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一

　

随
筆
が
あ
る
な
ら
、
随
論
が
あ
っ
て
い
い
。
長
年
生
き
、
書
い
て
来
て
、
私
は
そ
う
考
え
出
し
た
。

　

随
筆
が
気
の
む
く
ま
ま
、
心
の
動
く
ま
ま
、
筆
を
執
っ
て
、
長
く
考
え
て
来
た
こ
と
、
今
思
い
浮
か
ん
だ
よ
し
な
し

ご
と
を
書
く
も
の
な
ら
、
随
論
は
考
え
の
お
も
む
く
ま
ま
に
自
由
に
筆
が
動
い
て
、
こ
と
を
論
じ
る
。

　

そ
れ
が
随
論
だ
。

　

こ
の
随
論
で
書
き
た
い
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。
日
本
人
の
精
神
に
つ
い
て
だ
。
題
し
て
「
随
論
・
日
本
人
の
精
神
」。

二

　

随
論
す
る
の
は
「
日
本
人
の
精
神
」
だ
が
、「
精
神
」
の
も
と
に
あ
る
の
は
「
心
」

―
「
日
本
人
の
心
」
だ
。
二

つ
に
か
か
わ
っ
て
、
私
は
随
論
す
る
。
そ
の
つ
も
り
で
い
る
。

　

し
か
し
、ま
ず
、「
精
神
」
と
「
心
」
は
ど
う
ち
が
う
か
。
い
や
、そ
の
ま
え
に
「
精
神
」、「
心
」
と
は
、そ
れ
ぞ
れ
何
か
。

「
心
」
に
つ
い
て
、も
っ
と
も
み
ご
と
に
定
義
し
て
い
る
の
は
、字
引
き
の
な
か
で
は
、「
新
明
解
国
語
辞
典
」（
三
省
堂
）

で
な
い
か
と
思
う
。「
こ
こ
ろ
」は「
そ
れ
が
働
い
て
い
る
間
は
人
間
が
人
間
ら
し
さ
を
保
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。［
感

情
・
意
志
・
思
考
な
ど
の
働
き
は
こ
れ
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
］」
だ
。

　

こ
の
定
義
は
い
い
。
明
快
、
簡
単
、
そ
れ
で
い
て
、
か
ん
ど
こ
ろ
を
つ
か
ん
で
い
る
。
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三

三

　

こ
の
国
語
辞
典
は
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
ば
の
意
味
づ
け
を
や
っ
て
の
け
る
の
で
定
評
の
あ
る
字
引
き
で
、
べ
つ
に

宣
伝
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、「
せ
い
じ
」
を
引
い
て
み
る
と
、「
社
会
を
住
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
国

や
地
方
の
大
き
な
方
針
を
決
め
（
て
実
行
さ
せ
）
る
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
い
い
。
な
か
な
か
の
も
の
だ
。
他
の

辞
書
に
は
、
政
治
の
様
態
の
こ
と
な
ど
ゴ
タ
ゴ
タ
書
い
て
あ
っ
て
も
、
か
ん
じ
ん
の
「
社
会
を
住
み
や
す
く
す
る
た
め
」

と
い
う
「
政
治
」
の
目
的

―
そ
れ
も
わ
れ
わ
れ
市
民
の
側
に
と
っ
て
の
目
的
の
記
述
は
な
い
。「
大
き
な
方
針
を
決

め
（
て
実
行
さ
せ
）
る
」
と
い
う
の
も
い
い
。
主
権
在
民

―
市
民
は
決
め
た
こ
と
を
「
公
務
員
」、
い
や
、「
公
僕
」

に
や
ら
せ
る
。

　

も
っ
と
も
、こ
の
す
ば
ら
し
い
「
新
明
解
国
語
辞
典
」
も
、さ
っ
き
引
用
し
た
の
は
私
が
手
も
と
に
お
い
て
長
年
使
っ

て
来
た
一
九
七
七
年
版
の
「
第
二
版
」
か
ら
だ
が
、
私
が
い
つ
か
娘
に
買
っ
て
や
っ
た
一
九
九
七
年
の
「
第
五
版
」
と

な
る
と
、
こ
と
ば
の
意
味
づ
け
に
独
創
の
勇
気
が
な
く
な
っ
た
の
か
、「
こ
こ
ろ
」
は
「
特
に
人
間
に
顕
著
な
精
神
作

用
を
総
合
的
に
と
ら
え
た
称
。
具
体
的
に
は
、
対
象
に
触
発
さ
れ
、
知
覚
・
感
情
・
理
性
・
意
志
活
動
・
喜
怒
哀
楽
・

愛
憎
・
嫉
妬
（
シ
ッ
ト
）
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
そ
の
働
き
の
有
無
が
、
人
間
と
動
物
一
般
、
ま
た
敬
愛
・
畏
怖
（
イ
フ
）

の
対
象
と
な
る
人
と
憎
悪
・
け
い
べ
つ
す
べ
き
人
間
を
区
別
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
古
く
は
心
臓
が
こ
れ
を
つ
か

さ
ど
る
も
の
と
さ
れ
た
」
と
定
義
さ
れ
て
、
平
凡
、
冗
長
、
し
か
も
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
判
ら
な
い
。
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四

　

私
が
「
新
明
解
国
語
辞
典
」「
第
二
版
」
の
「
こ
こ
ろ
」
の
定
義
が
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、「
こ
こ
ろ
」

を
「
そ
れ
が
働
い
て
い
る

0

0

0

0

0

間
は
人
間
が
人
間
ら
し
さ
を
保
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
て
、た
だ
「
そ

れ
が
あ
る

0

0

間
は
」
と
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
定
義
の
な
か
で
は
、「
こ
こ
ろ
」
は
停
止
し
て
た
だ
存
在
し
て

い
る
何
も
の
か
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
た
だ
の
存
在
体
で
は
な
く
て
、
い
つ
も
動
い
て
い
る
、
活
動
し
て
い
る
、
そ
う

す
る
こ
と
で
「
あ
る
」、「
あ
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
運
動
体
と
し
て
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
動
い
て
い
な
い
、
活
動

し
て
い
な
い
も
の
は
「
こ
こ
ろ
」
で
は
な
い
。

　

そ
こ
ま
で
の
ふ
り
巾
を
つ
け
て
私
は
「
新
明
解
国
語
辞
典
」「
第
二
版
」
の
「
こ
こ
ろ
」
の
定
義
に
賛
成
す
る
の
だ
が
、

同
じ
辞
書
に
出
て
い
る
「
せ
い
し
ん
」
の
定
義
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

「
㊀
｛
人
間
の
か
ら
だ
の
外
形
を
形
作
っ
て
い
る
肉
体
に
対
し
て
｝
内
部
を
み
た
し
行
動
を
支
え
る
基
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
も
の
。「

―
異
常
・

―
力
・
憲
法
の

―
｛
＝
憲
法
を
支
え
て
い
る
根
本
的
な
も
の
｝」
㊁
何
か
に
対

す
る
心
構
え
｛
そ
の
人
・
団
体
の
各
員
に
要
請
さ
れ
る
基
本
的
な
心
構
え
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
｝「

―
一
到
何
事

か
成
ら
ざ
ら
ん
｛
＝
心
を
こ
め
て
一
生
懸
命
に
す
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
出
来
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
｝・
建
学
の

―
・
土
台

―
が
成
っ
と
ら
ん
」」

「
せ
い
し
ん
」
も
「
こ
こ
ろ
」
同
様
、
動
き
、
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
定
義
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
定

義
は
正
し
い
し
、
か
ん
ど
こ
ろ
を
押
さ
え
て
い
る
。
こ
の
動
き
、
働
き
に
つ
い
て
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
せ
い
し
ん
」
の

ち
が
い
は
、「
こ
こ
ろ
」
の
動
き
、
働
き
が
お
の
れ
ひ
と
り
に
か
か
わ
っ
て
の
動
き
、
働
き
で
あ
る
意
味
が
強
い
の
に
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五

対
し
て
「
せ
い
し
ん
」
の
場
合
は
、
も
う
少
し
こ
と
ば
の
意
味
の
ふ
り
巾
が
大
き
く
て
、
多
く
の
人
び
と
の
動
き
、
働

き
全
体
を
示
唆
し
て
い
る
。「
こ
こ
ろ
」
に
は
何
か
し
ら
「
私
」
的
な
意
味
あ
い
が
強
く
て
、「
せ
い
し
ん
」
が
何
ら
か

の
意
味
で
「
公
」
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
、
そ
う
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
は
、「
せ
い
し
ん
」
が
「
こ
こ
ろ
」

に
く
ら
べ
て
集
団
性
、
全
体
性
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
集
団
性
、
全
体
性
を
後
ろ
楯
に
し
て
規
範
性
が
強
い
か
ら
だ
。

五

　

さ
て
、
日
本
人
の
精
神

―
日
本
人
の
「
内
部
を
み
た
し
行
動
を
支
え
る
基
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て

あ
る
「
日
本
人
の
精
神
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
な
ぜ
こ
れ
か
ら
私
は
随
論
す
る
の
か
。

　

理
由
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
簡
単
明
瞭
、
私
が
日
本
人
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
も
若
い
日
本
人
で
は
な
い
。
私
は
、

今
年
二
〇
〇
四
年
で
七
十
二
歳
、
日
本
人
と
し
て
生
き
て
来
て
、
た
っ
ぷ
り
長
い
あ
い
だ
、「
日
本
人
の
精
神
」
に
つ

き
あ
っ
て
来
て
い
る
。
い
い
も
わ
る
い
も
な
い
。
こ
こ
で
ひ
と
つ
、
性
根
を
入
れ
て
考
え
て
み
た
い
と
考
え
出
し
た
と

し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
た
っ
ぷ
り
長
い
あ
い
だ
」
に
は
、
少
し
の
あ
い
だ
だ
け
だ
っ
た
が
「
戦
前
」
も
入
っ
て
い
れ
ば
「
戦
争
」
は

も
ち
ろ
ん
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
の
た
し
か
に
「
た
っ
ぷ
り
長
い
」「
戦
後
」

―
ず
い
ぶ
ん
長
く
生
き

て
来
た
も
の
だ
。

「
戦
前
」「
戦
争
」「
戦
後
」

―
こ
の
「
た
っ
ぷ
り
長
い
あ
い
だ
」
に
、
私
は
よ
く
日
本
人
は
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の
か
、

こ
う
動
く
の
か
と
考
え
て
来
た
。
考
え
る
う
ち
に
、
こ
れ
も
よ
く
何
か
共
通
し
て
根
に
あ
る
も
の
を
感
じ
と
っ
た
。
思

想
的
な
根
と
言
う
よ
り
も
っ
と
深
く
人
間
の
心
根
に
根
ざ
し
た
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
多
く
の
人
に
共
通
し
て
「
内
部
を
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満
た
し
、
行
動
の
基
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
日
本
人
の
精
神
」
と
い
う
呼
び
方
が
も
っ
と

も
適
切
だ
し
、
ほ
か
に
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
だ
。

　

こ
の
ほ
か
に
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
を
、
私
は
こ
れ
か
ら
随
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、「
戦
争
」
を
ふ
く
み
、

は
さ
ん
で
、「
戦
前
」
か
ら
「
戦
後
」
に
つ
づ
く
「
た
っ
ぷ
り
長
い
あ
い
だ
」
に
「
日
本
人
の
精
神
」
も
た
し
か
に
変
わ
っ

て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
断
固
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
た
だ
頑
固
に
変
わ
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
。
こ
の
変
化
、
不

動
も
随
論
を
書
く
こ
と
で
た
し
か
め
た
い
。
こ
れ
も
、
私
が
、
今
、「
日
本
人
の
精
神
」
を
書
く
動
機
だ
。

　

こ
の
「
日
本
人
の
精
神
」
の
な
か
に
は
私
自
身
の
「
日
本
人
の
精
神
」
も
入
っ
て
い
る
。
世
の
日
本
人
諸
氏
の
な
か

に
は
よ
く
日
本
の
こ
と
、
日
本
人
の
こ
と
を
、
あ
た
か
も
自
分
が
ま
っ
た
く
日
本
人
で
な
い
か
の
よ
う
に
し
て
論
じ
る

人
が
い
る
も
の
だ
が
、
私
に
は
そ
れ
は
で
き
な
い
し
、
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
私
は
た
っ
ぷ
り
長
く
私
自
身
の
「
日
本

人
の
精
神
」
に
も
対
し
、
そ
れ
と
つ
き
あ
っ
て
来
た
。
す
べ
て
は
こ
の
自
己
認
識
、
前
提
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

六

　

こ
こ
で
当
然
の
前
提
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
は
日
本
人
で
あ
る
ま
え
に
人
間
で
あ
る
。「
新
明
解
国
語
辞
典
」「
第
二
版
」
が
う
ま
く
意

味
づ
け
し
て
く
れ
た
よ
う
な
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
せ
い
し
ん
」
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
に
「
日
本

