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伊
藤
桂
一
『
寒
い
旅
』
論

小
櫃
暢
太
郎

一

「
寒
い
旅
」
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
九
月
に
『
小
説
新
潮
』
に

発
表
さ
れ
た
伊
藤
桂
一
の
小
説
で
あ
る
。
作
家
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
三
月
上

旬
に
、
あ
る
雑
誌
か
ら
、
富
士
の
裾
野
か
ら
箱
根
に
か
け
て
の
取
材
旅
行
を

頼
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
有
名
な
観
光
地
が
並
ん
で
い
る
裾
野
か
ら
箱
根
の
間

に
あ
る
、「
盲
点
の
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
」
温
泉
場
を
探

る
取
材
で
あ
り
、
そ
の
記
事
の
内
容
も
「
少
々
残
寒
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ム
リ
を
し
て
早
春
の
旅
情
を
楽
し
む
」
も
の
に
す
る
よ
う
に
と
、
編
集
側
か

ら
の
注
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。「
ぼ
く
」
は
一
年
半
ほ
ど
、
全
身
の
神
経

痛
と
い
う
身
体
の
不
調
の
た
め
に
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
だ
っ
た
の
だ
が
、

近
頃
身
体
の
調
子
が
良
く
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
「
こ
こ
ら
で
気
分
転
換
を

す
る
の
も
い
い
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、「
ぼ
く
」
が
そ
の
仕

事
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
は
始
ま
る
。

「
ぼ
く
」
は
最
初
、
取
材
に
つ
い
て
の
編
集
部
の
注
文
を
聞
い
た
際
に
、

富
士
の
裾
野
の
「
早
春
の
旅
情
」
を
「
瞼
に
思
い
浮
か
べ
る
」。
当
初
、
こ

の
取
材
旅
行
に
は
「
早
春
」
に
触
れ
る
と
い
う
目
的
設
定
が
な
さ
れ
て
お

り
、「
ぼ
く
」
も
そ
の
風
景
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
語
り
手
は

ま
ず
読
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
裾
野
の
残
雪
の
状
況

を
編
集
者
に
確
認
す
る
が
、
そ
の
編
集
者
の
返
事
は
「
ま
ぁ
大
丈
夫
で
し
ょ

う
」
と
い
う
曖
昧
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
裾
野

の
状
況
を
捉
え
な
い
ま
ま
に
取
材
の
件
を
了
承
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
東
京

に
淡
雪
が
降
っ
て
か
ら
半
月
以
上
経
っ
て
い
る
の
で
残
雪
は
ほ
と
ん
ど
な

い
、
と
い
う
予
想
が
「
ぼ
く
」
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
が
、
し
か
し
、

「
寒
い
旅
」
と
い
う
題
名
と
、
取
材
を
引
き
受
け
る
段
の
最
後
に
一
言
「
思

い
の
ほ
か
で
あ
っ
た
。」
と
そ
の
旅
が
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
予
告
す
る
よ
う

に
、旅
の
過
程
は
「
ぼ
く
」
が
当
初
思
い
描
い
た
「
早
春
の
旅
情
を
楽
し
む
」

と
い
う
予
想
に
留
ま
ら
な
い
も
の
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
は
禍

福
が
入
り
混
じ
っ
た
「
思
い
の
ほ
か
」
に
、
裾
野
で
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
ま
ず
汽
車
に
乗
っ
て
箱
根
へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
だ
が
、
小

仏
を
す
ぎ
た
辺
り
か
ら
、
汽
車
の
窓
か
ら
見
え
る
風
景
が
変
容
し
て
い
く
。

裾
野
の
方
向
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
積
雪
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
「
よ
ほ
ど
工
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夫
し
な
い
と
写
真
で
早
春
の
感
じ
を
出
す
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
」
と

思
わ
せ
る
、
雪
の
世
界
が
「
ぼ
く
」
の
眼
前
を
覆
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ

で
も
汽
車
に
い
る
内
は
良
か
っ
た
が
、
汽
車
を
富
士
吉
田
で
下
り
、
Ｏ
温
泉

へ
と
向
か
う
バ
ス
を
探
す
頃
に
は
周
り
の
景
色
が
「
完
全
な
雪
景
」
に
な
っ

て
お
り
、「
ぼ
く
」
は
全
身
を
ゆ
っ
く
り
締
め
付
け
る
よ
う
な
寒
さ
を
感
じ

は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、「
ぼ
く
」
は
軽
快
し
て
い
た
は
ず
の

神
経
痛
が
ぶ
り
か
え
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
時
点
で
自
分
が
寒
さ
に
弱
い
こ
と
を

回
想
を
交
え
て
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
の
原
因
が
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
点
を
紹
介
し
た
い
。

寒
冷
に
弱
い
の
は
、
体
質
の
た
め
な
の
か
そ
れ
と
も
皮
膚
感
覚
の
問

題
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
栄
養
が
原
因
か
も
し
れ
な
い
し
、

神
経
痛
の
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
自
分
の
寒
冷
へ
の
弱
さ
の
原
因
を
、
何
か
一
つ
に
断

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。「
思
い
の
外
」
の
旅
の
中
で

寒
さ
に
遭
遇
し
、
こ
れ
か
ら
旅
程
の
い
た
る
場
面
で
特
定
の
療
法
が
存
在
し

な
い
症
状
に
「
ぼ
く
」
は
困
ら
さ
れ
て
い
く
訳
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
早

春
の
裾
野
の
寒
さ
を
強
調
す
る
と
共
に
、
こ
の
旅
が
何
か
一
つ
に
断
定
で
き

な
い
、
予
想
で
き
な
い
、
定
ま
ら
な
い
不
確
定
な
も
の
と
出
会
う
旅
で
あ
る
、

と
い
う
点
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。「
ぼ
く
」
の
旅
は
こ
の
時
点
に
お

い
て
、「
早
春
の
旅
情
を
楽
し
む
」
と
い
う
楽
観
的
な
旅
か
ら
、
原
因
の
分

か
ら
な
い
寒
さ
と
自
分
の
身
体
の
不
調
と
に
付
き
合
っ
て
い
く
旅
へ
と
変
貌

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
予
想
で
き
な
い
旅

の
過
程
の
中
で
「
ぼ
く
」
は
寒
さ
に
困
惑
し
つ
つ
も
、様
々
な
印
象
を
抱
き
、

ま
た
様
々
な
想
起
や
思
考
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

二

山
中
湖
方
面
の
国
道
を
左
に
曲
が
っ
た
道
を
し
ば
ら
く
進
む
と
Ｏ
温
泉
の

「
鄙
び
た
湯
」
が
あ
り
、
寒
さ
に
辟
易
し
な
が
ら
「
ぼ
く
」
は
そ
こ
に
一
泊

し
、
そ
の
周
囲
を
取
材
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
旅
館
で
の
顛
末
も
ま
た
、

一
つ
の
印
象
に
収
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
描
写
が
、
裾
野
の
宿
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
最
初
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

案
内
し
て
く
れ
た
の
は
絣
の
モ
ン
ペ
を
履
い
た
、ほ
っ
ぺ
た
の
紅
い
、

女
中
さ
ん
と
も
娘
さ
ん
と
も
つ
か
ぬ
女
性
だ
っ
た
が
、
愛
想
も
い
わ
ず

物
怖
じ
も
せ
ず
そ
の
く
せ
事
務
的
で
も
な
く
、
素
朴
の
よ
う
に
も
不
親

切
の
よ
う
に
も
と
れ
る
妙
な
印
象
だ
っ
た
が
、（
中
略
）
自
分
で
説
明

す
る
の
が
面
倒
な
の
か
、そ
れ
と
も
気
を
き
か
せ
て
く
れ
て
い
る
の
か
、

ど
ち
ら
と
も
わ
か
ら
な
い
。

応
対
に
出
た
女
性
が
、
果
た
し
て
ど
う
い
っ
た
印
象
を
持
つ
の
か
、「
ぼ

く
」
は
捉
え
か
ね
、「
妙
な
印
象
だ
っ
た
」
と
、
判
断
を
泳
が
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
女
性
が
果
た
し
て
「
素
朴
」
な
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
ぼ
く
」

