津
田
の
「
利
害
の
論
理

ロ
ジ
ッ
ク

に
抜
目
の
な
い
機
敏
さ
」

(

＝
我
執)

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
（
百
三
十
四
章)

。
彼
の

「
利
害
の
論
理
ロ
ジ
ッ
ク

に
抜
目
の
な
い
機
敏
さ
」
は
き
わ
め
て
強
く
、
彼
の

心
の
う
ち
に
起
こ
る
葛
藤
は
、
い
つ
も
そ
の
機
敏
さ(
＝
計
算
ず
く

で
行
動
す
る
世
俗
の
意
識
＝
彼
の
第
一
の
意
識
）
が
、
彼
の
う
ち
に

あ
る
「
本
来
の
面
目
」
に
繋
が
る
彼
の
本
当
の
意
識(

＝
第
二
の
意

識
）
を
直
ち
に
制
御
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
良
心
の
呵
責
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
百
七
十
三
章
の
語
り
手
は
、

津
田
の
心
の
う
ち
を
、「
彼
は
其
両
面
（
第
一
の
意
識
と
第
二
の
意

識
）
の
対
照
に
気
が
付
い
て
ゐ
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
自
己
の
矛
盾
を

苦
に
す
る
必
要
は
な
か
つ
た
」
と
描
き
出
し
て
い
る
。「
元
是
れ
太

平
の
子
」
と
は
、『
明
暗
』
に
登
場
す
る
津
田
が
己
の
心
の
葛
藤
を

良
心
の
呵
責
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
の
な
い
状
態
を
表
現
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

彼
は
吉
川
夫
人
の
教
育
に
よ
っ
て
、
己
の
意
識
に
あ
る
第
二
の
意

識
（｢

本
来
の
面
目
」
に
繋
が
る
、
彼
本
来
の
人
間
的
意
識
）
を
心

の
奥
深
く
に
押
し
込
め
、
世
俗
に
生
き
る
知
恵
（
計
算
高
い
意
識
＝

我
執
＝
第
一
の
意
識
）
を
、
自
分
の
生
き
方
の
信
条
と
す
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
彼
の
意
識
に
あ
っ
て
は
、
第
一
の
意
識
が
、
第
二
の

意
識
を
押
さ
え
つ
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
在
の
津

田
の
意
識
の
状
態
を
「
寧
居

乱
離
を
忘
る
」
と
詠
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
忽
然
と
し
て
兵
燹
起
こ
り

一
死
始
め
て
飢
え
を
医
や
す
」
に

つ
い
て
。

『
明
暗
』
と
の
関
係
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
兵
燹
」
と
は
、
百
六

十
五
章
（
こ
の
詩
を
創
作
し
た
八
日
後
に
執
筆
）
で
小
林
が
指
摘
す

る
「
良
心
の
闘
ひ
」
が
、
津
田
の
う
ち
に
生
ず
る
こ
と
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
津
田
は
己
の
意
識
の
奥
底
に
彼
本
来
の
意
識
を
押
し
込

め
、
世
俗
に
生
き
る
計
算
高
い
第
一
の
意
識
を
彼
の
生
き
方
の
信
条

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
意
識
の
奥
底
で
は
、
第
二
の
意
識
が

不
断
に
第
一
の
意
識
に
反
逆
し
て
お
り
、
そ
れ
は
津
田
に
あ
っ
て
は
、

清
子
が
突
然
自
分
を
見
捨
て
関
と
結
婚
し
た
理
由
を
知
ら
ず
に
は
お

れ
な
い
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
津
田
の
心
の
う
ち
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に
あ
る
要
素
（
第
二
の
意
識
の
第
一
の
意
識
に
対
す
る
反
逆
）
は
心

の｢

飢
え｣

で
あ
り
、
そ
れ
は
何
か
の
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
、
現
在
の

津
田
を
支
配
し
て
い
る
意
識
（
第
一
の
世
俗
意
識
）
を
激
変
さ
せ
る

要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
百
六
十
章
の
小
林
は
津
田
に
対
し
て
、

「
今
既
に
腹
の
中
で
戦
ひ
つ
ゝ
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
が
も
う
少
し
す
る