人
の
精
神
」を
言
う
ま
え
に「
人
間
の
精
神
」が
あ
る
こ
と
だ
。
他
の
日
本
人
に
お
い
て
も
し
か
り
。「
日
本
人
の
精
神
」

は
、
誰
の
も
の
で
あ
れ
、
人
間
を
人
間
と
し
て
あ
ら
し
め
て
い
る
「
人
間
の
精
神
」
を
土
台
に
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て

来
て
い
る
。
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六

「
人
間
の
精
神
」
を
土
台
に
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
の
は
「
日
本
人
の
精
神
」
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
に
「
日

本
人
の
精
神
」
が
あ
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
」、
中
国
人
に
は
「
中
国
人
の
精
神
」、
イ
ン

ド
人
に
は
「
イ
ン
ド
人
の
精
神
」、
エ
ジ
プ
ト
人
に
は
「
エ
ジ
プ
ト
人
の
精
神
」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
が
「
人

間
の
精
神
」
を
土
台
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
社
会
、
国
、
民
族
に
お
い
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
。

　

お
た
が
い
の
「
精
神
」
は
お
た
が
い
に
共
通
し
て
あ
る
「
人
間
の
精
神
」
を
基
に
し
て
い
て
、お
た
が
い
の
「
精
神
」

の
あ
い
だ
に
優
劣
は
な
い
。

「
日
本
人
の
精
神
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
」
よ
り
優
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
劣
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。

優
劣
を
か
ざ
し
て
の
「
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
」
を
求
め
る
や
り
方
、
考
え
方
は
私
に
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
精
神
」
が

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
か
け
が
え
の
な
い
「
オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
」
だ
。
そ
の
や
り
方
、
考
え
方
も
私
の
随
論
の
基
本
の

ひ
と
つ
だ
。

「
人
間
の
精
神
」
を
共
通
す
る
土
台
と
し
て
も
ち
な
が
ら
、も
ち
ろ
ん
、「
日
本
人
の
精
神
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
」

は
多
く
の
点
で
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
の
ち
が
い
を
大
事
に
す
る
こ
と
も
随
論
の
基
本
に
あ
る
こ
と
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ

重
要
な
こ
と
と
し
て
書
い
て
お
き
た
い
の
は
、
せ
っ
か
ち
、
や
み
く
も
に
ち
が
い
を
求
め
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
同
じ
国
の
人
間
の
あ
い
だ
に
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
私
は
外
国
へ
行
き
、
外
国
人
と
接
す
る
と
き
、
ま
ず
、
そ
し

て
、
と
こ
と
ん
、
日
本
人
で
あ
る
私
と
の
同
一
性
、
類
似
性
を
求
め
る
。
こ
の
人
、
こ
の
連
中
、
私
と
ま
っ
た
く
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
な
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
り
よ
る
な
と
判
断
を
つ
け
て
い
る
う
ち
に
ち
が
い
が
激
し
く

出
て
く
る
。
私
は
そ
の
ち
が
い
は
大
事
だ
し
、
真
面
目
な
考
察
に
値
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
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七

　

随
論
を
書
く
二
つ
め
の
理
由
は
、
一
九
九
五
年
一
月
十
七
日
未
明
に
起
こ
り
神
戸
市
な
ど
兵
庫
県
東
南
部
の
諸
都
市

を
破
壊
し
、
六
千
余
人
が
死
ん
だ
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
だ
。
私
と
私
の
家
族
も
西
宮
市
の
集
合
住
宅
の
自
宅
で
被

災
し
た
の
だ
が
（
少
し
大
げ
さ
に
言
う
と
、
私
自
身
は
死
に
か
け
た
）、
大
災
害
は
そ
の
力
で
そ
れ
が
何
で
あ
れ
一
切

の
虚
飾
を
剥
ぎ
落
と
し
て
、
も
の
ご
と
、
事
物
の
本
質
を
剥
き
だ
し
に
す
る
も
の
だ
。
こ
の
な
か
で
、
あ
る
も
の
は
日

本
に
つ
い
て
、
日
本
人
に
つ
い
て
私
を
怒
ら
せ
、
悲
し
ま
せ
、
希
望
を
失
わ
せ
た
。
し
か
し
、
あ
る
も
の
は
私
を
喜
ば

せ
、
感
動
さ
せ
、
希
望
を
も
た
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
も
の
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
日
本
人
の
「
心
」
に
も
「
精

神
」
に
も
関
係
し
て
い
る
。

「
随
論
・
日
本
人
の
精
神
」
を
書
く
理
由
に
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
で
お
判
り
に
な
る
に
ち
が

い
な
い
。

八

　

今
、
書
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
「
日
本
人
の
精
神
」
を
讃
め
そ
や
す
つ
も
り
で
書
こ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
ま
た
、
け
な
す
つ
も
り
で
書
く
の
で
は
な
い
。
い
っ
と
き
い
い
こ
と
が
、
そ
う
思
わ
れ

た
こ
と
が
、
次
の
と
き
に
は
逆
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
せ
っ
か
ち
に
価
値
判
断
を
下
す
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
、
私
は
日
本
人
だ
。
日
本
人
と
し
て
、
私
が
「
日
本
人
の
精
神
」
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
の
な
か
か
ら
、
日
本
人

に
と
っ
て
も
、
世
界
の
他
の
国
の
人
間
に
と
っ
て
も
価
値
の
あ
る
も
の
を
見
出
し
た
い
。
そ
の
気
持
も
あ
っ
て
、
私
は
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九

こ
の
随
論
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
た
。

九

　

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
「
日
本
人
」
と
は
何
か
、
い
や
、「
日
本
」
と
は
何
か
、
の
大
議
論
を
始
め
る
つ
も
り
は
な
い
。

お
お
づ
か
み
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
き
た
い
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
北
方
、
大
陸
か
ら
少
し
離
れ
て
位
置
し
た
大
中
小
さ
ま
ざ
ま
な
島
々
に
こ
こ
何
千
年
生
き
て

来
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
他
の
異
質
の
人
種
的
、
民
族
的
、
文
化
的
要
素
を
ふ
く
み
込
み
な
が
ら
（
ア
イ
ヌ
は
、
人
種
的
、

民
族
的
に
異
質
の
人
間
と
し
て
異
質
の
文
化
を
も
ち
、
朝
鮮
人
＝
渡
来
人
は
人
種
は
同
じ
だ
が
、
民
族
と
し
て
は
異
な

る
文
化
を
も
つ
）、
の
ち
に
「
日
本
語
」
と
呼
ば
れ
る
ひ
と
つ
の
言
語
を
形
成
、
そ
れ
を
土
台
と
し
て
独
自
の
文
化
を

長
年
に
わ
た
っ
て
つ
く
り
あ
げ
て
来
て
、
ひ
と
つ
の
民
族
と
言
っ
て
い
い
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
人
種
の
人
間
集
団
を
築
き
上

げ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
集
団
の
ワ
ク
組
み
の
な
か
で
、
古
来
「
日
本
」
と
い
う
名
前
を
も
っ
た
国
家
と
し
て
の
政

治
の
か
た
ち
を
つ
く
り
、
政
治
も
経
済
も
文
化
も
、
あ
る
い
は
、
国
家
自
体
も
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
、
変
遷
し
な
が
ら
も
、

そ
の
民
族
と
国
家
の
ワ
ク
組
み
の
な
か
で
動
い
て
来
た
、
そ
の
全
体
を
か
た
ち
づ
く
り
な
が
ら
そ
れ
と
と
も
に
生
き
て

来
た
、
そ
の
あ
り
よ
う
か
ら
「
日
本
人
」
と
呼
ぶ
の
が
も
っ
と
も
適
切
な
人
間
集
団
。

　

こ
れ
が
私
の
「
日
本
人
」
認
識
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
人
間
集
団
の
一
員
と
し
て
私
は
あ
る
。
そ
れ
が
「
私
は
日
本
人
だ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
が
、
こ



12

の
私
自
身
を
ふ
く
め
て
の
人
間
集
団
の
「
心
」、
そ
し
て
、「
精
神
」

―
そ
れ
が
こ
の
「
随
論
」
で
私
が
書
こ
う
と
し

て
い
る
こ
と
だ
。

　

今
、私
が
述
べ
た
「
日
本
人
」
認
識
を
、「
日
本
人
」
の
定
義
だ
と
お
こ
が
ま
し
く
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、こ
の
「
日

本
人
」
認
識
を
前
提
に
し
て
以
下
に
随
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

十

　

私
は
日
本
人
を
両
親
と
し
て
、
日
本
社
会
の
な
か
で
生
ま
れ
、
そ
こ
で
育
ち
、
教
育
も
大
部
分
を
日
本
で
受
け
、
旅

行
、
一
時
的
な
滞
在
、
居
住
の
時
期
以
外
は
日
本
で
暮
ら
し
、
仕
事
も
一
部
分
を
除
け
ば
日
本
で
し
て
い
る
、
そ
し
て
、

「
国
籍
」
に
お
い
て
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
日
本
人
」
で
、日
本
国
発
給
の
旅
券
も
持
つ
が
、こ
う
し
た
こ
と
は
、私
が
「
日

本
人
」
で
あ
る
必
要
要
件
で
は
あ
っ
て
も
、
た
ぶ
ん
、
必
須
要
件
で
は
な
い
。

　

顔
立
ち
、
風
貌
、
か
ら
だ
つ
き
も
そ
う
だ
ろ
う
、
私
は
そ
う
し
た
こ
と
で
ど
こ
か
「
日
本
人
」
離
れ
し
て
い
る
ら
し

く
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ボ
リ
ビ
ア
人
、メ
キ
シ
コ
人
、ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
は
先
住
ア
メ
リ
カ
人
（「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」

の
こ
と
だ
。
今
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
小
学
校
で
は
そ
う
教
え
て
い
る
）
に
よ
く
ま
ち
が
わ
れ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
中
南
部
、
平
べ
っ
た
い
山
の
頂
き
に
ひ
ろ
が
る
先
住
ア
メ
リ
カ
人
、「
ホ
ピ
」
族
の
「
リ
ザ
ー
ベ
イ
シ
ョ

ン
」
と
呼
ば
れ
る
「
居
住
地
」
に
し
ば
ら
く
い
て
「
下
界
」
に
降
り
て
来
て
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
っ
た
ら
、
昔
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

交
響
楽
団
で
笛
を
吹
い
て
い
た
と
い
う
音
楽
家
の
白
人
が
な
つ
か
し
げ
に
や
っ
て
来
て
、
私
に
同
行
し
て
い
た
写
真
家

と
話
し
始
め
た
。
彼
は
あ
ま
り
英
語
を
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
私
が
通
訳
し
た
。
話
が
は
ず
み
、
す
ん
だ
と
こ
ろ
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十

で
、
音
楽
家
は
私
に
「
あ
な
た
は
ど
う
し
て
日
本
語
が
そ
ん
な
に
上
手
な
の
で
す
か
」
と
訊
ね
た
。
彼
は
先
住
ア
メ
リ

カ
人
で
こ
ん
な
に
日
本
語
が
で
き
る
の
が
い
る
と
お
ど
ろ
い
て
い
た
そ
う
だ
。

「
ホ
ピ
」
族
の
「
ホ
ピ
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
「
平
和
」
だ
。
そ
の
こ
と
ば
通
り
、
問
題
の
解
決
を
す
べ
て
非
暴

力
で
行
な
う
と
決
め
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
相
撲
の
押
し
合
い
め
い
た
や
り
方
で
勝
ち
負
け
を
決
め
る
。
第
二
次
大
戦

に
際
し
て
、「
ホ
ピ
」
族
の
若
者
で
召
集
を
受
け
た
の
が
、
当
時
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
な
ど
に
宗
教
的
理
由
で
認
め
ら

れ
て
い
た
「
良
心
的
兵
役
拒
否
」
を
行
な
お
う
と
し
た
が
、
そ
ん
な
未
開
の
民
族
の
伝
統
な
ど
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
当

局
者
が
認
め
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
牢
屋
に
行
っ
た
（
私
は
彼
ら
の
こ
と
と
と
も
に
「
ホ
ピ
」
族
自
体
の
こ
と

を
、
小
説
「
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」〔
講
談
社
・
一
九
八
一
。
現
在
は
講
談
社
文
芸
文
庫
〕
の
な
か
で
書
い
て
い
る
）。

　

私
た
ち
が
「
ホ
ピ
」
族
の
人
た
ち
の
ま
え
に
立
ち
現
れ
る
と
、
彼
ら
は
写
真
家
は
日
本
人
と
み
な
し
た
ら
し
い
が
、

私
は
「
平
和
」
な
彼
ら
「
ホ
ピ
」
族
と
ち
が
っ
て
兇
暴
無
比
な
（
と
彼
ら
に
長
年
敵
対
し
て
来
た
「
ホ
ピ
」
族
の
人
た