に
た
い
し
て
「
不
親
切
」
な
人
な
の
か
、
こ
こ
で
は
「
ぼ
く
」
は
価
値
判
断

を
留
保
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
女
性
に
出
迎
え
ら
れ
て
一
日
目
の

裾
野
の
宿
の
取
材
は
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
こ
の
土
地
の
取
材
に
行
く
こ
と
を
決
め
た
「
ぼ
く
」
は
、
女
中
に

「
近
所
の
名
勝
な
ど
も
み
た
い
か
ら
、
様
子
を
ち
ょ
っ
と
聞
か
せ
て
も
ら
え

な
い
か
」
と
頼
む
。
す
る
と
、
弥
八
さ
ん
と
い
う
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
を
紹

介
さ
れ
る
。
ぼ
く
は
そ
の
応
対
に
対
し
て
女
中
が
「
自
分
で
す
る
の
が
面
倒

な
の
か
、
そ
れ
と
も
気
を
き
か
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
わ
か
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ら
な
い
。」
と
例
に
よ
っ
て
思
う
も
の
の
、「
出
来
る
だ
け
早
く
こ
の
寒
い
場

所
を
発
っ
て
し
ま
」
い
た
い
と
考
え
、
カ
メ
ラ
一
つ
の
軽
装
で
、
タ
ク
シ
ー

の
運
転
手
の
勧
め
で
陥
没
湖
と
鱒
の
養
魚
場
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ス

の
中
で
は
「
白
雪
に
彩
ら
れ
た
壮
麗
な
富
士
を
仰
ぎ
み
る
余
裕
も
な
」
か
っ

た
「
ぼ
く
」
だ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
取
材
で
、
裾
野
の
風
景
を
堪
能
す
る

こ
と
に
な
る
。

裾
野
の
風
景
と
い
う
の
は
、
し
か
し
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
し
か
っ
た
。

白
樺
を
ま
じ
え
た
樹
林
帯
に
、
二
戸
三
戸
と
散
ら
ば
る
、
雪
を
か
ぶ
っ

た
農
家
の
趣
も
め
ず
ら
し
か
っ
た
し
、
こ
れ
が
陥
没
湖
だ
と
い
っ
て
車

の
停
ま
っ
た
と
き
、
目
前
に
み
た
周
囲
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
な
い

透
明
な
湖
も
、
ぐ
る
り
が
森
閑
と
し
た
雪
景
で
あ
る
だ
け
に
、
一
段
と

目
を
惹
い
た
の
で
あ
る
。

湖
の
水
が
流
れ
る
水
車
が
富
士
山
を
背
景
に
し
て
い
る
姿
を
「
芝
居
の
書

き
割
り
で
も
こ
う
は
ゆ
く
ま
い
」、「
旅
び
と
に
、
ほ
う
、
と
息
を
呑
み
込
ま

せ
る
の
を
、
先
刻
承
知
し
て
い
る
と
い
う
按
配
な
の
だ
」
と
、
絶
賛
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
当
然
「
早
春
の
気
配
な
ど
は
み
じ
ん
も
な
く
」、
裾
野

が
「
早
春
の
旅
情
」
と
い
う
取
材
の
目
的
に
か
な
っ
た
場
で
は
な
い
、
冬
の

景
色
が
広
が
り
行
く
場
で
あ
る
と
い
う
描
写
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。

し
か
し
そ
う
い
っ
た
冬
の
絶
景
を
見
て
い
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
次
に
そ
の

場
の
「
名
画
的
な
構
図
」
に
な
っ
て
い
る
湖
水
に
目
を
む
け
る
。
そ
し
て
、

そ
の
湧
水
を
手
を
入
れ
て
み
る
と
、水
に
し
び
れ
る
よ
う
な
冷
た
さ
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
ぼ
く
」
は
「
水
温
の

中
に
、
春
の
気
配
は
さ
ぐ
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
こ
と
で
、「
早
春
の

旅
情
」
を
肌
で
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
は
、
寒
さ
と
裾
野
の
冬
の
景
色
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
か

ら
題
名
通
り
こ
の
旅
が
「
寒
い
旅
」
と
呼
べ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
だ
が
一
方
で
、
そ
の
寒
さ
の
中
か
ら
「
春
」
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
る
描

写
へ
と
繋
げ
ら
れ
て
お
り
、「
早
春
の
旅
情
」
を
見
出
し
た
旅
と
も
解
釈
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
裾
野
の
「
冬
」
と

「
春
」
と
の
混
在
が
、
語
り
の
流
れ
の
中
で
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
旅
館
を
発
ち
、
裾
野
か
ら
箱
根
に
む
か
う
車
中

の
場
面
に
お
い
て
も
ま
た
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

バ
ス
が
籠
坂
を
越
え
て
ゆ
く
あ
い
だ
の
、
次
第
に
俯
瞰
を
深
め
る
景

観
は
、
そ
れ
が
雪
景
で
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
眼
に
し
み
て
美
し
か
っ

た
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
ぼ
く
は
身
体
の
異
常
を
忘
れ
た
ほ
ど
で
あ

る
。（
中
略
）
み
と
れ
た
ま
ま
時
間
を
忘
れ
た
う
ち
に
、
ま
も
な
く
バ

ス
は
下
り
に
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
、
雪
を
も
た
な
い
平
地
の
風
景
が

望
見
さ
れ
て
き
た
。
峠
は
、
下
る
に
つ
れ
て
微
妙
に
春
の
気
配
に
浸
っ

て
ゆ
く
か
に
見
え
、
須
走
に
い
た
る
と
、
雪
は
全
く
消
え
て
い
た
。

作
者
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
旅
の
中
で
遭
遇
し
た
寒
さ
を
強
調
す
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
そ
の
寒
さ
の
中
に
あ
る
春
の
気
配
や
、
冬
の
情
景
が
春
の
そ

れ
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
様
を
克
明
に
描
き
出
し
て
も
い
る
の
だ
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、「
寒
い
旅
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
最
初
設
定
さ
れ
た

「
残
冬
が
残
っ
て
い
て
も
、
無
理
を
し
て
早
春
の
旅
情
を
楽
し
む
」
と
い
う

目
的
を
達
成
し
て
い
る
よ
う
に
読
者
に
は
受
け
取
れ
る
訳
な
の
だ
が
、
一
方

で
先
に
見
て
き
た
と
お
り
、「
ぼ
く
」
が
寒
さ
に
弱
く
そ
れ
に
対
す
る
恨
み

を
語
り
続
け
る
点
や
、
ま
た
逆
に
「
春
」
の
そ
れ
と
同
様
に
「
冬
」
の
情
景

や
風
物
に
対
し
て
も
感
動
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
な
ど
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
自
身
の
感
動
や
感
覚
を
そ
の
ま
ま
書
き
連
ね
て
い
っ
て
い
る
の

が
「
ぼ
く
」
の
語
り
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
語
り
に
よ
っ
て
「
寒
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い
旅
」
は
、
旅
が
当
初
の
目
的
設
定
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
も
、
達
成

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
読
者
に
多
様
な
解
釈
を
投
げ
か
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
ぼ
く
」
が
感
じ
た
「
早
春
の
旅
情
」

を
、
一
通
り
の
も
の
と
し
て
読
者
に
印
象
づ
け
ま
い
と
す
る
小
説
の
仕
掛
け

が
、「
ぼ
く
」
の
語
り
の
中
で
息
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
情
景
を
堪
能
し
た
後
、
宿
に
戻
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、
温
泉
に