と
実
際
の
行
為
に
な
つ
て
外
へ
出
る
丈
な
ん
だ
。」
と
語
る
。
ま
た

百
六
十
五
章
の
小
林
は
、
不
幸
な
少
年
の
手
紙
を
読
ん
で
同
情
心
を

起
こ
し
た
津
田
に
対
し
て
、「
同
情
心
が
起
る
と
い
ふ
の
は
詰
り
金

が
遣
り
た
い
と
い
ふ
意
味
な
ん
だ
か
ら
。
そ
れ
で
ゐ
て
実
際
は
金
が

遣
り
た
く
な
い
ん
だ
か
ら
、
其そ

所こ

に
良
心
の
闘
ひ
か
ら
来
る
不
安
が

起
る
ん
だ
。
僕
の
目
的
は
そ
れ
で
も
う
充
分
達
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ん
だ
」

と
語
る
。
第
三
句
は
、
こ
の
よ
う
な
津
田
の
意
識
内
部
に
お
け
る
葛

藤
の
顕
在
化

津
田
の
う
ち
に
あ
る
第
二
の
心
が
第
一
の
心
に
反

逆
し
、
津
田
の
心
に
激
し
い
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
い

う
、
こ
れ
か
ら
書
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
津
田
の
将
来

を
詠

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
一
死
始
め
て
飢
え
を
医
や
す
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
津
田
の
心

の
飢
え
は
、
彼
が
我
執
（
＝
世
俗
に
生
き
る
た
め
の
計
算
高
い
意
識
）

を
捨
て
、
彼
本
来
の
心
に
帰
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
消
滅
す
る
の
だ

と
い
う
作
者
漱
石
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
明

暗
』
の
展
開
で
云
え
ば
、
こ
の
句
に
は
、
作
者
漱
石
が
、
フ
ラ
ン
ス

料
理
店
の
場
面
で
、
小
林
の
意
見
を
無
視
す
る
津
田
に
対
し
て
の
小

林
の
言
葉

「
事
実
其
物
に
戒
飭
さ
れ
る
方
が
、
遥
か
に
覿
面
で

切
実
で
可
い
だ
ら
う
」

に
託
す
こ
と
に
な
る
、
作
者
漱
石
の
津

田
へ
の
思
い
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
は
次
の
よ
う
な
津
田
に
対
す
る
作
者

漱
石
の
思
い
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

世
俗
に
生
き
る

津
田
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
本
来
の
心
（
第
二
の
心
）
が
、
世
俗
に
生

き
る
た
め
の
計
算
を
旨
と
す
る
意
識(

＝
我
執
＝
第
一
の
心
）
に
よ

っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、「
太
平
」
な
意
識
の
状
態
に
あ
っ

た
が
、
し
か
し
そ
の
代
償
と
し
て
彼
の
心
に
は
「
飢
え
」
が
付
き
ま

と
っ
て
い
る
。
こ
の
「
飢
え
」
は
何
か
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
津
田
の

心
の
「
太
平
」
を
ぶ
ち
壊
し
、
葛
藤(

＝｢

兵
燹｣

）
を
引
き
起
こ
さ

ず
に
は
お
か
な
い
。
彼
の
心
の
「
飢
え
」
は
、
彼
本
来
の
第
二
の
意

識(

＝
真
の
心
＝
仏
性
＝
人
間
的
意
識
）
が
、
第
一
の
意
識(

＝
我
執

＝
現
実
世
界
に
生
き
る
た
め
の
計
算
高
い
世
俗
的
意
識
）
を
克
服
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
お
さ
ま
る
の
だ
。

こ
の
詩
は
、
少
年
の
手
紙
に
接
し
て
も
余
り
心
を
動
か
さ
ず
、
ま

た
小
林
の
真
心
か
ら
の
忠
告
を
も
無
視
す
る
津
田
の
頑
強
な
「
我
執
」

に
対
す
る
漱
石
の
批
判
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
こ
の
側
面
に
つ
い
て

言
え
ば
、
こ
の
詩
は
作
者
漱
石
の
津
田
へ
の
批
判
を
詩
の
な
か
に
封

印
し
、
作
品
『
明
暗
』
に
お
い
て
は
津
田
の
「
我
執
」
を
あ
り
の
ま
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ま
に
客
体
化
し
て
描
き
出
す
と
い
う
手
法
を
貫
徹
さ
せ
る
機
能
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
こ
の
詩
の
テ
ー
マ
は
、
フ
ラ
ン
ス

料
理
店
の
場
面
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
漱
石
が
『
明
暗
』
の
結