ち
は
言
う
）「
ナ
バ
ホ
」
族
だ
と
考
え
た
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
族
「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
」
の
村
落
を
訪
れ
た
と

き
に
も
起
こ
っ
た
。「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
」
た
ち
は
、
同
行
し
た
韓
国
人
の
作
家
夫
妻
に
つ
い
て
は
私
に
そ
う
と
言
わ
れ

て
納
得
し
た
が
、
私
の
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
村
落
で
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
先
住
ア
メ
リ
カ
人
、
も

う
ひ
と
つ
の
村
落
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ど
こ
か
の
「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
」
だ
と
考
え
た
も
の
ら
し
く
て
、
何
か
地

名
ら
し
き
も
の
を
言
わ
れ
て
、「
そ
の
村
か
ら
来
た
の
か
」
と
き
か
れ
た
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
の
市
内
の
市
場
で
、
私
は
ウ
ド
ン
を
食
べ
た
。
ウ
ド
ン
屋
の
お
ば
さ
ん
は
し
げ
し
げ
と
不
審
げ
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に
私
を
見
た
あ
と
で
、
つ
い
に
「
あ
ん
た
は
何
人
？
」
と
訊
ね
か
か
っ
た
。「
日
本
人
だ
」
と
答
え
た
が
、
お
ば
さ
ん

は
信
用
し
な
い
。
つ
い
に
旅
券
ま
で
見
せ
て
や
っ
て
い
ち
お
う
は
お
ば
さ
ん
も
納
得
し
た
が
、
そ
の
あ
と
さ
ら
に
一
問
、

「
じ
ゃ
あ
、
ま
え
は
何
国
人
や
っ
た
？
」
と
お
ば
さ
ん
は
当
然
の
ご
と
く
訊
ね
た
。

　

そ
の
お
ば
さ
ん
の
質
問
を
耳
に
し
た
と
き
、
一
陣
の
気
持
の
い
い
風
が
吹
き
抜
け
て
行
っ
た
気
が
私
に
し
た
の
は
、

そ
の
お
ば
さ
ん
の
一
問
ほ
ど
、
そ
れ
が
世
界
の
誰
の
こ
と
で
あ
れ
、「
国
家
」
と
い
う
私
た
ち
「
民
」
誰
し
も
の
上
に

の
し
か
か
っ
て
あ
る
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
を
、
私
た
ち
「
民
」
の
側
か
ら
根
本
的
に
コ
ケ
に
し
た
こ
と
ば
は
な
か
っ

た
か
ら
だ
。

「
国
家
」
は
自
分
の
都
合
で
国
境
な
り
何
な
り
の
障
壁
を
設
け
て
、
元
来
が
ど
こ
に
行
こ
う
が
ど
こ
に
住
も
う
が
自
由

な
は
ず
の
人
間
の
動
き
を
阻
む
。
そ
れ
な
ら
人
間
の
ほ
う
が
自
分
の
都
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
こ
そ
仕
事
を
求
め
て
、「
国

境
」
な
ど
と
い
う
「
国
家
」
が
つ
く
り
だ
し
た
障
壁
な
ど
は
無
視
し
て
、
ど
こ
へ
ど
う
行
っ
て
も
、
ど
こ
の
国
の
国
民

に
ど
う
な
ろ
う
が
、
逆
に
ど
こ
の
国
の
国
民
を
ど
う
や
め
よ
う
が
、
か
ま
わ
な
い
の
だ
。
ハ
ノ
イ
の
市
場
の
お
ば
さ
ん

の
一
問
は
そ
れ
だ
け
の
主
張
を
ふ
く
ん
で
い
て
、
私
た
ち
「
民
」
の
側
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に
罹
っ
て
い
る
国
家
中
毒
症

の
解
毒
剤
に
な
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
私
が
自
分
の
日
本
人
の
「
証
」
の
よ
う
に
し
て
指
し
示
し
た
日
本
国
旅
券
な
ど
、

彼
女
に
と
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
の
国
の
旅
券
と
交
換
可
能
な
紙
き
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

十
一

　

し
か
し
、私
は
、自
分
が
日
本
国
旅
券
を
持
と
う
と
持
た
な
い
で
い
よ
う
と
、ま
た
外
観
が
い
か
に
日
本
人
と
ち
が
っ

て
見
え
よ
う
と
も
、「
日
本
人
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
、
今
、
お
ば
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
生
活
の
必
要
に
迫
ら



15

十一

れ
て
ど
こ
か
の
国
に
働
き
に
出
か
け
て
、
そ
の
ま
ま
そ
の
国
の
「
国
籍
」
を
と
っ
て
そ
の
国
の
人
間
と
な
っ
た
と
し
て

も
、
私
は
、
た
ぶ
ん
、
や
は
り
、「
日
本
人
」
で
あ
る
だ
ろ
う
、
そ
う
自
分
を
み
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

私
は
べ
つ
に
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
つ
も
り
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
な
か
っ
た
と
前
置
き
し
て
言
う
こ
と

だ
が
、
私
が
、
今
、
も
し
も
っ
と
若
け
れ
ば
、「
日
本
人
」
を
や
め
て
ど
こ
か
の
国
の
人
間
に
、
た
だ
の
「
国
籍
」
だ

け
の
変
更
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
ま
で
入
り
込
ん
で
名
実
と
も
に
な
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

私
は
、
今
も
し
私
が
そ
の
気
に
な
っ
た
と
し
て
も
（
誤
解
の
な
い
よ
う
に
く
り
返
し
て
言
っ
て
お
き
た
い
が
、
私
に

は
そ
の
気
は
な
い
）、
そ
う
で
き
る
に
は
あ
ま
り
に
も
年
を
と
り
す
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
が
と
り
か
え
も
で
き
な
い

ほ
ど
あ
ま
り
に
も
長
く
、
ま
た
深
く
「
日
本
人
の
精
神
」
を
体
内
に
も
ち
つ
づ
け
て
来
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
、

私
は
、
今
、
私
が
ど
こ
で
ど
う
し
よ
う
と
「
日
本
人
」
だ
。「
日
本
人
」
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
と

同
じ
よ
う
に
「
日
本
人
」
と
し
て
生
き
て
、「
日
本
人
」
と
し
て
死
ぬ
だ
ろ
う
。

　

私
は
「
国
際
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
嫌
い
だ
が
、「
世
界
人
」（
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
）
と
い
う
こ
と
ば
は
好
き
だ
。
愛

す
る
。
私
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
の
な
か
で
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
が
好
き
な
の
は
、彼
が
個
々
の「
国
家（
ポ
リ
ス
）」

の
存
在
、
利
害
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
彼
の
存
在
と
思
想
の
基
本
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
文
字
通
り
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ

テ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
今
は
亡
き
埴
谷
雄
高
も
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
が
好
き
で
、私
は
彼
と
と
き
ど
き
そ
の
「
コ

ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
」
思
想
の
開
祖
に
し
て
実
践
者
の
話
を
し
た
。

　

し
か
し
、
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
も
根
は
ギ
リ
シ
ア
人
だ
。
彼
は
彼
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
」
の
思
想
を
彼
の
「
ギ

リ
シ
ア
人
の
精
神
」
を
基
に
し
て
語
っ
た
。
私
に
は
そ
う
思
え
る
。
私
の
こ
の
印
象
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
に
ち
が
い
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な
い
。

　

私
も
自
分
の
思
考
と
生
き
方
の
双
方
に
お
い
て
で
き
る
か
ぎ
り
「
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
精
神
」
を
で
き
得
る
か
ぎ
り
世
界
に
大
き
く
開
い
て
「
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
の
精
神
」
に
あ
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
作
業
、
努
力
は
根
が
あ
っ
て
始
め
て
で
き
る
こ
と
だ
。
根
は
私
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
と
、
自
分

の
「
日
本
人
の
精
神
」
を
自
分
の
か
ら
だ
の
う
ち
に
こ
れ
は
と
思
う
か
た
ち
で
し
っ
か
り
も
ち
つ
づ
け
て
来
て
い
る
こ

と
以
外
に
は
な
い
。十

二

　

こ
れ
ま
で
に
書
い
て
来
た
こ
と
で
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
が
、
私
は
こ
の
随
論
で
、「
日

本
人
の
精
神
」
を
代
表
す
る
に
親
鸞
、
道
元
を
も
っ
て
し
、
そ
の
日
本
の
思
想
偉
人
を
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
」
を
フ

ラ
ン
ス
の
思
想
偉
人
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
代
表
さ
せ
て
対
比
す
る
よ
う
な
ど
こ
か
の
大
学
へ
行
け
ば
い
く
ら
で
も
や
っ
て

い
る
よ
う
な
こ
と
を
や
ら
か
す
つ
も
り
は
な
い
。
思
想
偉
人
を
毛
嫌
い
す
る
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
が
、
私
が
こ
こ

で
随
論
し
た
い
の
は
、
そ
の
社
会
、
国
、
民
族
全
体
で
の
人
び
と
の
「
精
神
」
の
動
き
、
働
き
で
あ
る
。
そ
の
動
き
、

働
き
に
お
い
て
、
思
想
偉
人
の
卓
越
し
た
巨
大
な
「
精
神
」
は
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
同

時
に
社
会
、
国
、
民
族
の
な
か
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
り
、
そ
れ
を
支
え
る
無
数
の
人
び
と
の
思
想
偉
人
の
「
精
神
」
の

卓
越
と
は
た
ぶ
ん
ほ
ど
遠
い
、
小
さ
な
、
往
々
に
し
て
、
卑
小
な
「
精
神
」
の
動
き
、
働
き
な
く
し
て
は
、「
日
本
人

の
精
神
」
も
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
精
神
」
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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十三

十
三

　

私
の
「
人
生
の
同
行
者
」（
つ
れ
あ
い
の
こ
と
を
私
は
そ
う
呼
ぶ
）
は
、
日
本
生
ま
れ
、
育
ち
の
在
日
「
コ
ー
リ
ア

ン
」

―
私
の
言
い
方
で
言
え
ば
「
在
日
コ
ー
リ
ア
人
」
だ
（
こ
こ
で
こ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
、「
韓
国
人
」

と
書
け
ば
、
た
ち
ま
ち
朝
鮮
半
島
の
南
半
分
を
「
韓
国
」
と
し
、
北
半
分
を
「
北
朝
鮮
」
と
す
る
近
来
の
「
南
北
分
断
」

の
対
立
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
て
面
倒
だ
か
ら
だ
。
こ
の
愚
か
し
い
対
立
関
係
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
随
論
を
進
め
た
い
。

コ
ー
リ
ア
何
千
年
の
歴
史
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
関
係
は
ほ
ん
の
近
来
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
も
の
に
巻
き
込
ま

れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
い
で
に
言
っ
て
お
け
ば
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ
ベ
ク
ス
タ
ン
な
ど
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
に
住
む
、

一
般
に
は
ロ
シ
ア
語
で
「
カ
レ
イ
ス
キ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
彼
ら
は
、
長
年
、
自
ら
の
こ
と
を
「
高
麗
人
」
と
呼
ん

で
来
て
い
る
。
私
の
「
在
日
コ
ー
リ
ア
人
」
と
い
う
呼
び
方
は
そ
こ
か
ら
示
唆
を
受
け
た
）。

　

私
の
「
人
生
の
同
行
者
」
は
日
本
、
神
戸
で
生
ま
れ
育
っ
て
も
、
自
分
を
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
コ
ー
リ
ア
人
」
だ
と
考

え
て
い
る
。
た
だ
「
国
籍
」
が
そ
う
だ
か
ら
で
は
な
い
。
彼
女
は
神
戸
で
「
民
族
教
育
」
を
受
け
、
こ
と
ば
も
文
化
も

十
分
に
身
に
つ
け
た
が
、
か
ん
じ
ん
な
こ
と
は
彼
女
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
「
南
北
」
朝
鮮
、
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ロ
シ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
を
歩
き
、
暮
ら
し
も
し
て
、
そ
こ
に
住
む
「
コ
ー
リ
ア
人
」
は
も
と
よ
り
各
地
各

国
の
人
々
と
出
会
う
体
験
を
経
て
、
自
分
自
身
の
「
コ
ー
リ
ア
人
の
精
神
」
を
自
分
の
内
部
に
確
固
と
し
て
か
た
ち
づ

く
っ
て
来
た
こ
と
、
そ
う
自
分
で
自
信
を
も
っ
て
考
え
て
い
る
こ
と
だ
。
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
、
わ
が
家
に
は
、
こ
れ

で
「
日
本
人
の
精
神
」「
コ
ー
リ
ア
人
の
精
神
」、
二
つ
が
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
来
た
。

　

二
つ
の
「
精
神
」
の
関
係
は
、
お
た
が
い
、
対
等
、
平
等
、
自
由
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
」
で
あ
ろ
う
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と
す
る
が
、「
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
」
志
向
の
精
神
構
造
は
二
人
と
も
に
も
た
な
い
。

十
四

　