入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
部
屋
で
「
は
じ
め
て
た
め
息
が
出
る
ほ
ど
く
つ
ろ
」

ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
先
の
印
象
が
定
ま
ら
な
い
女

中
が
や
っ
て
く
る
。

炬
燵
に
入
っ
て
一
服
つ
け
た
が
、
吸
殻
入
も
な
い
の
で
、
炬
燵
の
中

に
灰
を
落
と
し
て
い
る
と
、
先
刻
の
娘
さ
ん
が
茶
菓
を
も
っ
て
あ
が
っ

て
き
た
。
菓
子
は
峠
の
茶
店
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
よ
く
売
っ
て
い
る
、

ネ
ジ
リ
ン
ボ
ウ
と
い
う
駄
菓
子
で
あ
る
。
き
っ
と
黙
っ
て
帰
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
、
こ
ち
ら
も
黙
っ
た
ま
ま
で
い
る
と

「
旦
那
さ
ん
。
い
か
が
で
し
た
か
」

と
、
膝
を
突
い
た
ま
ま
で
き
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
ん
で
も
な
い
と

き
に
、
に
こ
つ
と
笑
う
よ
う
に
す
る
の
は
、
や
は
り
純
粋
な
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、女
中
に
対
す
る
先
の
印
象
が
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ

て
い
く
過
程
の
中
で
、「
や
は
り
純
粋
な
の
だ
ろ
う
」
と
好
感
へ
と
収
束
し

て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、「
ぼ
く
」
の
寒
さ
に
つ
い
て
の
実

感
を
共
有
で
き
な
い
現
地
の
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
ぼ
く
」
は
寒
さ
に

困
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
訳
な
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
「
ぼ
く
」
の
損
得
と

は
別
に
、
過
程
の
中
か
ら
人
の
印
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
勢

を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

温
泉
に
入
っ
て
く
つ
ろ
い
で
い
た
「
ぼ
く
」
だ
っ
た
が
、
次
第
に
部
屋
の

寒
気
に
困
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。「
い
か
に
も
冬
の
宿
ら
し
い
粗
末
な
」

料
理
を
無
理
を
し
て
食
べ
た
後
、
部
屋
の
窓
に
隙
間
が
あ
い
て
い
る
こ
と
を

発
見
す
る
。
そ
の
寒
さ
に
耐
え
る
た
め
に
、
寝
る
前
に
も
う
一
度
湯
に
入
る

が
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
。
仕
方
な
い
か
ら
部
屋
の
中
で
、「
ぼ
く
」
に

自
身
の
身
体
を
「
自
分
の
力
で
解
決
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
」
方
法
と
し
て

Ｎ
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
体
操
法
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
Ｎ
先
生
と
は
健

康
法
を
「
ぼ
く
」
に
教
え
て
、
ま
た
「
ぼ
く
」
の
健
康
観
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
人
物
な
の
だ
が
、
そ
の
人
と
な
り
を
回
想
し
つ
つ
、「
ぼ
く
」
は
な

ん
と
か
布
団
に
潜
り
込
み
、
無
理
に
で
も
寝
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
翌
朝
起
き
て
す
ぐ
に
「
ぼ
く
」
は
顔
を
洗
お
う
と
し
て
裏
の
川
に
出

て
い
き
、
好
天
で
朝
の
陽
ざ
し
が
「
み
る
か
ぎ
り
の
雪
景
を
ま
ぶ
し
く
射
て

い
る
」
姿
を
見
た
「
ぼ
く
」
は
、
昼
頃
に
は
寒
さ
が
緩
和
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う

と
推
測
す
る
。
顔
を
洗
い
終
え
た
後
、「
な
に
か
に
ぶ
つ
か
る
と
、
身
体
が

カ
チ
カ
チ
鳴
り
そ
う
な
寒
さ
さ
え
我
慢
す
れ
ば
、
こ
の
雪
の
裾
野
の
澄
冷
を

き
わ
め
た
空
気
の
味
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
」
と
、
あ
れ
だ
け
辟
易
し
て
い

た
冬
の
空
気
を
味
わ
い
つ
つ
、「
銀
粉
の
微
塵
が
舞
い
立
つ
か
と
み
え
る
」

富
士
の
姿
を
仰
ぎ
見
た
後
、
朝
食
を
食
べ
た
ら
、
宿
を
出
る
時
分
に
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
旅
の
感
想
を
、「
ぼ
く
」
は
こ
う
総
括
し
て
い
る
。

自
体
こ
の
旅
も
、
あ
る
意
味
で
は
身
体
の
訓
練
の
た
め
で
あ
っ
た
の

だ
し
、
故
障
が
出
れ
ば
自
分
で
手
当
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
貴
重
な
練
習

を
積
む
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
宿
泊
代
の
千
円
を
女
中
に
払
う
際
に
、「
寒
さ
に
い
じ
め
ら
れ

た
か
と
思
う
と
、
高
い
と
も
安
い
と
も
い
え
な
い
。」
と
「
ぼ
く
」
は
旅
館

に
つ
い
て
の
感
想
を
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
裾
野
の
宿
で
の

宿
泊
の
価
値
決
定
が
「
高
い
と
も
安
い
と
も
い
え
な
い
」
と
い
う
冒
頭
同
様
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の
曖
昧
な
対
句
に
よ
っ
て
保
留
さ
れ
て
お
り
、「
春
」
と
「
冬
」
の
旅
情
が

混
在
し
て
い
た
旅
が
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
そ
の
印
象
を
確
定
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
読
者
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
旅
の
目
的

も
ま
た
、「
残
冬
が
残
っ
て
い
て
も
、
無
理
を
し
て
早
春
の
旅
情
を
楽
し
む
」

と
い
う
当
初
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
「
身
体
の
訓
練
の
た
め
」「
故
障

が
出
れ
ば
自
分
で
手
当
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
貴
重
な
練
習
を
積
む
た
め
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
。当
初
の
目
的
の
達
成
如
何
を
曖
昧
に
保
留
し
た
ま
ま
、

「
ぼ
く
」
に
よ
っ
て
裾
野
で
の
一
泊
の
出
来
事
が
、「
あ
る
意
味
で
は
」
と

い
う
言
葉
が
つ
い
た
別
の
目
的
を
総
括
さ
れ
る
こ
と
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ぼ
く
」
が
旅
で
得
た
収
穫
は
、
そ
の
多
様
性
を
残
し
た
ま
ま
読
者
に
届
け

ら
て
い
る
の
で
あ
る
。

語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
「
〜
で
も
〜
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
曖
昧
さ

を
演
出
す
る
表
現
を
こ
の
旅
の
冒
頭
と
終
わ
り
に
配
置
し
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
「
ぼ
く
」
は
こ
の
裾
野
の
旅
を
一
つ
の
目
的
意
識
や
印
象
に
よ
っ
て

捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
裾
野
の

冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
風
物
や
景
色
の
す
ば
ら
し
さ
が
、
そ
れ
ら
が
混
在
し

た
形
の
ま
ま
、こ
の
小
説
の
描
写
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
寒
い
旅
」
の
中
で
「
ぼ
く
」
は
カ
メ
ラ
を
手
に
し
つ
つ
ほ
と
ん
ど
写
真
は

撮
ら
な
い
が
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
捉
え
切
れ
な
い
「
冬
」
と
「
春
」

の
混
在
が
、「
寒
い
旅
」
と
い
う
小
説
の
中
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
混
在

を
そ
の
ま
ま
読
者
に
読
ま
せ
る
た
め
に
、
語
り
の
中
で
様
々
な
仕
掛
け
が
為

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三

前
章
で
は
一
つ
の
目
的
意
識
や
印
象
に
と
ら
わ
れ
な
い
語
り
が
、
読
者
に

旅
の
多
様
な
情
景
を
伝
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
論
じ
た
訳
だ
が
、
そ
れ
と
並

