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は

じ

め

に

近
代
に
お
け
る
茶
の
湯
空
間
に
関
し
て
の
研
究
は
︑
現
在
発
展
途
上
と
い
え
る
︒
建
築
史
の
分
野
に
お
け
る
近
代
に
つ
い

て
は
︑
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
い
わ
ゆ
る
近
代
和
風
建
築
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
︒

こ
の
こ
と
は
︑
時
代
を
変
え
て
き
た
新
し
い
物
や
動
き
に
対
し
て
は
注
目
度
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
伝
統
の
展
開
に

つ
い
て
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
一
方
︑
こ
れ
ら
の
建
築
は
︑
世
界
か
ら
︑
あ
る
い
は
近
代
的
な
視
点
か

ら
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
た
︒
昭
和
前
期
に
は
桂
離
宮
は
﹁
世
界
の
傑
作
﹂
と
呼
ば
れ
︑
ギ
リ
シ
ア
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
と

並
び
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
数
寄
屋
建
築
を
含
む
茶
の
湯
空
間
へ
の
注
目
度
が
非
常
に
大
き
く
な
り
︑
多
様
な
多
く
の

作
品
が
創
作
さ
れ
た
︒
し
か
し
昭
和
中
期
以
降
︑
そ
れ
ら
の
言
説
や
作
品
は
漸
減
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は

批
判
的
な
見
方
さ
え
生
じ
て
き
た
︒
皮
肉
な
こ
と
に
︑
そ
の
頃
か
ら
建
築
史
に
お
い
て
も
近
代
に
つ
い
て
の
研
究
が
活
況
を

呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
方
︑
近
年
に
お
い
て
は
︑
近
代
和
風
建
築
の
全
国
的
調
査
が
行
わ
れ
︑
ま
た
伝
統
建
築
の
保
存
や
活
用
に
対
す
る
専
門

家
や
市
民
か
ら
の
注
目
度
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
遺
構
や
文
献
の
研
究
に
よ
り
︑
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
同

分
野
の
研
究
が
進
む
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
現
代
︑
世
界
各
地
の
多
様
な
文
化
情
報
が
発
信
さ
れ
る
な
か
︑
日
本
の
文
化

も
世
界
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
豊
か
な
和
風
建
築
︑
と
り
わ
け
そ
の
高
い
技
術
と
た
ぐ
い
ま
れ
な

意
匠
を
も
つ
茶
の
湯
空
間
へ
の
注
目
度
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
︒
こ
れ
は
近
代
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
よ
り
正
確
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に
世
界
へ
発
信
す
る
た
め
に
は
︑
中
世
・
近
世
・
近
代
を
通
じ
て
の
多
面
的
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
近
代
建
築
に
つ
い
て
の
書
籍
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
国
立
国
会
図
書
館
の
蔵
書
検
索
で
︑
タ
イ

ト
ル
に
﹁
近
代
﹂﹁
建
築
﹂
を
含
む
同
館
所
蔵
の
文
献
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
︑
二
四
四
一
件
︵
二
〇
一
七
年
五
月
三
十
日
現
在
︑

Ｎ
Ｄ
Ｌ
-
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
詳
細
検
索
に
よ
る
︒
以
下
同
︶
あ
る
︒
こ
れ
に
は
建
築
分
野
以
外
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
一
方
で

﹁
近
代
﹂﹁
建
築
﹂
を
含
ま
な
い
近
代
建
築
の
文
献
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
想
像
さ
れ
る
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は

省
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
検
索
結
果
に
対
し
︑﹁
茶
の
湯
﹂﹁
空
間
﹂﹁
近
代
﹂
で
検
索
す
る
と
︑
わ
ず
か
四
件
︒
そ
の
う
ち
の

一
件
は
︑
筆
者
が
二
〇
〇
四
年
に
著
し
た
﹃
近
代
の
茶
室
と
数
寄
屋
：
茶
の
湯
空
間
の
伝
承
と
展
開
﹄︵
淡
交
社
︶
︑
そ
し
て