私
た
ち
に
は
娘
が
ひ
と
り
い
る
。
今
年
、大
学
一
年
生
に
な
る
が
、こ
の
「
国
籍
」
日
本
人
の
娘
が
自
分
な
り
に
「
日

本
人
の
精
神
」
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
「
日
本
人
」
と
し
て
生
き
て
行
く
の
も
よ
し
、
母
親
譲
り
の
「
コ
ー
リ
ア

人
の
精
神
」
を
自
分
の
内
部
に
築
き
上
げ
、「
国
籍
」
も
な
ん
と
か
と
っ
て
「
コ
ー
リ
ア
人
」
と
な
っ
て
生
き
て
行
く

の
も
わ
る
く
な
い
と
父
親
と
母
親
は
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
あ
る
い
は
、「
国
籍
」
と
住
む
と
こ
ろ
は
ど
う
で
あ
れ
、

ま
た
果
た
し
て
で
き
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、「
日
本
人
の
精
神
」、「
コ
ー
リ
ア
人
の
精
神
」
二
つ
を
も
っ
て
生

き
る
。
こ
れ
も
彼
女
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
り
得
て
い
い
こ
と
だ
。
い
や
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る

選
択
肢
と
し
て
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
書
い
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
、
幼
い
と
き
の
彼
女
の
国
旗
の
「
選
択
」
か
ら
言
っ

て
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
だ
。

　

彼
女
が
五
歳
ご
ろ
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
ベ
ラ
ウ
共
和
国
へ
の
旅
か
ら
帰
っ
て
来
た
私
は
娘
に

お
土
産
に
も
ら
っ
て
来
た
ベ
ラ
ウ
共
和
国
の
国
旗
を
見
せ
て
や
っ
た
。
澄
み
切
っ
た
青
の
地
に
月
を
表
す
大
き
な
黄
色

い
円
が
真
ん
中
に
あ
る
だ
け
の
簡
素
で
美
し
い
国
旗
だ
が
、
そ
れ
を
ベ
ラ
ウ
共
和
国
の
国
旗
だ
と
教
え
た
あ
と
、
つ
い

で
の
こ
と
に
地
図
帳
を
開
い
て
、
こ
の
日
の
丸
は
「
日
本
」
の
国
旗
、
こ
ち
ら
は
韓
国
、
そ
の
次
は
「
北
朝
鮮
」
国
旗

だ
と
、
ベ
ラ
ウ
共
和
国
の
と
比
べ
て
見
せ
て
や
っ
て
、
お
ま
え
の
国
の
旗
は
ど
れ
だ
と
き
く
と
、
娘
は
「
こ
れ
が
わ
た

し
の
国
の
旗
」
と
当
然
の
ご
と
く
ベ
ラ
ウ
共
和
国
の
国
旗
を
指
し
た
。

　

わ
る
く
な
い
、
世
界
に
冠
た
る
「
非
核
憲
法
」
を
か
つ
て
創
り
出
し
た
「
ベ
ラ
ウ
人
の
精
神
」
を
わ
が
も
の
に
し
て
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十五

「
ベ
ラ
ウ
人
」
と
し
て
未
来
を
生
き
て
行
く
の
も
。

十
五

　

随
論
だ
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
蛇
行
し
て
進
む
。
さ
て
、
い
よ
い
よ
「
日
本
人
の
精
神
」
そ
の
も
の
の
本
論
、
い
や
、

随
論
に
入
ろ
う
。

　

ま
ず
随
論
し
て
お
き
た
い
の
は
、
私
の
子
供
の
こ
ろ
な
ら
、「
日
本
人
の
精
神
」
と
言
う
と
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ

れ
た
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
の
こ
と
だ
。

　

私
が
子
供
の
こ
ろ
、よ
く
耳
に
し
た
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
ば
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。「
お

ま
え
、
ほ
ん
と
う
に
日
本
人
か
、
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
を
も
っ
て
お
る
の
か
」。
い
や
、
た
い
て
い
の
場
合
、「
日
本
人
か
」

で
は
な
か
っ
た
。「
日
本
男
児
か
」
だ
っ
た
。
よ
く
「
キ
ン
タ
マ
を
持
っ
て
お
る
の
か
」
が
こ
と
ば
の
あ
と
に
つ
づ
い
た
。

そ
れ
で
は
日
本
女
性
、「
ヤ
マ
ト
ナ
デ
シ
コ
」
は
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
よ
か
っ

た
の
か
。
そ
れ
と
も
そ
こ
を
ど
う
ご
ま
か
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
こ
ろ
防
空
演
習
の
訓
示
で
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
と

「
キ
ン
タ
マ
」
の
有
無
の
こ
と
を
よ
く
問
題
に
し
て
い
た
警
防
団
長
に
あ
ら
た
め
て
訊
ね
て
み
た
い
気
が
す
る
。

　

そ
れ
で
は
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
を
も
っ
て
「
日
本
人
」、
い
や
、「
キ
ン
タ
マ
」
を
持
つ
「
日
本
男
児
」
は
何
を
す

る
の
か
。
学
校
で
よ
く
勉
強
す
る
の
か
、
行
儀
を
よ
く
す
る
の
か
、
会
社
で
一
生
懸
命
働
く
の
か
、
子
供
の
私
は
い
ろ

ん
な
人
に
い
ろ
い
ろ
き
い
て
み
た
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
が
必
要
な
の
は
何
を
お
い
て
も
日
本

が
戦
争
で
た
た
か
う
と
き
だ

―
そ
れ
が
判
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
が
行
な
う
戦
争
は
ま
ち
が
っ
た
戦
争
で
は
な
い
。
か
し
こ
く
も
万
世
一
系
の
天
皇
陛
下
を
カ
シ
ラ
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に
い
た
だ
い
て
天
に
代
わ
り
て
不
義
を
討
つ
、「
正
義
の
戦
争
」
だ
。
そ
の
「
正
義
の
戦
争
」
を
勇
気
を
も
っ
て
、ふ
る
っ

て
戦
う
。
戦
争
ば
か
り
で
は
な
い
。「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
は
正
し
い
こ
と
を
常
に
勇
気
を
ふ
る
っ
て
や
っ
て
の
け
る
。

そ
う
し
た
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
は
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

も
つ
「
日
本
男
児
」
は
一
旦
緩
急
こ
と
あ
ら
ば
お
召
し
を
受
け
て
勇
躍
戦
場
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
「
正
義

の
戦
争
」の
戦
場
で
敵
の
銃
弾
に
当
た
っ
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
大
い
に
あ
る
。
し
か
し
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」

を
も
つ
「
日
本
男
児
」
た
る
者
、「
海
ゆ
か
ば　

み
づ
く
か
ば
ね　

山
ゆ
か
ば　

草
む
す
か
ば
ね　

大
君
の
へ
に
こ
そ　

し
な
め　

か
え
り
み
は
せ
じ
」
で
戦
場
に
行
く
の
だ
。
天
皇
陛
下
の
た
め
に
「
名
誉
の
戦
死
」
を
と
げ
る
の
は
こ
れ
「
日

本
男
児
の
本
懐
」

―
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
の
論
理
、
倫
理
は
こ
れ
で
完
結
す
る
。

　

以
上
が
そ
の
こ
ろ
の
私
の
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
理
解
だ
。
子
供
は
時
代
時
代
の
社
会
の
タ
テ
マ
エ
を
理
屈
も
抵
抗

も
な
し
に
も
ろ
に
受
け
入
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
理
解
が
当
時
の
日
本
人
の
多
く
の
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
の
タ
テ
マ
エ

的
理
解
で
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
理
解
の
な
か
で
は
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
は
五
つ
の
こ
と
が
ら
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

戦
争
、
正
義
、
天
皇
、
勇
気
、
死

―
こ
の
五
つ
だ
。

十
六

　

こ
の
五
つ
の
結
合
と
し
て
あ
る
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
が
い
か
に
戦
争
遂
行
に
役
に
た
っ
た
か
は
言
う
ま
で
も
な
い

こ
と
だ
ろ
う
。
中
国
侵
略
に
始
ま
っ
て
「
大
東
亜
戦
争
」

―
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
に
至
っ
て
敗
戦
に
終
わ
る

戦
争
だ
が
、
私
が
、
今
、
自
分
の
直
接
の
思
想
的
体
験
と
し
て
確
信
し
て
語
れ
る
の
は
、
そ
の
も
っ
と
も
後
半
の
部
分

だ
。
そ
の
部
分
に
お
い
て
、
五
つ
が
結
合
し
た
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
は
た
し
か
に
バ
ッ
コ
し
た
。
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十七

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
も
の
だ
け
が
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
な
の
か
。
ま
だ
幼
か
っ

た
私
が
知
る
は
ず
も
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
理
解
を
し
て
い
た
よ
う
だ
。

「
古
今
集
」に「
病
し
て
弱
く
な
り
に
け
る
時
よ
め
る
」の
ま
え
書
き
の
つ
い
た
在
原
業
平
の
次
の
歌
が
出
て
い
る
。「
つ

い
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
き
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
お
も
は
ざ
り
し
を
」

―
こ
の
歌
を
契
沖
が
こ
れ
こ
そ
人
間
本

来
の
姿
、
あ
り
よ
う
、
そ
れ
を
よ
く
う
た
っ
た
と
讃
め
た
。
宣
長
は
そ
れ
を
ま
た
受
け
て
、
業
平
の
歌
を
人
間
本
来
の

姿
、
あ
り
よ
う
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
た
契
沖
こ
そ
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
賞
揚
し
た
。

　

こ
れ
は
歌
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
ば
だ
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
歌
は
物
の
あ
は
れ
を
し
る
よ
り
い
で
く
る
も
の
也
」（「
石

上
私
淑
言
」）。
と
す
れ
ば
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
は
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
物
の
あ
は

れ
を
し
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
宣
長
に
よ
れ
ば
、
い
や
、
宣
長
プ
ラ
ス
小
田
理
論
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
森
羅
万

象
に
歌
を
も
の
し
た
く
な
る
ほ
ど
感
じ
入
る
こ
と
だ
。
す
で
に
「
物
」
が
「
こ
こ
ろ
」
の
な
か
、「
新
明
解
国
語
辞
典
」

「
第
二
版
」
流
に
言
え
ば
、「
そ
れ
が
働
い
て
い
れ
ば
人
間
が
人
間
ら
し
さ
を
保
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
の
な
か
に
深

く
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
宣
長
が
主
張
す
る
よ
う
に
世
の
森
羅
万
象
す
べ
て
に
「
情
」
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
、「
情
」
を
も
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
が
宣
長
プ
ラ
ス
小
田
理
論
に
よ
る
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
だ
が
、
こ
の
理
論
、
宣
長
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
判
り

や
す
く
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

十
七

　

本
居
宣
長
の
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
認
識
は
な
か
な
か
の
も
の
だ
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
「
戦
争
、
正
義
、
勇
気
、
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天
皇
、
死
」
の
五
つ
の
結
合
の
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
よ
り
私
に
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
の
時
代
、
た
し
か
に
宣

長
の
こ
と
は
え
ら
い
国
文
学
の
先
生
で
、
先
生
の
さ
ら
に
先
生
の
賀
茂
真
淵
に
は
丁
重
に
師
弟
の
礼
を
尽
く
し
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
学
校
で
教
わ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
か
ん
じ
ん
の
「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
認
識
に
つ
い
て
は
、
誰
も
何

も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
お
か
げ
で
、「
ヤ
マ
ト
ダ
マ
シ
イ
」
と
言
え
ば
、
た
だ
さ
っ
き
述
べ
た
五
結
合

―
そ
れ

だ
け
の
も
の
に
な
る
。
そ
う
子
供
の
私
は
考
え
た
が
、
大
人
も
ま
ず
同
じ
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
ば
っ
ち
り
で
、
歌
論
は
す
ば
ら
し
い
が
歌
は
ヘ
タ
ク
ソ
の
定
評
あ
る
宣
長
の
、「
広
辞
苑
」（
岩
波
書
店
）
が
「
ヤ

マ
ト
心
」
を
定
義
し
て
「
日
本
人
の
持
つ
、
や
さ
し
く
や
わ
ら
い
だ
心
情
」
の
例
と
し
て
あ
げ
た
「
敷
島
の
大
和
心
を

人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
う
ん
ぬ
ん
の
宣
長
の
歌
を
酷
評
し
た
石
川
淳
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
要
す
る
に
「
山
桜

は
お
れ
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
歌
も
（「
日
本
の
名
著
」・
中
央
公
論
社
・
一
九
七
〇
）、
サ
ク
ラ
の
花
が
散
る

よ
う
に
日
本
人
は
い
さ
ぎ
よ
く
戦
場
で
死
ぬ
の
だ
、
そ
れ
が
美
し
い
の
だ

―
の
稀
代
の
名
歌
に
な
っ
た
。
そ
う
私
は

教
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
歌
と
し
て
理
解
し
た
。

　