行
し
て
「
ぼ
く
」
の
思
想
が
、
回
想
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
、
今
章
で
は
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
小
説
に
お
い
て
語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、
旅
の
旅
情
を
語
る
一

方
で
、
多
く
の
脈
絡
の
な
い
回
想
を
交
え
て
い
く
。
例
え
ば
裾
野
の
宿
の
温

泉
に
入
り
「
四
肢
が
の
び
の
び
と
し
て
き
た
」
時
に
「
女
性
の
編
集
者
の

眼
」
を
思
い
出
し
、「
ぼ
く
」
は
男
に
も
女
に
も
少
な
い
「
澄
ん
だ
眼
」
の

人
物
に
つ
い
て
の
考
察
を
語
り
出
し
て
い
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
回
想
は

「
女
性
の
眼
の
澄
ん
で
い
る
こ
と
と
、
裾
野
の
寒
気
に
ど
う
い
う
つ
な
が
り

が
あ
る
の
か
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
閉
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
う

い
っ
た
連
想
に
よ
っ
て
語
り
が
そ
の
ま
ま
自
分
が
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ

と
を
書
き
連
ね
る
の
が
、
こ
の
小
説
の
構
成
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
回
想
と
も
連
想
と
も
つ
か
な
い
語
り
の
中
で
中
心

的
に
描
写
さ
れ
る
の
が
、前
述
し
た
Ｎ
先
生
と
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
「
ぼ
く
」

自
身
の
健
康
観
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
旅
の
最
初
で
「
も
し
身
体
上
に
お
け
る
困
難
な
事
情
に
遭
遇

す
れ
ば
、
と
に
か
く
そ
れ
を
自
分
の
力
で
解
決
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
、
と

い
う
方
法
を
、な
に
か
教
え
ら
れ
て
い
た
」
と
語
っ
て
お
り
、実
際
そ
う
い
っ

た
体
操
法
が
本
文
中
で
も
い
く
つ
か
実
践
さ
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

教
え
た
の
が
、
Ｎ
先
生
と
呼
ば
れ
る
人
物
だ
。
Ｎ
先
生
は
、
眼
を
澄
む
こ
と

に
つ
い
て
の
、
そ
の
次
の
回
想
で
、「
眼
の
澄
む
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
人
」
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と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
限
り
で
は
整
体
師
で
あ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る
Ｎ
先
生
は
、
最
初
の
回
想
で
は
「
硬
結
」
と
い
う
も
の
が
で
き

る
と
、
そ
れ
か
ら
四
日
目
に
人
は
死
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
「
ぼ
く
」

に
教
え
る
人
物
と
し
て
読
者
に
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
と
き
、「
ぼ

く
」
は
、
人
間
の
身
体
が
「
驚
く
べ
き
忠
実
さ
で
、
自
身
の
生
命
を
守
っ
て

い
る
」
こ
と
に
気
づ
き
、「
肉
体
そ
れ
自
体
の
誠
実
な
営
為
」
に
感
動
を
覚

え
た
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
き
、「
ぼ
く
」
は
今
ま
で
自
身
が
肉
体
を

軽
視
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
「
狭
い
知
識
と
あ
い
ま
い
な
よ
り
ど
こ
ろ
だ
け

で
、
ず
い
ぶ
ん
と
無
益
な
投
薬
の
歴
史
を
く
り
返
し
て
き
た
」
こ
と
を
、
Ｎ

先
生
の
健
康
観
に
触
れ
た
と
き
反
省
し
た
と
「
ぼ
く
」
は
回
想
し
て
い
る
。

「
ぼ
く
」
は
、
自
身
の
神
経
痛
が
こ
の
先
生
の
健
康
法
に
よ
っ
て
軽
快
し

て
い
っ
た
と
語
っ
て
お
り
、「
ぼ
く
」
の
健
康
観
は
大
き
く
こ
の
Ｎ
先
生
の

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
今
章
で
は
、
そ
の
健
康
観
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
「
ぼ
く
」
が
Ｎ
先
生
の
健
康
観
を
ど
の
よ
う
に

咀
嚼
し
て
い
る
か
を
、
回
想
の
場
面
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

裾
野
を
離
れ
、
御
殿
場
へ
着
き
、
箱
根
へ
向
か
う
た
め
に
「
ぼ
く
」
は
バ

ス
を
乗
り
換
え
る
。
そ
こ
で
、
遠
く
か
ら
「
富
士
を
遠
望
す
る
御
殿
場
一
帯
」

が
「
パ
ノ
ラ
マ
」
の
眼
前
に
広
が
る
光
景
に
感
動
す
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き

に
ふ
と
、「
ぼ
く
」
は
戦
時
中
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

戦
時
中
、
中
国
大
陸
で
「
そ
の
時
の
風
土
と
い
う
も
の
か
ら
、
無
言
の
説

得
を
受
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
」
た
と
「
ぼ
く
」
は
回
想
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
分
と
「
自
国
と
の
風
土
の
脈
絡
」
と
い
っ
た
も
の
を
再
確
認
し
た

と
す
る
「
ぼ
く
」
は
、
そ
こ
か
ら
「
八
月
十
五
日
に
戦
争
が
終
わ
ら
ず
、
米

軍
が
上
陸
し
て
き
て
、
日
本
軍
ゲ
リ
ラ
を
掃
蕩
し
な
が
ら
こ
の
箱
根
を
越
え

て
き
」
て
、
富
士
の
景
観
を
み
た
ら
何
と
思
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
米
軍

の
兵
士
達
は
富
士
か
ら
「
観
光
的
な
驚
嘆
か
感
銘
」
し
か
見
出
さ
な
い
、
と

仮
定
し
た
「
ぼ
く
」
は
「
か
れ
ら
の
日
本
及
び
東
洋
に
対
す
る
理
解
は
、

し
ょ
せ
ん
観
光
的
な
理
解
の
域
を
越
え
得
な
い
の
で
は
な
い
か
」、「
風
土
の

上
で
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
意
外
に
き
び
し
い
問
題
を
蔵
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
思
考
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ

る
「
ぼ
く
」
の
思
想
の
傾
向
と
し
て
、「
ぼ
く
」
が
中
国
と
日
本
と
が
繋
が

り
を
感
じ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
東
洋
と
西
洋
、
と
い
う
二
項
対
立
の
考

え
に
よ
っ
て
三
国
を
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
点
を
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
東
洋
と
西
洋
を
腑
分
け
す
る
思
考
が
、
先

の
医
療
観
と
繋
が
り
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
の
回
想
で
使
用
さ

れ
た
「
無
益
な
投
薬
の
歴
史
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
ぼ

く
」
が
西
洋
医
学
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
回
想
の
節
々
で

ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
大
事
な
の
は
、
こ
う
い
っ
た
作
者
の
意
識
や
考
え

が
「
一
種
の
旅
情
に
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
身
に
湧
い
て
き
た
」
も
の

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
だ
。
こ
う
い
っ
た
作
者
の
考
え
は
、
あ

く
ま
で
「
寒
い
旅
」
の
本
筋
や
目
的
か
ら
遊
離
し
た
、
と
り
と
め
の
な
い
連

想
と
い
う
形
式
で
語
ら
れ
て
お
り
、
秩
序
立
っ
た
理
論
と
し
て
順
序
よ
く
整

理
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
語
り
が
採
用
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
は
、
何
か
を
一
つ
の
こ
と
を
分
析
し
、
主
張
し
て

い
く
西
洋
的
視
点
を
回
避
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に

論
じ
た
目
的
設
定
と
そ
の
多
様
化
と
も
関
連
性
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
と
も

か
く
に
も
一
見
方
向
性
が
定
ま
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
「
ぼ
く
」
の
語
り

は
、
東
洋
医
学
に
類
す
る
で
あ
ろ
う
整
体
師
ら
し
き
Ｎ
先
生
と
、
そ
れ
に
影
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響
を
受
け
た
自
身
の
健
康
観
を
語
る
上
で
、
戦
略
的
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が