や
は
り
拙
稿
﹁
刊
行
物
に
み
る
茶
室
近
代
化
の
黎
明
﹂
を
含
ん
だ
﹃
建
築
史
論
聚
﹄︵
中
村
昌
生
先
生
喜
寿
記
念
刊
行
会
編
︑
二

〇
〇
四
︶
が
み
ら
れ
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
を
換
え
︑﹁
近
代
﹂﹁
和
風
﹂﹁
建
築
﹂
で
検
索
し
て
も
一
〇
一
件
︒
こ
の
内
の
多
く

は
︑
都
道
府
県
ご
と
に
行
わ
れ
︑
ほ
ぼ
終
了
に
近
づ
い
た
近
代
和
風
建
築
総
合
調
査
報
告
書
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
近
代
﹂

﹁
茶
室
﹂
で
検
索
す
る
と
三
十
三
件
で
︑
こ
こ
に
は
拙
稿
﹁
近
代
の
茶
の
湯
復
興
に
お
け
る
茶
室
の
安
土
桃
山
イ
メ
ー
ジ
﹂

を
含
ん
だ
﹃
近
代
京
都
研
究
﹄︵
丸
山
宏
︑
伊
從
勉
︑
高
木
博
志
編
︑
二
〇
〇
八
︶
や
拙
稿
﹁
近
代
・
茶
室
の
伝
承
と
展
開
﹂︵
二

〇
〇
三
年
﹃
淡
交
﹄
十
二
ヶ
月
連
載
︶
が
み
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
近
代
﹂﹁
数
寄
屋
﹂
で
は
二
十
二
件
抽
出
さ
れ
る
の
み
で
︑
筆

者
の
博
士
論
文
﹃
近
代
数
寄
屋
建
築
の
黎
明
：
公
に
設
置
さ
れ
た
明
治
期
の
数
寄
屋
建
築
﹄
が
み
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
組
み

あ
わ
せ
を
替
え
た
り
︑
他
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
う
と
違
っ
た
結
果
に
な
る
が
︑
い
ず
れ
も
少
数
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な

い
︒近

代
建
築
に
つ
い
て
な
に
が
し
か
の
知
識
が
あ
る
人
で
も
︑
近
代
の
茶
の
湯
空
間
︑
す
な
わ
ち
茶
室
や
数
寄
屋
建
築
に
つ

い
て
の
知
識
が
あ
る
人
は
極
め
て
少
数
だ
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
茶
の
湯
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
る
人
に
お
い
て
も
︑
近
代
の

茶
の
湯
空
間
に
つ
い
て
は
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
︒
本
書
に
お
け
る
第
一
章
は
︑
近
世
ま
で
の
茶
の
湯
空
間
に
つ
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い
て
の
略
説
︑
そ
し
て
そ
の
近
代
に
つ
い
て
の
総
論
と
し
て
概
要
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
諸
先
学
の
研
究
に
筆
者
の
研
究
の

概
要
を
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
最
初
に
基
本
的
な
流
れ
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
以
後
の
章
の
内

容
や
位
置
づ
け
が
よ
り
明
瞭
に
な
り
︑
理
解
が
深
ま
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
章
以
降
は
各
論
と
し
て
︑
日
本
建
築

学
会
や
茶
の
湯
文
化
学
会
︑
意
匠
学
会
な
ど
に
お
い
て
発
表
し
た
論
文
を
そ
の
後
の
知
見
に
よ
っ
て
書
き
改
め
︑
ま
た
新
た

に
書
き
下
ろ
し
た
部
分
を
大
幅
に
加
え
︑
ま
と
め
上
げ
た
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
書
の
書
名
﹃
茶
の
湯
空
間
の
近
代
﹄
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
︒
ま
ず
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
茶
の
湯
空

間
﹂
は
︑
茶
の
湯
の
た
め
に
造
ら
れ
た
茶
室
︑
そ
し
て
茶
室
あ
る
い
は
茶
の
湯
の
考
え
方
の
影
響
を
受
け
た
数
寄
屋
建
築
を

さ
す
︒
数
寄
屋
建
築
に
対
す
る
捉
え
方
に
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
使
用
す
る
人
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
が

あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
あ
ま
り
深
入
り
せ
ず
︑
少
し
曖
昧
な
も
の
を
の
こ
し
た
ま
ま
使
用
し
て
い
る
︒
研
究
と
し
て
は
厳
密
に

定
義
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
︑
数
寄
屋
建
築
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
ゆ
ら
ぎ
﹂
の
よ
う
な
も
の

が
︑
厳
密
な
定
義
に
よ
っ
て
減
じ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
数
寄
屋
︑
数
寄
屋

造
︑
数
寄
屋
普
請
な
ど
︑
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
も
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
そ
の
﹁
茶
の
湯
空
間
﹂
の
﹁
近
代
﹂
と
し
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
︑
必
ず
し
も
近
代
の
茶
の
湯
空
間
の
多
く
の
具

体
的
事
例
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
俎
上
に
載
せ
考
察
す
る
と
い
う
手
法
は
と
っ
て
い
な
い
︒
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
は
最
終

章
の
松

し
ょ
う

殿で
ん

山さ
ん

荘そ
う

の
み
で
あ
る
︒
第
二
章
の
紅
葉
館
や
星
ほ
し
が

岡お
か

茶ち
ゃ

寮
り
ょ
う

に
つ
い
て
は
︑
茶
の
湯
を
含
む
日
本
の
伝
統
文
化
が
︑
近

代
化
に
伴
っ
て
凋
落
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
に
お
い
て
︑
い
か
に
し
て
復
興
を
な
し
え
た
の
か
と
い
う
視
点
で
︑
そ

の
建
設
経
緯
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
第
三
章
か
ら
第
五
章
に
か
け
て
は
︑
建
築
を
中
心
と
し
た
近
代
の
文
献
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
視
点
で
茶
の
湯
空

間
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
が
近
代
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
︑
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
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察
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
近
代
の
建
築
家
た
ち
が
︑
近
代
の
空
間
を
み
る
視
点
で
︑
伝
統
的
な
茶
の
湯
空
間
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
︑
と
い
う
観
点
を
重
視
し
て
い
る
︒
歴
史
を
伝
え
て
き
た
茶
の
湯
空
間
と
︑
歴
史
を
否
定
し
て
き
た
近
代
︑
こ

の
両
者
の
関
係
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
茶
の
湯
空
間
﹂
が
﹁
近
代
﹂
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
て
き
た
の
か
︒
こ
の
部
分
が
と
り
わ
け
本
書
の
核
と
も
い
え
る
部
分
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
本
書
に
お
け
る
研
究
の
手
法
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
︒
第
二
章
で
は
︑
明
治
期
の
公
文
書
を
中
心

に
︑
第
三
章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
は
︑
当
時
の
建
築
の
雑
誌
や
図
書
を
中
心
に
︑
い
ず
れ
も
文
献
か
ら
の
直
接
証
拠
に

よ
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
最
終
章
に
お
い
て
は
︑
現
代
ま
で
に
そ
の
文
献
が
ほ
と
ん
ど
発
掘
さ
れ

て
い
な
い
松
殿
山
荘
を
扱
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
現
存
す
る
建
物
を
中
心
に
︑
Õ
か
な
文
献
資
料
を
加
え
︑
状
況
証
拠
を

積
み
あ
げ
︑
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒

近
代
に
お
け
る
茶
の
湯
空
間
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
発
展
途
上
に
あ
る
と
先
に
述
べ
た
︒
そ
の
全
貌
は
︑
今
後
研
究
が
進

ん
で
︑
大
い
に
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
︒
筆
者
自
身
︑
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
書
き
加
え
︑
書
き
改
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
︑
ま
た
︑
こ
れ
か
ら
の
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
大
き
く
書
き
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ

う
か
と
思
う
︒
筆
者
は
こ
の
分
野
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
む
こ
と
を
切
に
望
む
も
の
で
あ
る
︒
本
書
は
そ
の
た
た
き
台
に
な

れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
︒



︹
初
出
一
覧
︺

第
一
章
第
三
節

﹁
近
代
の
茶
室
﹂︵﹃
普
請
﹄
五
十
号
︑
京
都
伝
統
建
築
技
術
協
会
︑
二
〇
一
一
年
︶

第
四
節

﹁
近
代
に
お
け
る
数
寄
屋
の
展
開
と
大
工
﹂︵﹃
竹
中
大
工
道
具
館
巡
回
展

数
寄
屋
大
工
︱
︱
美
を
創
造
す
る
匠
︱
︱
﹄

竹
中
大
工
道
具
館
展
覧
会
図
録
︑
二
〇
一
二
年
︶
︑﹁
近
代
数
寄
屋
の
立
役
者
た
ち
﹂︵﹃
な
ご
み
﹄
三
七
八
号
︑
淡
交
社
︑

二
〇
一
一
年
︶

第
二
章
第
二
節

﹁
東
京
府
の
公
園
経
営
と
星
岡
茶
寮
の
建
設
経
緯
︱
︱
星
岡
茶
寮
の
建
築
の
研
究

そ
の
�
︱
︱
﹂︵﹃
計
画
系
論
文

集
﹄
四
九
一
号
︑
日
本
建
築
学
会
︑
一
九
九
七
年
︶

第
三
節

﹁
東
京
芝
公
園
の
紅
葉
館
に
つ
い
て
︱
︱
明
治
期
に
お
け
る
和
風
社
交
施
設
の
研
究
︱
︱
﹂︵﹃
計
画
系
論
文
集
﹄
五

〇
七
号
︑
日
本
建
築
学
会
︑
一
九
九
八
年
︶

第
四
節

﹁
創
設
期
に
お
け
る
星
岡
茶
寮
に
つ
い
て
︱
︱
星
岡
茶
寮
の
建
築
の
研
究

そ
の
*
︱
︱
﹂︵﹃
計
画
系
論
文
集
﹄
五
一

二
号
︑
日
本
建
築
学
会
︑
一
九
九
八
年
︶
︑﹁
紅
葉
館
と
星
岡
茶
寮
に
つ
い
て
│
│
一
八
八
〇
年
代
の
数
寄
屋
│
│
﹂

︵﹃
茶
の
湯
文
化
学
﹄
五
号
︑
茶
の
湯
文
化
学
会
︑
一
九
九
八
年
︶

第
三
章
第
三
節

﹁
刊
行
物
に
み
る
茶
室
近
代
化
の
黎
明
︱
︱
本
多
錦
吉
郎
・
武
田
五
一
を
通
し
て
︱
︱
﹂︵
中
村
昌
生
先
生
喜
寿
記
念

刊
行
会
編
﹃
建
築
史
論
聚
﹄︑
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︶

第
四
節

﹁
武
田
五
一
﹃
茶
室
建
築
﹄
を
め
ぐ
っ
て
│
│
そ
の
意
味
と
作
風
へ
の
影
響
│
│
﹂︵﹃
計
画
系
論
文
集
﹄
五
三
七
号
︑

日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︶

第
五
節

﹁
明
治
期
に
お
け
る
茶
室
・
数
寄
屋
の
文
献
に
つ
い
て
︱
︱
好
古
類
纂
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概

集
﹄
二
〇
〇
四
年
版
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
〇
四
年
︶
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第
四
章
第
一
節

﹁
大
正
期
の
雑
誌
に
み
る
茶
室
論
の
傾
向
に
つ
い
て
︱
︱
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
つ
づ
く
茶
室
論
の
研
究
︱
︱
﹂︵﹃
計
画

系
論
文
集
﹄
六
五
九
号
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
一
一
年
︶

第
二
節

﹁
田
園
都
市
と
近
代
の
茶
室
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概
集
﹄
二
〇
一
〇
年
度
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
一
〇
年
︶

第
五
章
第
五
節

﹁
再
読
関
西
近
代
建
築

茶
室
建
築
特
集
号
﹂︵﹃
建
築
と
社
会
﹄
一
一
二
八
号
︑
日
本
建
築
協
会
︑
二
〇
一
六
年
︶

第
六
章
第
一
節

﹁
名
古
屋
博
物
館
と
猿
面
茶
室
﹂︵﹃
近
代
数
寄
屋
建
築
の
黎
明
│
│
公
に
設
置
さ
れ
た
明
治
期
の
数
寄
屋
建
築
│
│
﹄
東
京