こ
う
し
て
考
え
て
行
け
ば
「
戦
争
、
正
義
、
勇
気
、
天
皇
、
死
」
の
五
結
合
で
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
死

―
死

ぬ
こ
と
に
な
る
。
天
皇
陛
下
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
目
的
、
理
由
は
定
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
問
題
は
、
い
か
に
死

ぬ
か
、
だ
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
で
も
、
サ
ク
ラ
の
花
が
散
る
よ
う
に
い
さ
ぎ
よ
く
、
美
し
く
死
ぬ
こ
と
は
決
ま
っ
て
い

る
。
で
は
、
い
か
に
い
さ
ぎ
よ
く
、
美
し
く
死
ぬ
か
。
問
題
は
そ
の
一
点
に
収
斂
す
る
。

　

か
っ
こ
う
な
「
名
著
」
が
あ
っ
た
。
前
記
「
日
本
の
名
著
」
叢
書
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
私
は
そ
う
呼
ぶ

の
だ
が
、「
武
士
道
と
い
ふ
は
、
死
ぬ
事
と
見
付
け
た
り
」、「
名
著
」
の
奈
良
本
辰
也
現
代
語
訳
で
の
言
い
方
を
使
っ
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十八

て
つ
づ
め
て
言
え
ば
、「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
の
「
葉
隠
」
だ
っ
た
。「
葉
隠
」
は
は
や
っ
た
。
あ

る
い
は
、
そ
れ
が
鼓
吹
す
る
「
武
士
道
」
は
も
て
は
や
さ
れ
た
。
そ
の
証
拠
に
当
時
子
供
だ
っ
た
私
ま
で
が
そ
の
名
を

聞
い
て
い
た
。
詳
し
い
こ
と
は
無
論
知
ら
な
か
っ
た
が
、「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
の
「
葉
隠
」
哲

学
の
片
鱗
ぐ
ら
い
は
聞
き
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

十
八

「
葉
隠
」
は
奇
妙
な
「
名
著
」
だ
。
本
自
体
が
奇
妙
だ
と
言
う
よ
り
、
私
に
は
ど
こ
か
ら
ど
う
読
ん
で
も
、
徳
川
幕
藩

体
制
の
下
、
そ
れ
が
誰
で
あ
れ
「
主
君
」
に
対
す
る
絶
対
的
忠
誠
と
引
き
換
え
に
地
位
の
安
定
と
収
入
を
得
て
、
ほ
ぼ

完
全
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
し
て
い
た
武
士
と
は
名
の
み
の
た
だ
の
刀
持
ち
、
二
本
差
し
の
役
人
の
処
世
訓
に
し
か
す
ぎ

な
い
も
の
を
ど
う
し
て
ま
た
死
ぬ
こ
と
が
は
や
っ
た
、そ
れ
を
タ
テ
マ
エ
と
し
て
生
き
て
い
た
、生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
当
時
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
タ
テ
マ
エ
が
な
く
な
っ
た
は
ず
の
現
代
に
お
い
て
も
「
日
本
の
名
著
」
と
し
て
選
定

さ
れ
て
読
ま
れ
る
、
い
や
、
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
り
す
る
の
か

―
私
に
は
そ
れ
が
ふ
し
ぎ
だ
。

　

九
州
佐
賀
、
鍋
島
藩
の
藩
士
山
本
常
朝
が
書
い
た
「
葉
隠
」
の
立
場
は
矛
盾
し
て
い
た
。
山
本
は
一
方
で
は
大
小
二

本
の
刀
を
腰
に
差
し
た
武
士
だ
っ
た
が
、
他
方
で
は
彼
は
藩
士
、
そ
の
名
の
藩
の
役
人
だ
っ
た
。
彼
は
た
し
か
に
武
士

の
魂
の
刀
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
む
や
み
と
抜
い
て
は
な
ら
な
い
刀
だ
っ
た
。「
主
君
」
の
い
る
お
城
の
な
か
で

鯉
口
か
ら
少
し
刀
身
を
み
せ
た
だ
け
で
切
腹
の
刑
を
賜
る
破
目
に
さ
え
な
っ
た
。
こ
れ
は
幕
藩
体
制
維
持
の
た
め
に
当

然
の
こ
と
だ
。「
藩
士
武
士
」
が
刀
を
自
由
に
使
え
ば
そ
れ
こ
そ
下
克
上
の
事
態
が
起
こ
っ
て
体
制
は
崩
壊
す
る
。
武

士
は
自
分
の
意
志
に
基
づ
い
て
刀
を
使
う
こ
と
に
お
い
て
ま
さ
に
武
士
な
の
だ
が
、使
え
な
い
と
な
る
と
、「
藩
士
武
士
」
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と
は
何
か
。
た
だ
の
役
人
か
。

　

山
本
は
当
代
の
自
分
と
同
じ
「
藩
士
役
人
」
の
な
か
に
武
士
の
理
想
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
中

世
、戦
国
時
代
の
武
士
を
彼
は
理
想
と
し
て
「
葉
隠
」
を
書
い
た
。
そ
の
当
時
の
武
士
と
山
本
の
当
代
の
「
藩
士
武
士
」

と
は
ど
う
ち
が
っ
た
か
。

「
日
本
中
世
史
」
の
著
者
原
勝
郎
は
「
東
国
武
人
」
が
重
ん
じ
た
も
の
は
、
自
由
と
名
誉
、
こ
の
二
つ
だ
っ
た
と
言
う
。

原
に
よ
れ
ば
、
そ
の
自
由
は
「
政
治
制
度
の
自
由
」
で
は
な
か
っ
た
。「
社
会
上
の
自
由
」「
人
事
の
自
由
」「
私
生
活

の
自
由
」、
さ
ら
に
は
、「
精
神
の
自
由
」
だ
っ
た
。

「
東
国
武
人
」
は
「
拘
束
」
を
き
ら
い
「
其
欲
す
る
如
く
に
動
き
、
其
欲
す
る
如
く
に
止
ま
ら
ん
こ
と
を
望
ん
で
」
動

き
ま
わ
っ
た
。
た
だ
、
彼
ら
に
は
自
由
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
飢
え
る
自
由
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
分
と
家
族
、
一

門
の
安
定
と
そ
の
安
定
を
現
実
的
に
保
証
す
る
土
地
を
求
め
て
、
安
定
と
土
地
を
与
え
て
く
れ
る
、
そ
れ
だ
け
の
力
を

も
つ
「
大
武
士
」
の
も
と
に
は
せ
参
じ
て
、「
大
武
士
」
を
「
主
君
」
と
し
て
の
い
く
さ
に
生
命
を
懸
け
た
。
安
定
と

土
地
を
求
め
て
の
文
字
通
り
の
「
一
所
懸
命
」
で
あ
る
。「
主
君
」
と
な
っ
た
「
大
武
士
」
は
、新
た
に
「
家
臣
」
と
な
っ

た
「
中
武
士
」「
小
武
士
」
を
集
め
て
い
く
さ
に
勝
っ
て
「
領
主
」
と
な
り
、
全
体
と
し
て
獲
得
し
た
、
ま
た
増
加
し

た
土
地
を
「
家
臣
」
に
分
け
与
え
て
、「
家
臣
」
に
「
恩
」
を
か
け
る
。
そ
の
か
け
ら
れ
た
「
恩
」
を
自
ら
の
働
き
に
よ
っ

て
返
す
こ
と
を
「
家
臣
」
が
「
義
」
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
「
家
臣
」
の
「
主
君
」
に
対
す
る
返
す
べ
き
「
恩
義
」
と

な
り
、「
恩
義
」
を
返
す
こ
と
は
「
家
臣
」
の
義
務
で
あ
る
と
と
も
に
ま
っ
と
う
に
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
で
「
名
誉
」

と
も
な
る
。
そ
う
他
者
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
得
る
。

「
恩
義
」
と
「
自
由
」
の
関
係
も
こ
こ
に
は
出
て
来
る
。「
恩
義
」
は
大
き
く
か
け
ら
れ
れ
ば
、そ
れ
だ
け
「
東
国
武
人
」
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十九

に
と
っ
て
大
事
な
「
自
由
」
は
減
り
、
彼
ら
が
き
ら
う
「
拘
束
」
が
増
え
る
。
で
は
、
ど
う
す
る
か
。「
主
君
」「
領
主
」

の
た
め
に
さ
ら
に
強
く
、勇
敢
に
戦
っ
て「
恩
義
」を
返
せ
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
し
て
、こ
れ
は
逆
に
、今
の
こ
の「
主
君
」「
領

主
」
が
自
分
に
十
分
に
「
恩
義
」
を
か
け
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
ク
ソ
食
ら
え
と
出
て
行
っ
て
、
べ
つ
の
も
っ
と
マ

シ
な「
大
武
士
」を
新
し
い「
主
君
」「
領
主
」に
し
て
自
分
が
目
的
と
す
る
安
定
と
土
地
を
得
る
だ
け
の
こ
と
だ
と
言
っ

て
い
い
だ
ろ
う
。
お
た
が
い
の
あ
い
だ
の
関
係
は
あ
く
ま
で
対
等
、
平
等
、
そ
こ
に
「
東
国
武
人
」
が
自
分
の
生
き
方

の
基
本
と
す
る
、
何
よ
り
も
そ
う
し
た
か
っ
た
「
自
由
」
が
あ
っ
た
。

　

徳
川
幕
藩
体
制
が
す
で
に
強
固
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
「
葉
隠
」
の
著
者
の
時
代
（
山
本
常
朝
は
一
六
五
九
年
に
生
ま

れ
、
一
七
一
九
年
に
数
え
年
六
十
一
歳
で
死
ん
だ
）、
そ
う
し
た
「
自
由
」
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ

て
「
東
国
武
人
」
が
生
命
を
懸
け
て
求
め
た
安
定
と
土
地
を
、
彼
ら
、
当
代
の
「
藩
士
武
士
」
は
何
ら
戦
わ
ず
し
て
手

に
入
れ
て
い
た
。「
東
国
武
人
」
の
生
き
方
の
基
本
に
置
い
た
の
が
「
自
由
」
と
「
名
誉
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当

代
の
「
藩
士
武
士
」
の
基
本
は
、
そ
れ
が
誰
の
何
の
組
織
で
あ
れ
、
そ
れ
が
つ
く
り
出
す
「
秩
序
」
へ
の
絶
対
的
「
服

従
」
と
、
そ
れ
が
何
の
誰
で
あ
れ
、「
主
君
」
に
対
す
る
無
条
件
の
「
忠
誠
」
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

十
九

　

も
う
ひ
と
つ
、
大
事
な
ち
が
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
東
国
武
人
」
の
誰
も
彼
も
が
も
っ
て
い
た
実
際
の
戦
場
で

の
実
戦
体
験
を
「
藩
士
武
士
」
は
、「
葉
隠
」
の
著
者
山
本
常
朝
を
ふ
く
め
て
誰
ひ
と
り
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

い
く
さ
は
、こ
の
時
代
に
も
っ
と
も
近
接
し
た
「
島
原
の
乱
」
で
さ
え
が
す
で
に
半
世
紀
以
上
も
ま
え
の
出
来
事
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
ち
が
い
は
決
定
的
な
ち
が
い
だ
っ
た
。「
東
国
武
人
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、「
藩
士
武
士
」
の
「
サ
ラ
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リ
ー
マ
ン
武
士
」
は
た
だ
の
「
役
人
」
で
は
あ
っ
て
も
「
武
士
」
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
本
質
的
に
「
武
士
」
で
な
い
「
藩
士
武
士
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
「
武
士
」
に
す
る
か
、
い
や
、
も
っ
と
あ
け

す
け
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
武
士
」
に
見
せ
る
か

―
こ
れ
が
「
葉
隠
」
の
主
題
だ
。

　

し
か
し
、
時
代
を
昔
に
返
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
山
本
常
朝
に
と
っ
て
で
き
る
こ
と
は
、
当
代
の
「
藩
士
武
士
」
の

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
武
士
」
た
ち
に
、中
世
、戦
国
時
代
の
「
武
士
」
の
あ
り
よ
う
を
紹
介
し
て
、こ
れ
こ
そ
が
真
正
の
「
武

士
」
の
や
る
こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
だ
と
叱
咤
激
励
し
て
、「
藩
士
武
士
」
た
ち
に
や
ら
せ
る
こ
と
し
か
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
困
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
今
も
し
「
藩
士
武
士
」
た
ち
が
山
本
が
「
葉
隠
」
で
説
い
た

こ
と
を
実
行
す
れ
ば
究
極
的
に
は
そ
れ
こ
そ
下
克
上
と
な
っ
て
藩
は
潰
れ
、
幕
藩
体
制
は
崩
壊
に
至
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
「
革
命
」
だ
。「
藩
士
武
士
」
た
ち
は
こ
れ
で
な
る
ほ
ど
真
正
の
「
武
士
」
の
「
自
由
」
と
「
名
誉
」
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、「
藩
士
武
士
」
に
と
っ
て
か
ん
じ
ん
の
「
安
定
」
と
「
土
地
」
を
失
う
こ
と
に
な
る
か