伺
え
る
の
で
あ
る
。

箱
根
に
つ
い
た
後
、
こ
れ
で
寒
さ
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
安
心
し

た
「
ぼ
く
」
は
、
二
泊
目
の
宿
で
あ
る
箱
根
下
湯
の
Ｂ
楼
と
い
う
旅
館
に
向

か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
途
中
で
、
足
を
痛
め
た
犬
に
遭
遇
す
る
。

そ
の
犬
の
前
足
の
治
療
を
し
よ
う
と
「
ぼ
く
」
は
考
え
る
の
だ
が
、
細
君
ら

し
い
人
が
赤
ん
坊
を
あ
や
す
た
め
に
そ
の
犬
を
呼
ん
で
い
た
の
で
や
め
に
し

て
し
ま
う
。
そ
の
時
に
、
浜
松
で
犬
の
喘
息
を
治
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い

く
。浜

松
で
は
喘
息
に
苦
し
む
犬
の
喉
に
手
を
当
て
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喘
息

を
治
し
た
と
「
ぼ
く
」
は
回
想
し
て
い
る
。
手
を
当
て
た
際
に
犬
が
全
面
的

な
信
頼
を
寄
せ
て
き
た
の
で
、「
ぼ
く
」
は
そ
こ
に
無
条
件
の
了
解
、
と
い

う
の
も
読
み
と
り
感
動
し
た
と
い
う
。手
を
当
て
て
、気
を
送
る
こ
と
に
よ
っ

て
犬
の
喘
息
を
治
し
た
と
す
る
「
ぼ
く
」
は
、「
無
心
な
誠
実
な
気
を
そ
そ
」

ぎ
、
か
つ
「
そ
の
対
象
が
無
心
に
救
い
を
求
め
て
い
れ
ば
」「
お
互
い
の
伝

達
と
感
応
は
、弱
ま
っ
て
い
る
一
方
の
生
命
の
喚
起
を
う
な
が
し
は
じ
め
る
」

も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
「
Ｎ
先
生
の
触
手
法
」
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
説
明
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
は
置
い
て
お
く
と
し
て
、
私
が
問
題
に

し
た
い
の
は
、
こ
の
Ｎ
先
生
の
治
療
法
を
紹
介
し
、
実
践
の
例
を
あ
げ
つ
つ

も
、「
ぼ
く
」
は
こ
う
結
論
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ぼ
く
は
魚
を
生
き
返
ら
す
と
き
に
、
ひ
と
つ
困
っ
た
こ
と

を
感
じ
た
。
こ
う
し
た
心
情
に
浸
り
き
る
と
、
そ
の
魚
を
釣
っ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ど
こ
か
で
線
を
引
い
て
眼
を
つ
ぶ
ら
な
い
と
、
ビ
ル
マ
の
仏
僧
の
よ

う
に
、
全
身
を
二
百
七
十
幾
つ
の
戒
律
で
縛
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
ゆ
き
と
ど
い
て
考
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
と
ら
わ

れ
な
い
、
微
妙
な
均
衡
の
な
か
に
、
身
を
持
し
て
行
か
な
ら
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

Ｎ
先
生
の
治
療
法
や
そ
の
考
え
に
触
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
浸
り
き
れ
ば
自

身
を
戒
律
で
縛
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
健
康
観
を
ふ

ま
え
て
考
え
を
巡
ら
せ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
「
ぼ

く
」
は
思
考
を
展
開
し
て
い
く
。「
ぼ
く
」
が
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

Ｎ
先
生
の
考
え
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
そ
こ
へ
と
埋
没
は
せ
ず
に
自
身
の
視
点

に
よ
っ
て
物
事
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ

の
考
え
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、「
微
妙
な
均
衡
」
を
保
ち
つ
つ
、
自
身

が
思
考
を
巡
ら
す
、
そ
う
い
っ
た
思
考
術
を
語
る
た
め
に
と
ら
れ
た
手
法
こ

そ
が
、
一
見
す
る
と
脈
絡
が
な
い
か
の
よ
う
に
偽
装
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
語

り
だ
っ
た
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
の
中
で
重
要
視

さ
れ
て
い
る
の
が
「
人
間
を
含
め
た
生
物
」
が
「
相
関
関
係
に
お
い
て
、
支

え
あ
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
ら
し
い
」
と
い
う
、
自
己
と
他
の
生
物
と
の
関

係
性
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
だ
。そ
の
語
り
の
中
で
最
後
回
想
さ
れ
る
の
が
、

浜
松
で
の
友
人
と
の
議
論
で
あ
る
。

浜
松
に
泊
ま
っ
た
時
、
夜
が
更
け
る
ま
で
友
人
と
健
康
論
を
議
論
す
る
こ

と
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
は
、「
生
命
そ
れ
自
身
か
ら
出
発
し
た
整
体
論
で
、

西
洋
医
学
を
弥
縫
的
な
対
症
療
法
以
上
に
評
価
す
る
こ
と
は
誤
り
だ
」
と
友

人
に
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
年
中
病
気
の
人
、「
つ
ね
に
病
み
な
が
ら
身
体

を
調
整
し
つ
づ
け
て
い
る
人
間
」
の
ほ
う
が
、
大
患
を
避
け
て
生
命
を
お
び

や
か
さ
れ
る
心
配
が
少
な
い
と
い
う
持
論
を
述
べ
て
い
く
。
そ
し
て
、
だ
か

ら
病
気
に
対
す
る
精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
さ
え
失
わ
な
け
れ
ば
、
友
人
の
病
気

が
ち
な
細
君
は
、
友
人
よ
り
長
生
き
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
「
ぼ
く
」
は
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独
自
の
理
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
細
君
が
弱
く
て
困
る
、
と

友
人
が
愚
痴
る
の
を
「
ぼ
く
」
が
慰
め
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
訳

だ
が
、
そ
の
友
人
は
「
ぼ
く
」
の
健
康
観
に
つ
い
て
「
理
論
で
は
納
得
で
き

て
も
、
実
感
と
し
て
受
け
と
れ
な
い
ら
し
か
っ
た
」
様
子
で
、
そ
の
理
論
自

体
が
友
人
の
心
に
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ

し
て
、
そ
の
議
論
を
進
め
て
い
く
内
に
、「
話
が
な
ん
と
な
く
む
つ
か
し
く

な
っ
て
」
い
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
議
論
は
「
し
ま
い
に
脱
線
し
て
い
っ
た
り

し
て
、
曖
昧
の
ま
ま
に
終
わ
り
、
次
回
の
結
論
を
約
し
た
」
と
、
結
論
が
出

な
い
ま
ま
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
次
回
の
議
論
と
そ
こ
へ
出
た

結
論
は
本
文
に
は
書
い
て
お
ら
ず
、「
ぼ
く
」
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
細
君

の
虚
弱
を
擁
護
し
彼
を
慰
め
得
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。」
と
回

想
を
閉
じ
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
回
想
で
は
、
今
ま
で
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
た
「
ぼ
く
」
の
西

洋
医
学
に
対
す
る
批
判
的
な
視
線
が
明
確
に
盛
り
込
ま
れ
、
筆
者
の
生
命
観

や
健
康
観
が
つ
い
に
理
論
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
問
題

な
の
は
、
そ
の
議
論
が
「
脱
線
し
て
い
っ
た
り
、
曖
昧
な
ま
ま
終
わ
っ
」
し

ま
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
議
論
の
結
論
は
宙
づ
り
に
な

り
、
友
人
に
「
ぼ
く
」
の
健
康
観
は
完
全
に
は
伝
達
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
「
ぼ
く
」
は
友
人
が
「
ぼ
く
」
の
健
康
観
を
実
感
と
し
て
納
得
し