大
学
提
出
博
士
請
求
論
文
︑
二
〇
〇
〇
年
︶

第
二
節

﹁
近
代
の
茶
の
湯
復
興
に
お
け
る
茶
室
の
安
土
桃
山
イ
メ
ー
ジ
﹂︵
丸
山
宏
・
伊
從
勉
・
高
木
博
志
z
﹃
近
代
京
都
研

究
﹄︑
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︶

第
三
節

﹁
利
休
堂
に
み
る
近
代
的
性
格
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概
集
﹄
一
九
九
七
年
度
︑
日
本
建
築
学
会
︑
一
九
九
七
年
︶

第
七
章
第
一
節

﹁
今
遠
州
高
谷
宗
範
の
建
築
活
動
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概
集
﹄
二
〇
一
三
年
度
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
一

三
年
︶

第
二
節

﹁
甲
東
園
芝
川
邸
の
茶
室
と
高
谷
宗
範
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概
集
﹄
二
〇
一
四
年
度
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二

〇
一
四
年
︶

第
三
節

﹁
高
谷
宗
範
﹃
茶
室
と
庭
園
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
大
会
学
術
講
演
�
概
集
﹄
二
〇
一
五
年
度
︑
日
本
建
築
学
会
︑
二
〇
一

五
年
︶
︑﹁
数
寄
者
高
谷
宗
範
の
建
築
意
匠
に
つ
い
て
﹂︵﹃
デ
ザ
イ
ン
理
論
﹄
六
十
九
号
︑
意
匠
学
会
︑
二
〇
一
六
年
︶

※
本
書
を
纏
め
る
に
際
し
︑
上
記
論
文
以
外
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
部
分
も
多
数
組
み
込
ん
で
い
る
︒
ま
た
上
記
論
文
に
も
そ
れ
ぞ
れ
大
幅
な
加

筆
修
正
を
行
い
︑
あ
る
い
は
関
連
す
る
複
数
の
論
文
を
組
み
合
わ
せ
て
編
集
し
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
︒

初出一覧
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あ

と

が

き

近
代
の
茶
の
湯
空
間
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
既
発
表
の
研
究
を
元
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
︑
本
書
に
ま
と
め
る
に
あ
た
り
︑
大
幅
に
見
直
し
た
︒
あ
る
い
は
む
し
ろ
新
し
く
書
き
下
ろ
し
た
︑
と
い
っ
た
方
が
良

い
部
分
も
ず
い
ぶ
ん
と
多
い
︒
私
に
と
っ
て
研
究
は
﹁
常
に
発
展
途
上
に
あ
る
﹂︑
と
い
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
い
︒
十
年
以
上

前
に
書
い
た
も
の
を
見
直
し
て
い
る
と
︑
い
ろ
い
ろ
書
き
改
め
た
く
な
る
し
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
新
た
な
テ
ー
マ
も
み
え
て
き
た
︒
新

た
に
書
き
加
え
た
が
︑
や
む
な
く
省
い
た
部
分
も
あ
る
︒
で
な
い
と
永
遠
に
書
き
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
と
こ
ろ
は
今
後
何
か
の
機
会
に
発
表
し
た
い
と
思
う
︒

そ
れ
か
ら
︑
本
書
は
も
ち
ろ
ん
近
代
の
建
築
に
つ
い
て
の
内
容
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
一
部
近
世
の
内
容
も
含
ん
で
い
る
︒

例
え
ば
豊
臣
秀
吉
や
千
利
休
︑
と
く
に
利
休
に
関
し
て
は
随
所
で
現
れ
る
︒
私
自
身
は
最
初
に
近
代
建
築
史
の
研
究
か
ら
入
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
今
で
は
近
世
の
こ
と
も
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
守
備
範
囲
で
あ
る
︒
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と

は
︑
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
歴
史
は
積
み
重
ね
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
直
接
扱
う
内
容
が
近
代
で
あ
っ
て
も
︑
少
な
く
と