も
知
れ
な
い
。
い
や
、
そ
の
ま
え
に
、
彼
ら
は
不
届
き
な
革
命
家
と
し
て
捕
ま
り
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
で
は
、困
る
。
元
も
子
も
な
く
な
る

―
と
あ
っ
て
、「
葉
隠
」は
二
つ
の
解
決
策
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ひ
と
つ
の
方
法
は
、
す
べ
て
を
ひ
と
つ
の
美
し
い
儀
式
な
り
、
様
式
な
り
風
俗
な
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
で
き
る
な
ら
そ
う
や
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
想
像
図
、
一
幅
の
絵
を
思
い
描
く
こ
と

で
あ
る
。
絵
は
も
ち
ろ
ん
美
し
い
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
、
で
き
る
か
ぎ
り
美
し
い
想
像
図
を
思
い
描
く
。
逆
に
心
の
な
か

の
美
し
い
一
幅
の
絵
を
基
に
し
て
儀
式
、
様
式
、
風
俗
を
美
し
く
、
華
麗
な
も
の
に
す
る
。

　

端
的
な
例
は
、「
葉
隠
」
が
主
張
す
る
「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
で
あ
る
。
山
本
常
朝
は
言
う
。「
武

士
道
と
い
う
も
の
は
本
来
、
毎
朝
い
か
に
死
ぬ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
の
み
を
考
え
て
、
あ
の
と
き
に
死
ね
ば
、
こ
の
と
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十九

き
に
死
ね
ば
と
、死
の
晴
れ
姿
だ
け
を
想
定
し
て
生
に
対
す
る
執
着
心
を
切
り
捨
て
て
お
く
こ
と
で
あ
る
」。
こ
の
「
死

の
晴
れ
姿
」
の
た
め
に
「
武
士
」
は
容
貌
、
身
な
り
に
気
を
つ
け
、
立
派
な
服
を
着
、「
葉
隠
」
を
大
評
価
し
て
い
た

歴
史
家
奈
良
本
辰
也
の
「
日
本
の
名
著
17
葉
隠
」
の
解
説
「
美
と
狂
の
思
想
」
の
な
か
で
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
言
え
ば
、

「
毎
朝
起
き
る
と
、
す
ぐ
に
行
水
を
使
い
、
月さか
代やきを
剃
っ
て
髪
形
を
と
と
の
え
、
そ
の
髪
に
香
を
匂
わ
せ
、
手
足
の
爪

を
切
っ
て
軽
石
で
す
り
、
そ
れ
に
艶
を
持
た
せ
る
た
め
に
『
こ
が
ね
草
』
で
磨
き
、
い
つ
も
立
居
振
舞
に
気
を
つ
け
て

い
た
」「
常
朝
自
身
も
、
こ
れ
は
、
ず
い
ぶ
ん
手
が
か
か
り
、
時
間
を
費
や
す
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、『
武
士
の
仕
事

は
斯か
様ようの
事
に
て
候
』
と
言
っ
て
い
た
」「
常
朝
は
、
容
貌
や
身
な
り
を
立
派
に
し
て
お
く
た
め
に
は
『
不
断
に
鏡
を

見
る
が
よ
い
』
と
言
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
武
士
の
た
し
な
み
と
し
て
、『
頰
紅
の
粉
は
、
い
つ
も
懐
に
入
れ
て
持
っ

て
い
る
と
よ
い
。
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
酔
覚
め
か
寝
起
き
な
ど
で
顔
色
が
悪
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

と
き
に
は
、
頰
紅
を
つ
け
た
方
が
よ
い
』
と
も
言
っ
て
い
る
。
武
士
と
し
て
見
苦
し
く
な
い
死
に
ざ
ま
を
す
る
た
め
に

は
、
平
素
か
ら
化
粧
を
す
る
く
ら
い
の
心
が
け
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」。

　

こ
れ
は
「
武
士
」
の
す
べ
て
が
、
死
ま
で
が
、
い
や
、「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
だ
か
ら
、
ま
さ

に
死
こ
そ
が
、
儀
式
に
な
り
様
式
に
な
り
風
俗
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
す
べ
て
は
、
ま
ず
、
人
に
見

せ
る
た
め
に
あ
る
。
見
て
も
ら
う
た
め
に
あ
る
。
見
せ
る
た
め
に
は
、
見
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
す
べ
て
は
見
苦
し
く

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
十
分
に
美
し
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
、
問
題
が
二
つ
出
て
く
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
に
見
せ
て
、
見
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
人
に
美
し
い
と
見
て
と
っ

て
も
ら
う
に
は
、
自
分
好
み
に
、
自
由
に
、
儀
式
、
様
式
、
風
俗
を
や
っ
て
の
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
自
分
好
み
、

と
こ
と
ん
自
由
な
演
出
は
許
さ
れ
な
い
。
演
出
の
ワ
ク
組
み
は
決
ま
っ
て
い
る
。
少
し
ぐ
ら
い
の
逸
脱
な
ら
許
さ
れ
る
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し
、
か
え
っ
て
歓
迎
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
き
な
跳
ね
上
が
り
は
決
し
て
許
容
さ
れ
な
い
し
、
潰
さ
れ
る
。
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
跳
ね
上
が
り
が
ワ
ク
組
み
全
体
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
だ
か
ら
。

　

し
か
し
、
人
に
見
せ
る
、
見
て
も
ら
う
と
言
う
が
、
そ
の
人
と
は
、
い
っ
た
い
、
誰
な
の
か
。

　

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
「
主
君
」、
そ
し
て
同
じ
藩
の
「
藩
士
武
士
」
だ
。「
主
君
」
に
讃
め
ら
れ
た
い
し
、
同
輩

の
「
藩
士
武
士
」
に
後
ろ
指
を
指
さ
れ
た
く
な
い
。
こ
の
気
持
の
中
に
は
、
出
世
の
打
算
が
あ
っ
て
ふ
し
ぎ
は
な
い
し
、

こ
れ
が
死
ぬ
儀
式
の
場
合
な
ら
、あ
と
に
残
す
家
族
の
安
全
、安
定
へ
の
気
遣
い
も
あ
っ
て
当
然
の
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

「
武
士
」
と
し
て
自
分
の
「
名
誉
」
の
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
か
ん
じ
ん
な
こ
と
は
、「
立

派
に
死
な
れ
た
」
と
い
う
声
で
あ
り
、
評
価
だ
。
こ
の
声
と
評
価
は
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
と
に
残
す
家
族
の
安
定
と
安
全

に
結
び
つ
く
。「
武
士
」
が
本
質
的
に
「
一
匹
狼
」
と
し
て
生
き
て
い
た
「
東
国
武
人
」
の
時
代
な
ら
、「
名
誉
」
も
そ

の
基
と
な
る
死
も
、
す
べ
て
は
そ
の
「
武
士
」
一
代
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
武
士
」

の
時
代
、「
名
誉
」も
そ
の
基
と
な
っ
た
死
も
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
武
士
」の
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
は
自
由
で
は
な
か
っ
た
。

二
十

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
、
明
瞭
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
は
、「
東
国
武
人
」
の
場
合
、
彼
ら
の
「
武
士
」
と
し
て
の
倫
理
と

論
理

―
そ
れ
を
「
武
士
道
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
「
自
発
」「
内
発
」
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
だ
。
そ

の
「
自
発
」「
内
発
」
性
は
「
藩
士
武
士
」
の
「
武
士
道
」
に
比
べ
れ
ば
、は
っ
き
り
す
る
。「
藩
士
武
士
」
の
「
武
士
道
」

は
、
そ
の
究
極
の
目
的
の
死
に
至
る
ま
で
「
主
君
」
と
同
輩
の
「
藩
士
武
士
」
の
目
を
意
識
し
た
（
そ
の
目
は
ひ
っ
く

る
め
て
言
え
ば
「
世
間
」
だ
。
た
だ
こ
の
「
世
間
」
は
、
現
代
の
「
世
間
」
と
ち
が
っ
て
、「
主
君
」
と
「
藩
士
武
士
」
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二十

だ
け
が
か
た
ち
づ
く
る
「
世
間
」
だ
）「
他
発
」「
外
発
」
の
「
武
士
道
」
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
、「
葉
隠
」
の
「
武
士
道
」
の
「
他
発
」「
外
発
」
性
を
示
す
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
当
の

作
者
山
本
常
朝
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
だ
。
彼
が
「
主
君
」
と
み
な
し
て
い
た
前
藩
主
が
死
ん
だ
と
き
、
山
本
は
あ
と

を
追
っ
て
殉
死
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
殉
死
は
す
で
に
藩
の
命
令
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
の
禁
令
に
従
っ

て
殉
死
を
や
め
、
剃
髪
し
て
夫
人
と
と
も
に
寺
へ
入
る
。
こ
れ
が
い
け
な
い
と
私
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

世
間
並
み
に
言
え
ば
、
ま
っ
た
く
当
然
の
こ
と
だ
。
し
か
し
、
彼
は
「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
を
至

高
の
原
理
と
す
る
彼
流
の
「
武
士
道
」
の
主
張
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
武
士
」
は
こ
れ
が
「
武
士
」
の
す
べ
き
こ

と
だ
と
信
じ
る
と
き
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
狂
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
う
み
な
さ
れ
よ
う
と
、
す
べ
て
を
無
視
し

て
す
る
、
そ
の
「
狂
」
こ
そ
が
「
武
士
」
が
「
武
士
」
た
る
ゆ
え
ん
だ
と
「
葉
隠
」
の
随
所
で
述
べ
て
い
る
の
だ
。
ど

う
し
て
、
彼
は
自
分
の
主
張
に
従
っ
て
、
自
分
の
内
部
の
声
に
耳
を
傾
け
て
殉
死
し
な
か
っ
た
の
か
。
殉
死
し
な
い
で
、

外
部
の
禁
令
に
従
っ
て
生
き
な
が
ら
え
た
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
山
本
を
は
じ
め
彼
ら
「
藩
士
武
士
」
た
ち
が
藩
の
禁
令
に
抗
し
、
自
分
の
内
部
の
「
武
士
道
」
の
声
に

従
っ
て
、
続
々
と
殉
死
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
内
面
の
無
言
の
「
武
士
道
」
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
お
か
げ
で

藩
は
体
制
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
た
か
も
知
れ
な
い
。「
葉
隠
」
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
た
山
本
常
朝
の
こ
と
だ
、
彼

が
殉
死
し
て
い
た
な
ら
、
こ
れ
に
近
い
事
態
が
起
こ
っ
て
も
あ
な
が
ち
ふ
し
ぎ
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
れ
ば
、

彼
は
自
分
の
内
部
の
声
に
従
わ
ず
、外
部
の
禁
令
に
従
っ
た
こ
と
で
藩
の
体
制
、組
織
を
救
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
、彼
の「
武
士
道
」は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
す
で
に
消
滅
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。「
武
士
道
」

を
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
失
っ
た
彼
が
藩
の
命
令
に
忠
実
な
「
藩
士
」
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
し
て
も
、
彼
は
は
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た
し
て
「
武
士
」
か
。

二
十
一

「
葉
隠
」
が
描
き
出
す
「
武
士
」
の
死
は
、
そ
の
「
死
の
晴
れ
姿
」
に
ふ
さ
わ
し
い
死
だ
っ
た
。
ま
ず
何
を
お
い
て
も

美
し
い
死
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
美
し
い
死
を
人
は
い
か
よ
う
に
も
想
像
図
、
自
分
の
心
の
う

ち
の
一
幅
の
絵
の
な
か
で
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
さ
の
な
か
の
死
で
さ
え
、
あ
た
か
も
儀
式
の
な
か
で
の
様

式
、
風
俗
の
美
し
さ
を
も
っ
た
死
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
い
く
さ
の
い
わ
ば
「
専
門
家
」
で
あ
り
な
が
ら
か
ん
じ
ん
の

実
戦
体
験
の
な
い
、
実
戦
は
想
像
図
の
一
幅
の
絵
の
な
か
で
し
か
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
に
お
い
て
ま
っ

た
く
ふ
つ
う
の
人
間
、タ
ダ
の
人
で
し
か
な
い
「
藩
士
武
士
」
が
見
て
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。
し
か
し
、

現
実
の
戦
場
で
の
死
は
、
希
れ
に
そ
う
し
た
美
し
い
死
が
あ
る
に
し
て
も
（
戦
意
高
揚
の
戦
争
物
語
は
そ
う
し
た
希
れ

な
死
を
取
り
上
げ
て
一
幅
の
華
麗
な
絵
を
描
く
）、
た
い
て
い
が
血
と
泥
に
ま
み
れ
て
そ
こ
ら
に
腐
臭
を
発
し
な
が
ら