な
か
っ
た
こ
と
以
上
に
、「
脱
線
し
、
曖
昧
の
ま
ま
」
終
わ
っ
た
は
ず
の
議

論
の
過
程
の
中
で
妻
の
病
弱
さ
を
嘆
く
友
人
を
慰
め
得
た
、
そ
の
利
を
得
た

こ
と
を
最
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
議
論
の
内
容
部
分
や
結
論

以
上
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
友
人
と
ど
う
い
っ
た
感
情
の
や
り
と
り
を
し
た
の

か
を
重
視
す
る
「
ぼ
く
」
の
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
、「
ぼ
く
」
の
健
康
観
、

一
つ
の
症
状
に
対
し
て
療
法
、
つ
ま
り
結
論
を
出
そ
う
と
す
る
西
洋
医
学
よ

り
も
、
生
命
全
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
東
洋
医
学
を
重
視
す
る
姿
勢
と
に
重

な
り
合
う
だ
ろ
う
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
回
想
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
東

洋
医
学
に
近
い
「
ぼ
く
」
の
健
康
観
が
断
片
的
に
語
ら
れ
て
き
た
訳
だ
が
、

そ
の
語
り
が
断
片
的
で
あ
る
が
故
に
、
彼
の
健
康
観
は
秩
序
立
て
て
結
論
が

つ
く
形
で
は
語
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
先
に
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
「
ぼ
く
」
は
、
逆
説
的
に
生
命
全
体
と
そ
の
多
様
性
を
、
一
つ
の

理
論
に
お
い
て
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
捉
え
よ
う
と
す
る
自
身
の
健
康

観
を
語
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
理
論
の
伝
達
や
健

康
観
の
議
論
の
結
末
よ
り
も
、
友
人
と
議
論
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
や
、
そ
こ

で
彼
と
そ
の
細
君
を
支
え
あ
う
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
、
そ
の
過
程
自
体
が

重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
実
践
と
し
て
健
康
観
の
重
要

視
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
自
身
が
そ
の
理
論
に
沿
う
形
で

寒
さ
と
身
体
の
不
調
を
い
な
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、「
生

き
る
上
で
有
用
の
具
」
と
し
て
の
思
想
や
理
論
が
、
実
践
を
ふ
ま
え
て
読
者

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
回
想
と
い
う
非
脈
絡

的
な
語
り
の
中
で
「
ぼ
く
」
は
自
身
の
健
康
観
を
語
っ
て
い
く
訳
だ
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
と
ら
わ
れ
る
」、
つ
ま
り
そ
れ
が
一
面
的
に
正
し
い

も
の
だ
と
読
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
、「
理
論
」
だ
け
で
は
な
く
人
と

の
繋
が
り
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
「
実
感
」
を
持
っ
た
考
え
と
し
て
読
者
に
伝

え
よ
う
と
、
語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
回
想
の
後
、「
ぼ
く
」
は
箱
根
の
宿
の
豪
華
な
食
事
が
空
腹
で
あ
る

は
ず
な
の
に
受
け
付
け
な
い
、
と
い
う
身
体
の
症
状
に
出
く
わ
す
。
そ
し
て

膳
を
下
げ
た
直
後
か
ら
空
腹
に
な
り
は
じ
め
て
し
ま
い
、「
ど
う
し
て
こ
う

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
自
分
の
身
体
の
声
に
た
い
し
て
、

「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
理
論
化
で
き
ず
に
戸
惑
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
売
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店
も
な
か
っ
た
の
で
、「
ぼ
く
」
は
食
事
を
あ
き
ら
め
て
、
Ｎ
先
生
か
ら
教

わ
っ
た
体
操
を
し
つ
つ
、
旅
を
思
い
出
し
て
い
く
。「
変
化
の
あ
る
面
白
い

旅
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
後
、
犬
の
こ
と
を
回
想
す
る
。
明
日
の
朝
、
も
し
犬

が
昨
日
と
同
じ
場
所
に
い
た
ら
、
夕
膳
の
残
り
を
残
り
を
や
り
、
足
の
傷
を

握
っ
て
や
る
と
い
う
お
節
介
を
や
り
た
い
、
と
寝
る
前
に
考
え
る
。
そ
し
て
、

こ
の
小
説
を
「
自
分
の
生
き
方
の
上
で
、
い
い
意
味
で
、
脇
道
に
そ
れ
る
よ

う
な
こ
と
を
、
で
き
る
だ
け
し
て
行
き
た
か
っ
た
。」
と
い
う
結
語
で
終
わ

ら
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
脇
道
に
そ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
先
の
「
脱
線

す
る
」
と
い
う
言
葉
と
親
和
性
を
も
っ
た
も
の
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、

そ
れ
は
何
か
を
一
面
で
規
定
せ
ず
に
、
そ
の
時
々
に
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た

こ
と
を
拾
い
上
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
旅
や
過
去
に

出
会
っ
た
諸
々
の
「
他
者
」
を
含
め
た
、
多
様
性
の
あ
る
旅
の
過
程
全
体
を

捉
え
る
た
め
の
所
作
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
寒
い
旅
」
と
い
う
小
説

は
、「
早
春
の
旅
情
」
と
い
う
当
初
設
定
さ
れ
た
目
的
以
上
の
も
の
を
手
に

入
れ
た
「
ぼ
く
」
の
旅
程
や
、
そ
れ
を
助
け
た
東
洋
的
な
視
点
に
近
い
健
康

観
を
、
物
事
を
一
つ
に
規
定
し
な
い
、
曖
昧
と
も
受
け
取
れ
る
表
現
や
、
回

想
と
い
っ
た
形
式
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
様
性
を
残
し
た
ま

ま
描
き
出
し
た
小
説
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
作
者
の

思
考
の
過
程
は
、
小
説
中
に
出
て
き
た
「
他
者
」
だ
け
で
な
く
、「
読
者
」

に
も
ま
た
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四

前
述
し
た
通
り
、「
寒
い
旅
」
は
、
回
想
形
式
や
曖
昧
な
記
述
に
よ
っ
て
、

「
散
文
」
と
い
う
形
式
を
追
求
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
次
は
、

こ
こ
で
書
か
れ
た
健
康
観
が
、
ど
の
よ
う
に
同
時
代
的
に
見
ら
れ
て
い
た
の

か
、
当
時
の
医
学
や
Ｎ
先
生
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
記
事
を
交
え
つ
つ
、
考

察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
小
説
が
、
ど
の
よ

う
に
読
者
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
こ
の
小
説
が
ど
の
よ
う
な
時

代
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
一
端
を
明
ら
か
に
出
来

た
ら
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
作
者
が
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
神
経
痛
は
、
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
時
代
を
遡
っ
て
一
九

五
六
年
、
泰
井
俊
三
『
神
経
痛
と
リ
ウ
マ
チ
』（
創
元
社

一
九
五
六
年
十

一
月
）
に
は
、
神
経
痛
は
こ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

神
経
痛
と
リ
ウ
マ
チ
は
、
な
か
な
か
複
雑
な
病
気
で
あ
る
が
、
そ
の

中
心
と
な
る
の
は
、
私
た
ち
の
体
質
で
あ
る
。
今
日
の
医
学
で
は
、
バ

イ
菌
で
起
る
も
の
は
、
病
理
も
く
わ
し
く
わ
か
り
、
よ
く
手
あ
て
が
で

き
て
、
ほ
ぼ
充
分
に
治
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
体
質

病
と
い
わ
れ
る
一
連
の
病
気
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
喘
息
、
高
血
圧
、

胃
潰
瘍
、
糖
尿
病
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
神
経
痛
や
リ
ウ
マ
チ
も
、
こ