末
に
向
け
て
書
く
こ
と
に
な
る
津
田
の
我
執
（
第
一
の
意
識
）
の
行

方
の
見
取
り
図
と
も
か
か
わ
る
。
こ
の
詩
は
漱
石
が
こ
れ
か
ら
書
く

で
あ
ろ
う
津
田
の
我
執
の
行
方
に
つ
い
て
の
構
想
メ
モ
と
い
う
性
格

を
強
く
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

右
に
「
悟
り
の
契
機
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
詩
に
お
け
る
津
田
の
意

識
と
の
重
な
り
を
見
て
き
た
。
前
詩
は
津
田
が
小
林
に
よ
っ
て
不
遇

の
少
年
の
手
紙
を
読
ま
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
内
面
に
あ
る

我
執
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
意
識
が
目
覚
め
る
こ
と
に
重
な
り
、

後
詩
は
、
津
田
の
将
来
の
姿
が
暗
示
的
に
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。『
明
暗
』
は
百
八
十
八
章
で
中
絶
し
て
い
る
た
め
に
、
作
者
漱

石
が
津
田
に
ど
の
よ
う
な
結
末
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
こ
の
二
首
の
絶
句
は
、
温
泉
場
で
の
津
田
と
清
子
と

の
対
話
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
漱
石
が
書
い
た
で
あ
ろ
う

『
明
暗
』
の
結
末
を
暗
示
す
る
構
想
メ
モ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
漱
石
が
日
課
と
し
て
の
漢
詩
創
作
を
中
断
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
最
後
に
位
置
す
る
六
首
の
五
言
絶
句
に
、『

明
暗
』

（
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
）
に
お
け
る
構
想
メ
モ
と
し
て
の
性
格

を
付
与
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。『
明
暗
』
期
に
お
け
る
漢
詩

創
作
の
意
味
は
、
作
者
が
津
田
を
中
心
と
す
る
登
場
人
物
の
意
識
を

描
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
醜
悪
さ
を
、
作
者
の
批
判
的
言
辞
に
よ
っ

て
彩
る
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
客
体
化
し
て
描
き
出
す
と
い
う

手
法
に
徹
す
る
た
め
の
作
業
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿
で

取
り
上
げ
た
六
首
の
絶
句
の
内
容
も
ま
た
同
様
の
機
能
を
持
つ
。
し

か
し
同
時
に
こ
れ
ら
の
六
首
の
絶
句
で
は
、
そ
の
寓
託
を
通
し
て
、

漱
石
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
で
の
小
林
と
津

田
と
の
会
話
の
核
心
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
六

首
の
五
言
絶
句
は
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
場
面
で
作
者
が
描
こ
う
と

す
る
内
容
の
先
取
り
で
あ
り
、
構
想
メ
モ
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
六
首
の
五
言
絶
句
が
持
つ
構
想
メ
モ
と
い

う
性
格
は
、
漱
石
の
『
明
暗
』
の
創
作
意
図
を
如
実
に
示
す
も
の
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
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注
(

１)

『
明
暗
』
各
章
の
執
筆
日
に
つ
い
て
は
、
高
木
文
雄
「
柳
の
あ

る
風
景
」(『

漱
石
の
命
根
』
桜
楓
社
昭
和
五
十
二
年
所
収
論
文
）

及
び
、
拙
稿
「『

明
暗
』
と
漢
詩
の
「
自
然｣｣

（
大
阪
経
済
大
学

「
教
養
部
紀
要
」
十
八
号
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）
参
照
。
ま
た
、

岩
波
『
漱
石
全
集
（
第
二
十
七
巻)

』
所
収
の
「
年
譜
」
に
よ
っ

て
も
、
八
月
十
四
日
に
八
十
九
章
を
書
き
、
そ
の
日
か
ら
七
言
律

詩
を
書
き
始
め
た
こ
と
が
確
証
で
き
る
。

(

２)

本
稿
に
記
す
「
語
釈
」
や
「
大
意
」
は
、
多
く
の
先
学
の
諸
注

釈
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
私
見
と
は
異
な
る
点
も
多
い
。

そ
の
注
記
は
煩
雑
と
な
る
の
で
省
略
し
た
。

(

３)

和
田
利
男
『
漱
石
漢
詩
研
究
』
人
文
書
院
・
昭
和
十
九
年
（
奥

付
は
昭
和
十
二
年
）

(

４)