無
数
に
転
が
る
死
体
の
死
な
の
だ
。
そ
れ
は
絵
に
な
ら
な
い
。
戦
場
か
ら
帰
り
着
い
た
画
家
に
ひ
そ
か
に
見
せ
ら
れ
る

凄
惨
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
絵
に
は
な
っ
て
も
、
床
の
間
に
こ
れ
見
よ
が
し
に
掛
け
ら
れ
る
掛
け
軸
の
絵
に
は
な
ら
な
い
し
、

ど
こ
か
の
官
展
の
大
展
覧
会
の
正
面
に
す
え
ら
れ
る
絵
に
も
な
る
は
ず
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
死
は
「
藩
士

武
士
」
の
想
像
図
の
な
か
に
出
て
来
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
な
か
に
は
、
出
て
来
る
場
合
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
絵
は
死
体
の
腐
臭
を
発
し
な
い
。
臭
わ
な
い
死
体
は
、
い
か
に
血
と
泥
に
ま
み
れ
て
い
よ
う
と
、
た

だ
の
一
幅
の
絵
、
美
し
い
絵
だ
。
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二十二

二
十
二

「
葉
隠
」が
矛
盾
し
て
い
た
の
は
、そ
こ
で
山
本
常
朝
が
説
く「
武
士
道
」が
、そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に「
藩
士
武
士
」に
よ
っ

て
実
践
さ
れ
た
場
合
に
は
、
藩
の
政
治
は
お
ろ
か
徳
川
幕
藩
体
制
を
も
突
き
破
る
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
そ
れ
で

は
ほ
ん
と
う
に
元
も
子
も
な
く
な
る
。
し
か
し
、
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
も
は
や
「
武
士
」
で
は
な
く
、
こ
れ

ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
た
だ
の
「
藩
士
」、
た
だ
の
役
人
、
た
だ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
り
つ
づ
け
る
。

　

ま
さ
に
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
無
難
、
そ
し
て
、
安
易
な
解
決
策
は
「
ほ
ど
ほ
ど
に
や
れ
」
だ
が
、
こ

う
し
た
無
難
、
安
易
な
方
法
は
そ
れ
こ
そ
「
武
士
」
の
や
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
妥
当
な
解
決
策
は
二
つ
あ
っ
た
と

私
は
先
に
述
べ
た
。
ひ
と
つ
は
、「
武
士
道
」
を
徹
底
し
て
儀
式
、様
式
、風
俗
、想
像
図
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
武

士
道
」
の
儀
式
化
、
様
式
化
、
風
俗
化
、
想
像
図
化
の
基
本
に
あ
る
の
は
美
だ
。「
葉
隠
」
流
「
武
士
道
」
の
究
極
目

的
の
死
も
ど
こ
ま
で
も
美
し
い
死
と
し
て
あ
る
。
儀
式
、
様
式
、
風
俗
、
想
像
図
は
い
か
よ
う
に
あ
っ
て
も
、
政
治
、

体
制
は
ゆ
る
が
な
い
。
い
や
、
美
し
け
れ
ば
美
し
い
ほ
ど
、
人
は
う
っ
と
り
と
政
治
、
体
制
を
眺
め
て
く
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
を
ま
と
め
上
げ
て
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
二
つ
目
の
矛
盾
の
解
決
策
は
何
か
。

　

そ
れ
は
、こ
れ
も
ま
と
め
上
げ
て
言
え
ば
、「
武
士
道
」

―
「
葉
隠
」
流
「
武
士
道
」
を
「
狂
」
と
す
る
こ
と
、「
狂
」

と
自
他
と
も
に
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
今
、
街
中
の
雑
踏
の
な
か
に
「
東
国
武
人
」
が
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
真
似
る
「
藩
士
武
士
」
が
抜
き
身
の
大
太
刀
引
っ
さ
げ
て
突
然
出
現
し
て
来
れ
ば
み
ん
な
は
恐
れ
お
の
の
い

て
逃
げ
出
す
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
う
ち
誰
か
が
叫
び
出
す
。「
あ
い
つ
は
気
が
狂
っ
と
る
だ
け
じ
ゃ
。
よ
く
見
ろ
。
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あ
い
つ
の
持
っ
と
る
の
は
刀
じ
ゃ
な
い
、た
だ
の
棒
切
れ
じ
ゃ
。
そ
れ
に
、あ
い
つ
は
あ
ん
な
小
男
じ
ゃ
。
簡
単
に
や
っ

つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
放
っ
て
お
け
。
そ
の
う
ち
鎮
ま
る
」。
彼
の
こ
と
ば
で
み
ん
な
は
安
心
、
街
の
騒
ぎ
は
収
ま
り
、

そ
の
う
ち
狂
人
も
姿
を
消
し
て
、
す
べ
て
世
は
こ
と
も
な
し
。

　

こ
れ
が
「
狂
」
だ
。
い
や
、「
葉
隠
」
流
の
「
武
士
道
」
を
「
狂
」
と
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
誰

が
「
狂
」
と
し
た
か
。
山
本
常
朝
自
身
が
し
た
。
そ
し
て
、
彼
が
「
葉
隠
」
を
通
じ
て
「
武
士
道
」
を
鼓
吹
し
た
「
藩

士
武
士
」
も
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
「
武
士
道
」
を
受
け
取
っ
た
。
山
本
常
朝
は
「
武
士
道
」
の
「
狂
」
が
今
必
要

だ
と
説
い
た
。「
藩
士
武
士
」
も
う
な
ず
い
た
。「
け
っ
こ
う
な
こ
と
で
」
ぐ
ら
い
は
言
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
い
っ
と
き
の
「
狂
」
の
所
業
で
は
自
分
た
ち
の
正
気
の
世
界
は
決
し
て
打
ち
倒
さ
れ
は
し
な
い
と
確
信
し
て

い
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
言
え
ば
、
彼
ら
は
山
本
常
朝
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
こ
れ
ま

た
確
信
し
て
い
た
。

「
狂
」
と
「
美
」
は
結
び
つ
く
。「
武
士
」
が
頰
紅
の
粉
を
持
ち
歩
く
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
か

に
も
「
狂
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
美
し
く
死
ぬ
た
め
の
行
為
だ
。「
狂
」
と
「
美
」
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

い
て
い
る
。
こ
の
結
合
は
強
い
。

二
十
三

「
葉
隠
」
を
「
人
間
類
型
化
の
時
代
に
お
け
る
個
人
の
復
権
の
書
と
し
て
」
高
く
評
価
し
て
、
奈
良
本
辰
也
は
「
と
く

に
希
望
し
て
」「
日
本
の
名
著
」
で
の
現
代
語
訳
を
し
た
（
そ
う
解
説
「
美
と
狂
の
思
想
」
の
な
か
で
彼
自
身
が
書
い

て
い
る
）。
そ
の
奈
良
本
訳
の
「
葉
隠
」
が
世
に
出
た
の
は
、
一
九
六
九
年
の
年
末
だ
が
、
当
時
は
下
降
線
を
確
実
に
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二十四

た
ど
り
な
が
ら
も
ま
だ
ま
だ
学
生
運
動
が
盛
ん
な
こ
ろ
で
、
日
本
じ
ゅ
う
ど
こ
へ
行
っ
て
も
ど
こ
か
の
大
学
で
、「
過

激
派
」
の
学
生
が
大
学
の
時
計
塔
に
よ
じ
登
っ
て
占
拠
し
た
り
、
校
舎
を
「
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
」
し
た
り
し
て
い
た
。

　

こ
の
当
時
の
学
生
運
動
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
少
し
以
前
ま
で
力
を
も
っ
て
い
た
「
三
派
全
学
連
」
と
い
う
よ
う

な
名
前
が
示
す
政
治
党
派
の
学
生
運
動
で
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
中
心
と
し
て
あ
っ
た
の
は
、
政
治
党
派
の
学
生
運
動

の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
重
視
と
党
派
性
を
嫌
っ
て
、
も
っ
と
自
由
な
学
生
運
動
を
各
地
の
大
学
で
つ
く
り
出
し
た
「
全

共
闘
」
だ
っ
た
（「
全
共
闘
」
が
何
の
略
語
だ
っ
た
か
は
忘
れ
た
。「
三
派
全
学
連
」
に
つ
い
て
も
、「
三
派
」
が
何
だ
っ

た
か
も
、「
全
学
連
」
の
正
式
の
名
が
何
だ
っ
た
か
も
憶
え
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
忘
れ
て
い
い
こ
と
だ
）。

し
か
し
、
は
じ
め
は
そ
の
自
由
で
清
新
な
動
き
で
人
気
を
博
し
て
い
た
運
動
も
、
く
た
び
れ
と
弾
圧
で
元
気
を
失
い
、

目
的
、
方
向
を
喪
失
し
て
、
た
だ
や
み
く
も
に
「
占
拠
」「
封
鎖
」
を
つ
づ
け
、
く
り
返
す
運
動
の
衰
退
の
段
階
に
さ

し
か
か
っ
て
来
て
い
た
。

二
十
四

　

奈
良
本
辰
也
は
「
葉
隠
」
の
基
本
に
あ
る
も
の
を
「
美
」
と
「
狂
」
だ
と
し
て
、
そ
の
主
旨
で
「
美
と
狂
の
思
想
」

と
題
し
て
「
日
本
の
名
著
」
の
解
説
を
書
い
て
い
る
。
私
も
そ
の
主
旨
と
同
意
見
だ
。
こ
れ
は
私
が
こ
こ
で
こ
れ
ま
で

に
書
い
て
き
た
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
が
、
た
だ
、
結
論
が
ま
っ
た
く
逆
に
な
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
こ
の
「
美
」
と
「
狂
」
を
基
本
と
し
た
「
葉
隠
」
は
体
制
反
逆
の
危
険
千
万
の
書
に
な
る
が
、
私
の
判
断
で

は
こ
れ
ほ
ど
体
制
順
応
の
安
全
き
わ
ま
る
書
物
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
「
主
君
」
に
と
っ
て
の
こ
と
で
、「
葉
隠
」

が
読
者
と
し
て
想
定
し
た
「
藩
士
武
士
」
に
と
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
得
が
た
い
処
世
術
の
参
考
書
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
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な
い
。

　

奈
良
本
が
現
代
に
お
け
る
「
美
と
狂
の
思
想
」
の
実
行
者
、
体
現
者
と
し
て
と
ら
え
、
考
え
た
の
は
、
運
動
の
さ
き

ゆ
き
の
展
望
を
失
い
な
が
ら
、
な
お
も
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
校
舎
を
「
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
」
し
つ

づ
け
る
「
全
共
闘
」
の
学
生
た
ち
だ
っ
た
。
彼
は
「
日
本
の
名
著
」
本
体
の
な
か
で
は
そ
こ
ま
で
言
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、

本
に
挟
み
込
ま
れ
た
「
付
録
」
の
司
馬
遼
太
郎
と
の
対
談
の
な
か
で
、「
葉
隠
」
に
か
か
わ
ら
せ
て
「
全
共
闘
」
談
義

を
始
め
た
の
は
司
馬
の
ほ
う
だ
が
、「
全
共
闘
」
の
若
者
に
つ
い
て
の
「
彼
ら
の
根
に
美
が
あ
っ
て
、
彼
ら
を
動
か
し

て
い
る
の
も
美
で
あ
っ
て
、
ぼ
く
ら
よ
り
も
ま
だ
あ
の
連
中
の
ほ
う
が
戦
国
人
み
た
い
な
気
が
し
ま
す
ね
（
笑
）」
と

の
司
馬
の
こ
と
ば
を
受
け
て
、
奈
良
本
も
「
ぼ
く
も
そ
う
い
う
こ
と
を
頭
の
な
か
に
置
き
な
が
ら
書
き
ま
し
た
」
と
話

し
て
い
た
。

　

こ
の「
付
録
」で
の
司
馬
と
奈
良
本
の
対
談
は
、奈
良
本
の「
葉
隠
」観
、「
全
共
闘
」観
と
と
も
に
司
馬
の「
葉
隠
」観
、「
全

共
闘
」
観
も
出
て
来
て
い
て
面
白
い
も
の
だ
っ
た
。
司
馬
の
「
葉
隠
」
観
は
彼
の
そ
こ
で
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
よ
く

示
さ
れ
て
い
る
。

「
戦
国
時
代
、
人
間
は
猛
獣
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
と
う
な
猛
獣
性
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
猛
獣

性
を
矯
め
る
も
の
が
、
や
は
り
朱
子
学
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
他
の
道
学
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
道
徳
的
に
、
あ
る
い
は
道

徳
習
慣
で
矯
め
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
山
本
常
朝
は
、『
そ
れ
は
い
か
ん
。
猛
獣
に
は
猛
獣
の
美
が
あ
っ
て
、
猛
獣

の
美
を
と
ぎ
す
ま
せ
』
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
。
と
ぎ
す
ま
せ
ば
、
は
た
迷
惑
に
も
な
ら
ん
し
、
猛
獣
自
身
の
美
し
さ
が