の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
治
療
は
、
く
す
り
は
、
あ
ま
り

た
よ
ら
ず
、
食
物
や
一
般
の
養
生
に
気
を
つ
け
、
特
に
予
防
が
大
事
な

の
は
共
通
し
て
い
る
。

神
経
痛
の
中
心
で
あ
る
の
は
「
私
た
ち
の
体
質
で
あ
り
」
そ
の
治
療
は

「
く
す
り
は
あ
ま
り
た
よ
ら
ず
」「
予
防
が
大
事
な
の
は
共
通
」
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
体
質
病
」
と
は
、
慢
性
病
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
、「
く
す
り
」
に
頼
る
よ
り
は
「
食
物
や
一
般

の
養
生
」
に
気
を
つ
け
る
べ
き
だ
、
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
、
薬
で
治
ら
な
い
慢
性
病
が
に
わ
か
に
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注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
訳
だ
が
、
そ
の
治
療
法
と
し
て
、
民
間
療
法
・
東

洋
医
学
な
ど
に
対
す
る
言
及
も
ま
た
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

同
じ
く
一
九
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
田
多
井
吉
之
介
『
ス
ト
レ
ス

―
近

代
社
会
と
健
康
生
活
―
』（
創
元
社

一
九
五
六
年
十
月
）
で
は
、
安
静
療

法
や
シ
ョ
ッ
ク
療
法
な
ど
の
西
洋
医
学
に
お
け
る
「
非
特
異
療
法
」
が
行
わ

れ
て
き
た
点
を
紹
介
し
つ
つ
「
い
っ
ぽ
う
東
洋
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
針

灸
療
法
と
い
う
非
特
異
的
な
治
療
法
が
医
術
の
座
を
し
め
、
今
日
に
お
い
て

も
な
お
大
衆
の
支
持
を
う
る
ば
か
り
か
、
少
数
な
が
ら
西
欧
へ
も
進
出
し
て

い
る
ほ
ど
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
治
療
を
求
め
る
患
者
が
「
慢
性
疾
患
で
あ

る
こ
と
も
決
し
て
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
そ
れ
ら
が
患

者
の
「
買
い
あ
さ
り
」、
直
ら
な
い
故
に
様
々
な
治
療
法
に
頼
る
傾
向
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
留
意
し
つ
つ
も
「
信
頼
で
き
る
施
設
で
は
、
カ
ル
テ

も
正
確
に
と
っ
て
お
り
、
他
の
手
段
で
は
な
か
な
か
は
か
ば
か
し
く
治
ら
な

か
っ
た
症
状
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
良
く
な
っ
た
例
も
か
な
り
見
い

だ
さ
れ
る
」
と
、「
古
く
か
ら
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
、
い
ま
だ
に
大
衆
か

ら
支
持
さ
れ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
東
洋
医
学
や
民
間
療
法
を
紹
介
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
衆
に
親
し
ま
れ
た
民
間
療
法
や
東
洋
医
学
が
、
妥
当
性

を
も
っ
た
も
の
と
し
て
公
的
に
認
知
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
伺
え
る
訳
な
の
だ

が
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
よ
り
そ
う
い
っ
た
も
の
を
評
価
す
る
動
き
が

強
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
重
要
な
の
が
、
そ
の
中
の
言
説
で
、
西
洋
医
学
の

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
ま
た
西
洋
医
学
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
東
洋

医
学
や
民
間
療
法
を
評
価
す
る
視
点
が
散
見
さ
れ
る
点
だ
ろ
う
。

長
濱
善
夫
『
東
洋
医
学
概
説
』（
創
元
社

一
九
六
一
年
六
月
）
で
は
、

「
西
洋
医
学
を
基
幹
と
し
て
発
達
し
て
き
た
近
代
医
学
は
、
近
年
に
な
っ
て

幾
多
の
弱
点
を
露
呈
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
反
省
す
べ
き
曲
が
り
か
ど
に
達
し

て
い
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
反
省
や
近
代
医
学
の
新
し
い
面
を
切
り
開
く
た
め

に
、
東
洋
医
学
を
再
認
識
し
よ
う
、
と
い
う
目
的
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
と
序

文
に
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
著
名
な
整
体
師
だ
っ
た
橋
本
敬
三

も
医
療
雑
誌
に
投
稿
し
て
い
た
時
期
と
も
重
な
り
あ（
１
）う。「
東
洋
医
学
の
物

療
」（
一
九
六
〇
年
七
月
『
医
療
芸
術
』
第
四
巻
七
号
）
で
は
、「
西
洋
医
学

は
こ
の
生
活
現
象
そ
の
も
の
の
研
究
に
は
く
わ
し
い
」
が
、「
運
動
機
能
や

精
神
作
用
と
生
活
現
象
と
の
関
連
」
な
ど
に
対
す
る
研
究
が
ゼ
ロ
で
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
生
活
と
病
の
関
連
に
つ
い
て
は
、「
後
者
は
宗
教
家
が
研
究
と

実
践
と
の
指
導
権
を
握
っ
て
い
る
（
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
、
生
長

の
家
）
前
者
は
民
間
の
非
医
者
が
そ
の
応
用
実
践
力
を
持
っ
て
い
る
。（
カ

イ
ロ
プ
ラ
ク
チ
ク
、
指
圧
、
按
摩
、
鍼
灸
）」
と
民
間
療
法
を
評
価
し
て
お

り
、
東
洋
医
学
を
学
ぶ
こ
と
で
「
運
動
系
と
い
う
も
の
が
生
命
現
象
と
重
大

な
関
連
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
識
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
後
、
橋
本
は
整
体
法
と
い
う
も
の
を
創
案
し
、
そ
れ
を
施
行
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
訳
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
寒
い
旅
」
で
展
開
さ
れ

た
健
康
観
と
共
通
す
る
考
え
方
は
、
同
時
代
的
に
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
寒
い
旅
」
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
、
体
操
な
ど
身

体
動
作
に
よ
っ
て
、
慢
性
医
療
を
治
す
と
い
う
治
療
法
に
つ
い
て
も
ま
た
、

他
に
類
似
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
身
体
均
整
の
科
学
―
ボ
デ
ィ
・
メ
カ
ニ
ッ
ク
ス
（
人
体
力
学
）
に
準
拠

せ
る

百
万
人
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
「
矯
正
体
育
」』（
新
星
出
版
社

一
九
六

一
年
一
月
）
も
そ
う
い
っ
た
「
体
操
法
」
を
紹
介
す
る
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
も
、
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
が
対
比
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

「
西
洋
の
分
析
科
学
的
な
頭
を
も
っ
て
東
洋
の
全
体
的
な
宇
宙
観
」
を
捉
え
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る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、「
西
洋
の
分
析
的
に
、
唯
物
論
的
に
事
物
を
観
察

せ
ん
と
す
る
学
問
に
も
は
や
限
度
が
き
て
、
今
度
は
む
し
ろ
弁
証
法
的
に
、

全
体
的
に
事
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
が
、
欧
米
の
東
洋
熱
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。
矢
数
道
明
「
明
治
以
降
漢
洋
両
医
学
の
対
立
と
交
流
の

変
遷
に
つ
い
て
」（『
日
本
東
洋
医
学
会
誌
』
一
九
六
九
年
十
月
）
に
よ
れ

ば
、「
昭
和
３１
年
に
産
経
新
聞
主
催
、
歩
み
よ
る
東
西
医
学
」
東
西
医
学
者

８
名
座
談
会
、
東
西
医
学
の
歩
み
よ
り
を
語
る
。」、「
昭
和
３２
年
中
央
公
論

主
催
、
東
西
医
学
者
に
よ
る
薬
の
座
談
会
」
と
新
聞
社
や
雑
誌
社
主
催
に
よ

る
東
洋
西
洋
の
医
学
者
が
両
雄
並
び
立
っ
て
議
論
す
る
座
談
会
が
企
画
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
点
を
含
め
て
も
、「
寒
い
旅
」
に
お
い
て
描
か
れ
る

健
康
観
が
こ
の
よ
う
な
東
洋
医
学
の
再
評
価
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
同
時
代
の
読
者
に
あ
る
程
度
の
妥
当
性
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
寒
い
旅
」
と
同
時
期
の
新
聞
記
事
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
一
九
六
七
年