も
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
近
世
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
と
︑
大
切
な
も
の
を
逃
が
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
︒
ま
た
横
へ
の
拡

が
り
︑
例
え
ば
西
洋
へ
の
理
解
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
︒

明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
︑
茶
の
湯
空
間
を
代
表
と
す
る
日
本
建
築
は
︑
西
洋
か
ら
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
日
本

建
築
も
近
代
的
な
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
た
側
面
も
あ
る
︒
最
後
に
取
り
上
げ
た
松
殿
山
荘
を
み
る
と
︑
ま
さ
に
そ
れ
を
あ
ら
た
め

て
感
じ
る
︒
素
人
で
あ
っ
た
高
谷
宗
範
が
幅
広
く
知
識
を
吸
収
し
︑
世
の
中
が
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
た
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
︑

プ
ロ
を
超
え
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
姿
勢
で
建
築
に
取
り
組
ん
で
い
た
︒
と
て
つ
も
な
い
も
の
に
か
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
︑
時
に
ひ
る

あ と が き
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ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
一
方
で
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
研
究
意
欲
が
か
き
立
て
ら
れ
る
建
築
で
も
あ
っ
た
︒
資
料
が
十

分
な
い
た
め
︑
数
少
な
い
情
報
か
ら
考
察
を
重
ね
て
い
く
こ
と
は
︑
不
安
で
も
あ
り
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
他
の
角
度
か

ら
の
視
点
も
あ
る
だ
ろ
う
し
︑
今
後
新
た
な
資
料
が
発
見
さ
れ
︑
見
方
が
ひ
っ
く
り
返
る
か
も
知
れ
な
い
︒

最
初
に
も
い
っ
た
が
︑
本
書
は
た
た
き
台
と
し
て
書
い
た
つ
も
り
で
あ
る
︒
新
た
な
研
究
者
の
方
が
書
き
改
め
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
し
︑
私
自
身
も
そ
う
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
分
野
の
更
な
る
発
展
を
願
う
し
だ
い
で
あ
る
︒

私
が
こ
の
よ
う
な
著
書
を
上
梓
で
き
る
の
も
中
村
昌
生
先
生
に
指
導
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
あ
る
︒
研
究
室
の
中
で
は
さ
ほ
ど
優

秀
で
も
な
か
っ
た
私
は
︑
卒
業
し
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
年
月
を
経
た
あ
る
日
︑
た
ま
た
ま
で
あ
ろ
う
が
先
生
に
個
人
蔵
の
堀
口
捨
己
の

図
書
を
み
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
︒
私
も
持
っ
て
い
て
何
度
か
読
ん
だ
本
で
あ
る
︒
今
さ
ら
と
思
い
な
が
ら
も
そ
の
本
を
み

て
驚
い
た
︒
私
の
も
の
と
は
違
い
︑
そ
こ
に
は
付
箋
と
び
っ
し
り
と
書
き
込
み
が
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
の
衝
撃
は
︑
私
の
研
究
意
識

へ
の
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
︒
じ
つ
は
今
回
の
出
版
の
企
画
は
そ
の
数
年
の
ち
︑
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
か
ら
お
声
を
掛
け
て

い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
が
︑
先
の
示
唆
は
今
回
の
内
容
を
ま
と
め
る
に
際
し
︑
私
の
中
で
大
き
な
存
在
と
な
っ
て

い
っ
た
︒
一
方
で
少
々
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
た
側
面
も
あ
り
︑
担
当
い
た
だ
い
た
原
宏
一
氏
や
井
上
理
恵
子
氏
に
は
ご
心
配
を
お
か

け
し
た
こ
と
と
思
う
︒
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
建
築
史
の
諸
先
学
を
は
じ
め
各
分
野
の
皆
様
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
︑
あ
る
い
は

資
料
の
呈
示
を
い
た
だ
い
た
︒
そ
し
て
学
位
論
文
で
お
世
話
に
な
っ
た
鈴
木
博
之
先
生
に
は
︑
本
研
究
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
・
ア
ー
キ
テ
ク
ト
に
つ
い
て
︑
短
期
間
の
師
事
で
は
あ
っ
た
が
︑
広
範
囲
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