飯
田
利
行
『
漱
石
詩
集
譯
』
国
書
刊
行
会
・
昭
和
五
十
一
年

(

５)

小
林
の
意
識
の
特
徴
は
、
近
代
的
思
惟
（
社
会
主
義
的
意
識
）

と
禅
的
思
惟
と
が
重
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
禅
的

視
点
に
よ
っ
て
、
小
林
の
社
会
主
義
的
意
識
の
内
実
（
そ
の
肯
定

面
と
否
定
面
）
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(

６)

こ
の
詩
の
「
估
客
」
に
は
次
の
良
寛
詩
の｢

人
の
買
う
な
し｣

の

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
詩
全
体
の
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。

十
字
街
頭
一
布
袋

十
字
街
頭

一
布
袋

放
去
拈
来
凡
幾
年

放
去
拈
来

お
よ
そ
幾
年
ぞ

無
限
風
流
無
人
買

無
限
の
風
流

人
の
買
う
な
し

帰
去
来
兮
兜
史
天

帰
り
な
ん
い
ざ

兜
史
天

(

７)

一
海
友
義
『
漱
石
全
集
』
第
十
八
巻
（
漢
詩
文
）
岩
波
書
店
・

一
九
九
五
年

(

８)

吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
岩
波
新
書
・
一
九
六
七
年

(

９)

漱
石
が
描
き
出
す
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
で
の
小
林
の
意
識
の
あ

り
よ
う
の
問
題
は
、
作
者
自
身
の
理
想
の
分
裂

彼
の
目
指
す

禅
的
な
境
位
（
大
愚
）
か
ら
す
れ
ば
、
小
林
の
制
限
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
社
会
や
金
と
の
小
林
の
格
闘
と
、
彼
の
社
会
的
不
合
理

へ
の
批
判
（
＝
禅
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
世
に
対
す
る
執
着
）

に
は
、
共
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
漱
石
の
意
識
の
う
ち
に

あ
る
理
想
の
分
裂

と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(

10)

こ
の
詩
は
托
鉢
を
詠
っ
た
良
寛
詩
「
富
貴
は
わ
が
事
に
あ
ら
ず

…
…
腹
を
満
た
さ
ば
志
願
足た

る
。
…
…
一
鉢
到
る
と
こ
ろ
に
携
え

布
嚢
ま
た
相
宜よ

ろ

し
」
と
い
う
禅
僧
の
イ
メ
ー
ジ
と
繋
が
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
詩
が
「
托
鉢
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

(

11)

小
村
定
吉
『
新
訳
漱
石
詩
選
』
沖
積
舎
・
昭
和
五
十
七
年
。

「
君
恩
」
と
は
托
鉢
を
伝
え
た
「
仏
恩
」
の
こ
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
の
用
例
を
管
見
の
範
囲
で
は
見
つ
け
え
な
い
の
で
、
今
は
小
村

氏
の
注
に
従
う
。
後
考
を
待
つ
。

(
12)

次
に
引
く
良
寛
詩
と
の
類
似
も
考
え
ら
れ
る
。

城
中
乞
食
了

城
中

食
を
乞
い
お
わ
り

得
々
携
嚢
帰

得
々
と
し
て
嚢

ふ
く
ろ
を
携
え
て
帰
る

帰
来
知
何
処

帰
り
来
る

知
ら
ず

い
ず
れ
の
と
こ
ろ
ぞ
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家
在
白
雲
陲

家
は
白
雲
の
陲

ほ
と
り

に
在
り

(

13)

山
田
無
文
『
碧
巌
録
全
提
唱
』
第
一
則
（
本
則
の
下
語)

・
第

六
十
六
則
（
本
則
の
評
唱
・
頌
の
下
語
）
な
ど
の
解
説
。

(
14)
中
村
宏
『
漱
石
漢
詩
の
世
界
』
第
一
書
房
・
昭
和
五
十
八
年

(

15)
拙
稿
「『

明
暗
』
に
お
け
る
清
子
の
形
象｣

（｢

大
阪
経
大
論
集
」

(

五
二
巻
六
号)

二
〇
〇
二
年
三
月
）

付
記

本
稿
は
阪
神
近
代
文
学
会
（
二
〇
〇
二
年
七
月
十
三
日
於
神

戸
山
手
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

『明暗』(フランス料理店の場面)と構想メモとしての五言絶句532 ( 19 )