六
月
一
八
日
付
け
の
『
読
売
新
聞
』
を
開
け
ば
「
現
代
医
学
は
抗
生
物
質
の

発
見
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
外
部
か
ら
の
原
因
に
よ
る
病
気
―
こ
と
に
急

性
の
病
気
や
細
菌
性
伝
染
病
に
対
し
て
は
非
常
に
進
歩
し
て
い
る
。
そ
の
反

面
、
神
経
痛
、
リ
ュ
ー
マ
チ
、
高
血
圧
な
ど
、
か
ら
だ
の
内
部
か
ら
の
病
気

の
場
合
は
、
な
か
な
か
は
か
が
い
か
な
い
面
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
長

期
間
に
わ
た
る
健
康
障
害
、
つ
ま
り
慢
性
疾
患
に
は
、
か
ら
だ
全
体
の
自
然

治
ゆ
力
を
増
進
さ
せ
る
ハ
リ
・
キ
ュ
ウ
が
効
果
的
」
と
あ
り
、
民
間
療
法
・

東
洋
医
学
は
同
時
代
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。そ

し
て
、
劇
中
の
Ｎ
先
生
の
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
人
物
、
野
口
晴
哉
も
こ
う

い
っ
た
時
代
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
だ
と
い
え

（
２
）る。
伊
藤
桂
一
は
一
九
六
二
年
頃
過
労
で
倒
れ
、
そ
の
後
か
ら
整
体
操
法
を

受
け
は
じ
め
て
い（
３
）る。
そ
の
師
を
野
口
晴
哉
と
い
い
、
実
際
伊
藤
は
彼
の
著

作
の
解
説
を
書
き
、ま
た
多
く
言
及
や
記
事
で
彼
の
操
法
を
紹
介
し
て
い
る
。

野
口
晴
哉
『
整
体
入
門
―
正
し
い
健
康
を
生
み
だ
す
秘
訣
』（
東
都
書
房

一
九
六
八
年
）
の
解
説
で
は
、「
私
は
数
年
前
、
心
身
の
過
労
で
倒
れ
て
以

来
、
自
身
の
体
質
改
善
を
行
う
に
つ
い
て
、
野
口
先
生
と
操
法
と
理
論
だ
け

を
信
じ
て
き
た
。
ど
う
考
え
て
も
、
こ
れ
以
上
の
方
法
が
あ
る
と
は
思
え
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
健
康
観
が
野
口
の
そ
れ
に

強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば

野
口
の
著
作
に
先
立
っ
て
そ
の
思
想
を
紹
介
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
寒
い

旅
」
を
捉
え
る
読
み
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
通
り
、
連
想
や
回
想
と
い
っ
た
形

で
作
者
の
思
想
が
語
ら
れ
る
「
寒
い
旅
」
の
形
式
は
、
何
か
一
つ
の
思
想
に

留
ま
り
、
物
事
を
規
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、「
微
妙
な
均
衡
の
な
か
に
、
身
を
持
し
て
行
か
な
ら
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
は
人
の
思
想
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、

そ
こ
に
あ
る
程
度
距
離
を
置
い
て
自
身
の
思
考
を
巡
ら
せ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
結
実
こ
そ
が
「
寒
い
旅
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
と
い
え
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
野
口
の
思
想
の
紹
介
、
と
い
う
面
の
み
で

「
寒
い
旅
」
を
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

東
洋
医
学
・
民
間
療
法
の
「
全
体
的
に
事
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
」

を
、
小
説
の
語
り
の
中
で
表
現
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
寒
い
旅
」
と

い
う
テ
キ
ス
ト
の
独
自
性
を
、
時
代
を
映
し
出
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
価
値

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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注

（
１
）
橋
本
敬
三
自
身
は
『
か
ら
だ
の
設
計
に
ミ
ス
は
な
い

操
体
の
原

理
』（
柏
樹
社

一
九
七
八
年
十
月
）
の
中
で
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
。「
戦
後
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
に
帰
還
し
た
。
帰

還
後
の
三
年
間
、私
は
じ
っ
と
現
代
医
学
界
の
情
勢
を
み
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
サ
ル
フ
ァ
剤
や
ペ
ニ
シ
リ
ン
な
ど
を
の
り
こ
え
て
抗
生
物
質
が

外
敵
に
対
す
る
威
力
を
発
揮
し
て
注
目
の
的
で
あ
っ
た
が
、
疾
病
現
象

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
は
誰
も
目
新
し
い
発
表
を
し
て
い
な
い
よ

う
な
の
で
、
昭
和
二
十
六
年
あ
た
り
か
ら
、
日
本
医
事
新
報
そ
の
他
の

雑
誌
に
書
き
始
め
た
」
が
「
私
は
か
ら
だ
の
基
礎
構
造
生
理
と
医
療
と

の
関
連
に
つ
い
て
、
各
誌
に
書
き
ま
く
っ
た
が
、
肝
心
の
現
代
医
学
界

か
ら
の
反
応
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。

（
２
）
た
だ
し
、
野
口
晴
哉
自
身
は
、
自
ら
の
身
体
操
法
が
「
東
洋
医
学
」

の
枠
組
み
に
入
ら
な
い
、
と
定
義
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
留

意
し
て
お
き
た
い
。
週
刊
現
代
の
記
事
「
上
流
夫
人
を
魅
了
す
る
�
奇

跡
の
指
�
の
男
―
難
病
を
治
し
ス
タ
ミ
ナ
回
復
を
約
束
す
る
野
口
式
整

体
術
」（
講
談
社

一
九
六
七
年
九
月
）
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
答
え
た
野
口
は
自
身
の
操
法
を
「
私
の
研
究
し
て
い
る
整
体
は
、
東

洋
医
学
で
も
西
洋
医
学
で
も
な
い
。
い
わ
ば
体
育
の
よ
う
な
も
の
」
で

あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
う
い
っ
た
野
口
整
体
の
位
置
づ
け
を
決
め
る
こ
と
が
主

眼
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
本
論
が
重
視
し
た
い
の
は
、
伊
藤
が
西
洋
医

学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
Ｎ
先
生
」
の
操
法
を
捉
え
て
い
る
点

と
、「
寒
い
旅
」
の
中
で
展
開
さ
れ
る
「
Ｎ
先
生
」
の
健
康
観
を
あ
る

程
度
受
け
入
れ
る
だ
け
の
下
地
が
、
当
時
の
同
時
代
読
者
に
あ
っ
た
、

と
い
う
点
の
二
点
で
あ
る
。

（
３
）
伊
藤
桂
一
『
静
か
な
ノ
モ
ン
ハ
ン
』（
講
談
社

二
〇
〇
五
年
七
月
）

所
収
の
年
譜
を
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
村
彦
次
郎
『
文
壇
挽
歌
物

語
』（
筑
摩
書
房

二
〇
〇
一
年
五
月
）
に
よ
れ
ば
、
直
木
賞
受
賞
時

の
「
伊
藤
の
躯
は
近
年
不
調
で
、
神
経
性
胃
炎
の
発
作
に
始
終
苦
し
め

ら
れ
」
て
お
り
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
渦
中
に
身
を
置
い
た
ら
、
力

た
ち
ま
ち
尽
き
て
倒
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
心
配
さ
れ
る
ほ
ど
、
体

調
を
崩
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
は
、立
教
大
学
の
日
本
文
学
演
習
６
Ｂ
で
の
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。

発
表
時
に
受
け
た
発
言
と
、
同
じ
く
発
表
者
で
あ
る
後
藤
潤
氏
の
発
表
に
多

大
な
示
唆
を
受
け
て
お
り
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
意
味
で
こ
こ
に
附
記
し
て

お
く
。

（
お
び
つ
よ
う
た
ろ
う

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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