出
る
。」

　

こ
の
発
言
で
さ
す
が
に
リ
ア
リ
ス
ト
で
狡
知
に
長
け
た
司
馬
だ
と
思
う
の
は
、
そ
こ
に
「
葉
隠
」
の
「
狂
」
の
本
質
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二十四

が
よ
く
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
な
る
ほ
ど
「
狂
」
が
そ
の
ま
ま
「
狂
」
と
し
て
あ
れ
ば
、
あ
ま
た
「
は
た
迷
惑
」

を
起
こ
し
て
体
制
崩
壊
、
革
命
に
至
る
ま
で
の
事
態
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
、「
狂
」
を
た

だ
ひ
た
す
ら
華
麗
な
儀
式
、
様
式
、
風
俗
、
あ
る
い
は
そ
れ
こ
そ
美
し
い
こ
と
限
り
の
な
い
一
幅
の
絵
に
仕
立
て
て
し

ま
え
ば
、
そ
し
て
、
す
べ
て
を
さ
ら
に
美
し
い
も
の
に
仕
上
げ
て
行
け
ば
、「
狂
」
も
も
う
「
は
た
迷
惑
」
を
し
な
い
。

そ
の
力
を
も
は
や
も
た
な
い
。

　

司
馬
は
「
全
共
闘
」
に
も
同
じ
こ
と
を
見
て
と
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、「
付
録
」
の
対
話
の
な
か
で

の
彼
の
言
い
方
で
言
え
ば
、「
今
の
大
学
で
騒
い
で
い
る
連
中
」
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
「
狂
」
だ
が
、

し
か
し
、
そ
の
「
狂
」
は
現
代
の
い
わ
ば
朱
子
学
的
に
が
っ
ち
り
と
固
め
ら
れ
た
管
理
社
会
の
な
か
で
、
そ
れ
に
ど
う

反
抗
し
て
い
い
の
か
、
ど
う
そ
れ
を
変
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
合
理
的
な
理
論
も
手
だ
て
も
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
そ
の

状
態
が
必
然
的
に
生
み
出
し
た
「
狂
」
だ
。
若
者
た
ち
が
馬
鹿
な
ら
、
体
制
に
何
の
矛
盾
も
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
こ

ん
な
「
狂
」
は
起
こ
る
は
ず
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
司
馬
は
た
ぶ
ん
そ
こ
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
こ

れ
は
私
の
ソ
ン
タ
ク
だ
が
、
彼
ら
が
ど
こ
か
の
「
党
派
」
運
動
の
学
生
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
「
党
派
」
が
信
奉
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
行
け
ば
、
問
題
は
そ
れ
で
解
決
で
き
た
気
に
な
っ
て
、「
狂
」
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ

に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、「
全
共
闘
」
の
学
生
た
ち
は
体
制
に
す
ん
な
り
順
応
で
き
る
ほ
ど
に
馬
鹿
で
な
か
っ
た
し
、

既
成
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
信
奉
し
得
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
と
ど
の
つ
ま
り
「
狂
」
に
な
っ
た
。「
狂
」
に
な
っ

て
、
自
分
の
大
学
の
時
計
塔
に
よ
じ
登
っ
た
り
、
校
舎
を
「
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
」
し
た
り
し
て
、
対
話
で
の
司
馬
の
言

い
方
で
言
え
ば
、「
は
た
迷
惑
」
を
か
け
た
。
今
、
現
に
か
け
て
い
る
。

　

こ
の
「
狂
」
は
い
ろ
ん
な
考
え
さ
せ
る
も
の
を
あ
た
え
て
く
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
「
狂
」
を
通
し
て
、
現
代
の
朱
子
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学
的
管
理
社
会
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
が
っ
ち
り
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
体
制
の
問
題
、
矛
盾
も
さ
ら
け
出
さ
れ
て
来

た
し
、
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
が
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
一
切
の
体
制
的
な
も
の
を
拒
否
し
て
生
き
よ
う
と

す
る
彼
ら
の
姿
に
は
、
一
切
の
飾
り
物
が
な
い
か
た
ち
で
む
き
だ
し
に
「
生なま
の
日
本
人
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
「
生なま
の
日
本
人
」
は
、
体
制
が
崩
れ
て
、
そ
の
抑
制
力
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
い
く
ら
で
も
出
て
来
る

も
の
だ
。
戦
国
時
代
が
そ
う
し
た
体
制
崩
壊
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
武
士

―
「
戦
国
武
士
」
を
武
士
の
原
型

と
し
て
、
山
本
常
朝
は
「
葉
隠
」
で
そ
の
「
狂
」
を
論
じ
た
、
彼
ら
「
戦
国
武
士
」
は
、
司
馬
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
飾

り
物
の
な
い
、
ま
さ
に
む
き
出
し
の
「
生なま
の
日
本
人
」
だ
っ
た
。
一
切
の
体
制
的
な
も
の
を
排
し
て
生
き
よ
う
と
す
る

「
全
共
闘
」
の
学
生
た
ち
も
そ
う
す
る
こ
と
で
「
生なま
の
日
本
人
」
に
な
っ
て
い
た
。「
付
録
」
の
対
話
の
な
か
で
、
司
馬

は
そ
う
力
説
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
「
生なま
の
日
本
人
」
―
「
原
日
本
人
」
と
は
何
か
、ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
か
。
そ
の
人
生
、

生
き
方
の
基
本
に
あ
る
も
の
、そ
う
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は「
美
」だ
。司
馬
は
そ
う「
原
日
本
人
」

を
と
ら
え
て
、「
思
想
や
道
徳
で
日
本
人
を
と
ら
え
る
よ
り
も
、
や
は
り
美
意
識
で
と
ら
え
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
」

と
言
う
。つ
づ
け
て「
今
の
大
学
で
騒
い
で
い
る
連
中
と
い
う
の
は
、わ
り
あ
い
古
い
体
制
に
影
響
さ
れ
な
い
人
た
ち
で
」

「
わ
り
あ
い
原
日
本
人

0

0

0

0

が
全
共
闘
の
諸
君
の
中
に
は
お
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
原
日
本
人
で
す
か
ら
、
格
好
や
美
を
非

常
に
や
か
ま
し
く
言
う
。
そ
の
美
を
理
論
化
し
、
思
想
化
し
よ
う
と
彼
ら
が
す
る
と
、
ま
っ
た
く
幼
稚
で
あ
ど
け
な
く

て
ツ
ジ
ツ
マ
も
合
わ
ぬ
こ
と
を
言
っ
ち
ゃ
う
。
だ
か
ら
大
人
た
ち
が
『
お
前
た
ち
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
理
屈
が
通
ら

ん
じ
ゃ
な
い
か
』
と
言
う
と
、『
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
ん
だ
』
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、

ど
う
や
ら
彼
ら
の
根
に
美
が
あ
っ
て
、
彼
ら
を
動
か
し
て
い
る
」
こ
と
が
判
る
。
以
上
が
司
馬
の
こ
と
ば
だ
が
、「
美
」
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二十五

は
芸
術
の
問
題
と
し
て
は
た
や
す
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
政
治
革
命
の
主
題
と
し
て
ど
う
考
え
て
行
け

ば
い
い
の
か
。
こ
れ
は
彼
ら
若
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
大
人
に
と
っ
て
も
至
難
の
こ
と
だ
。

　

奈
良
本
の
「
美
と
狂
の
思
想
」
に
よ
れ
ば
、「
葉
隠
」
が
説
く
「
武
士
と
し
て
生
き
る
生
き
方
は
」「
死
と
い
う
厳
粛

な
事
実
を
前
に
し
て
、
そ
の
極
限
の
姿
で
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
日
常
を
美
的
に
生
き
、
そ
の
一
瞬
一
瞬
を
積

み
重
ね
て
、
一
つ
の
詩
と
す
る
生
き
方
」
だ
っ
た
。
奈
良
本
は
つ
づ
け
て
書
い
て
い
た
。「
私
は
、
こ
の
よ
う
な
生
き

方
の
な
か
に
崇
高
な
美
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
」。

「
全
共
闘
」
の
学
生
た
ち
の
思
想
と
行
動
が
、
奈
良
本
と
司
馬
が
対
話
の
な
か
で
意
気
投
合
し
て
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

「
葉
隠
」
が
理
想
と
し
た
「
武
士
」
の
生
き
方
と
つ
な
が
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
た
し
か
に
彼
ら
の
思
想
と
行

動
は
一
篇
の
詩
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
崇
高
な
美
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
「
革
命
」

と
い
う
よ
う
な
大
き
な
社
会
変
革
を
な
し
と
げ
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
の
理
論
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
ち
が
う
次
元
の
問
題
、
課
題
と
し
て
あ
る
。

二
十
五

「
狂
」
は
い
か
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
美
」
に
収
斂
し
て
し
ま
え
ば
、お
し
ま
い
に
は
一
幅
の
美
し
い
絵
に
な
っ

て
終
わ
っ
て
、
現
実
は
何
ひ
と
つ
変
わ
ら
な
い
。
猛
獣
は
そ
の
美
を
い
く
ら
研
ぎ
澄
ま
せ
て
も
世
界
は
変
わ
ら
な
い
し
、

ま
し
て
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
い
。
司
馬
の
リ
ア
リ
ス
ト
の
眼
は
そ
う
「
葉
隠
」
の
「
狂
」
も
「
全
共
闘
」
の
「
狂
」
も

見
て
と
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
狂
」
で
「
は
た
迷
惑
」
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い

―
の
で
は
な
く
少
し
ぐ
ら
い
は
、「
全
共
闘
」
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の
場
合
で
言
え
ば
、
校
舎
の
「
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
」
ほ
ど
の
事
態
は
起
こ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
も
、
す
こ
し
視
点

を
変
え
て
見
て
み
れ
ば
、
美
し
い
一
幅
の
絵
だ
。
学
生
た
ち
は
自
ら
が
封
鎖
し
た
校
舎
の
な
か
で
社
会
変
革
の
未
来
の

夢
を
い
か
よ
う
に
も
勇
ま
し
く
、
ま
た
美
し
く
語
る
だ
ろ
う
が
、
心
配
は
要
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
夢
を
大
学
の
外
の

無
限
に
広
が
る
世
界
に
向
か
っ
て
語
る
す
べ
を
持
た
な
い
し
、
ま
た
そ
の
つ
も
り
も
な
い
。
夢
は
夢
と
し
て
傷
つ
か
ず

残
る
と
き
、
そ
の
美
し
さ
も
い
つ
ま
で
も
保
持
し
て
行
け
る
。

　

リ
ア
リ
ス
ト
司
馬
は
、「
付
録
」
で
の
奈
良
本
と
の
対
話
か
ら
推
論
し
て
、
た
ぶ
ん
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
た

の
で
な
い
か
と
思
う
。
あ
と
で
述
べ
る
通
り
私
は
司
馬
を
少
し
知
っ
て
い
た
。
個
人
的
な
つ
き
合
い
は
な
か
っ
た
が
、

お
た
が
い
の
作
品
が
本
に
な
っ
て
世
に
出
る
た
び
に
贈
り
合
い
、対
談
の
本
も
一
冊
出
し
て
い
た
。そ
の
体
験
か
ら
言
っ

て
、
今
書
い
た
推
論
に
は
自
信
が
あ
る
。
大
き
く
は
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
。

　

し
か
し
、
司
馬
の
対
話
の
相
手
の
奈
良
本
は
ち
が
っ
た
。「
全
共
闘
」
の
学
生
た
ち
の
思
想
と
行
動
を
「
葉
隠
」
同

様
「
美
」
と
「
狂
」
を
基
本
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
で
司
馬
と
一
致
し
な
が
ら
、
彼
は
彼
ら
の
未
来
に

た
ぶ
ん
も
っ
と
大
き
な
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
。
彼
ら
に
司
馬
よ
り
親
近
感
も
抱
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
奈

良
本
は
「
全
共
闘
の
学
生
諸
君
が
こ
も
っ
て
い
る
部
屋
へ
入
っ
た
こ
と
が
」
あ
っ
た
。「
す
る
と
、そ
こ
に
『
忍
ぶ
恋
』

と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
よ
。
び
っ
く
り
し
ち
ゃ
っ
た
な
。
バ
リ
ケ
ー
ド
の
な
か
に
。」「
忍
ぶ
恋
」
は
「
葉
隠
」
の
「
藩

士
武
士
」
の
あ
い
だ
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
男
色
、
い
や
、
衆
道
で
相
手
の
反
応
は
問
わ
ず
自
分
だ
け
の
無
償

の
か
た
思
い
を
つ
づ
け
る
至
高
の
恋
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
発
見
を
奈
良
本
は
司
馬
に
な
い
親
近
感
を
感
じ
さ
せ
る
口

調
で
述
べ
て
い
た
。



つ
づ
き
は
製
品
版
で
お
読
み
く
だ
さ
い
。


