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矜
り
と
は
自
ら
恃たの
む
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
さ
へ
あ
れ

ば
、
何
も
の
も
怖
れ
ず
と
い
ふ
信
念
で
す
。
自
負
と
云
ひ
、
自
尊
と
云
ひ
、

い
づ
れ
も
、
己
を
も
つ
て
高
し
と
す
る
精
神
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
む
し

ろ
、
相
手
に
向
つ
て
自
分
を
譲
ら
な
い
こ
と
で
、
い
は
ば
競
争
心
の
現
れ
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
矜
り
と
云
ひ
、
矜
持
と
云
ふ
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

へ
ば
、
自
分
自
身
に
対
し
て
、
し
つ
か
り
し
た
信
頼
を
も
ち
、
い
や
し
く
も

自
分
で
自
分
を
辱
か
し
め
な
い
だ
け
の
、
ひ
そ
か
な
自
信
を
胸
に
た
ゝ
ん
で

ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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よ
く
云
は
れ
る
こ
と
で
す
が
、
自
尊
心
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
か
す
る
と
、

野
蛮
人
や
弱
小
民
族
の
方
が
余
計
に
も
つ
て
ゐ
て
、
他
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
こ

と
を
極
端
に
気
に
す
る
あ
の
心
理
に
通
じ
ま
す
。
こ
れ
を
劣
等
感
の
ひ
と
つ

の
現
れ
と
み
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
う
と
ば
か
り
は
云
へ
ま
せ
ん
。
元
来
人
並
以
上
の
も
の
を

も
つ
て
ゐ
る
に
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
、
た
ゞ
も
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
は
満
足
し

な
い
で
、
機
会
あ
る
毎
に
人
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ

が
自
尊
心
、
自
負
心
と
な
つ
て
現
れ
ま
す
。
最
も
ひ
ど
い
の
が
「
己
惚
れ
」

で
あ
り
ま
す
。

　
か
う
い
ふ
人
物
は
、
自
分
を
実
力
以
下
に
み
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
堪

へ
ら
れ
な
い
苦
痛
な
の
で
、
普
通
、
「
負
け
嫌
ひ
」
と
云
ふ
の
が
こ
れ
で
す
。
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そ
れ
が
露
骨
に
言
動
の
う
へ
に
現
れ
る
と
、
い
さ
ゝ
か
滑
稽
味
を
帯
び
て
来

ま
す
。
そ
れ
が
「
負
け
惜
し
み
」
で
す
。
蔭
で
人
が
嗤
つ
て
ゐ
る
の
も
気
が

つ
か
ぬ
有
様
で
あ
り
ま
す
。

　
自
尊
心
は
、
以
上
の
や
う
な
場
合
を
除
い
て
、
ほ
ん
た
う
に
自
分
の
名
誉

を
保
ち
、
面
目
を
傷
つ
け
ら
れ
な
い
た
め
に
、
敢
然
と
己
を
主
張
す
る
や
う

な
時
、
そ
れ
は
立
派
な
行
為
と
な
つ
て
示
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
お
な
じ
自
尊
心
で
も
、
矜
り
、
ま
た
は
矜
持
と
称
し
て
差
支
へ

な
い
も
の
で
す
。

　
矜
り
と
は
、
飽
く
ま
で
も
、
自
分
の
実
力
と
真
価
に
つ
い
て
正
し
い
認
識

を
も
ち
、
し
か
も
、
あ
る
大
事
な
一
点
で
何
人
に
も
負ひ
け
を
取
ら
ぬ
自
信
と
、

そ
の
自
信
が
自
分
に
与
へ
ら
れ
た
光
栄
と
を
深
く
心
に
秘
め
、
如
何
な
る
こ
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と
が
あ
ら
う
と
も
物
に
動
じ
な
い
覚
悟
が
で
き
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
木
村
重
成
が
一
茶
坊
主
の
無
礼
に
対
し
て
、
「
蠅
は
金
冠
を
選
ば
ず
」
と

云
つ
て
、
こ
れ
を
相
手
に
し
な
か
つ
た
話
を
思
ひ
出
し
て
み
ま
せ
う
。
普
通

の
武
士
な
ら
ば
、
相
手
が
誰
で
あ
ら
う
と
、
身
分
の
卑ひく
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
無
礼
の
程
は
容
赦
を
し
な
か
つ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
武
士
の
自

尊
心
が
こ
れ
を
ゆ
る
さ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
重
成
は
、
若
年
な
が
ら
、

人
並
の
自
尊
心
な
ど
で
な
く
、
ち
や
ん
と
名
将
の
器
と
し
て
の
矜
り
を
も
つ

て
ゐ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
二
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日
本
の
青
年
の
矜
り
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
ま
づ
、
世
界
に
比
類
な
き
歴
史
の
上
に
立
つ

て
、
次
の
歴
史
を
更
に
新
し
く
書
き
つ
ぐ
べ
き
最
も
若
々
し
い
力
と
し
て
の

矜
り
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
第
一
に
日
本
国
民
と
し
て
の
矜
り
、
第
二
に
、
現
代
青

年
と
し
て
の
矜
り
が
、
そ
こ
で
は
一
体
と
な
つ
て
現
れ
ま
す
。
日
本
人
な
ら

ば
誰
で
も
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
矜
り
と
、
青
年
の
み
が
も
ち
得
る
矜
り
と
が
、

渾
然
と
融
合
し
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
青
年
男
女
の
輝
か
し
い
矜
り
が
生
れ
る

の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
日
本
国
民
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
大
い
に
恃
む
と
こ
ろ
が
あ
る
筈

で
す
。
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万
世
一
系
の
皇
室
を
上
に
戴
き
、
未
だ
曾
て
一
度
も
外
敵
に
屈
し
た
こ
と

が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
肇
国
以
来
、 

駸  

々 

し
ん
〳
〵

と
し
て
国
力
の
発
展
を
見
つ
ゝ
、

今
や
、
亜
細
亜
の
解
放
を
宣
し
て
強
大
米
英
の
鋒
先
を
挫
く
べ
く
、
決
然
起

つ
た
の
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
矜
り
と
せ
ず
し
て
何

を
誇
り
得
ま
せ
う
。

　
か
く
の
如
き
日
本
人
の
す
が
た
は
、
決
し
て
偶
然
に
示
さ
れ
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
国
の
成
り
立
ち
か
ら
、
既
に
神
慮
に
よ
つ
て
定
ま
つ
て
ゐ
た
と
は
申
せ
、

歴
代
の
聖
天
子
を
中
心
と
し
奉
り
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
ひ
た
す
ら
忠
誠
を

も
つ
て
こ
の
国
の
繁
栄
の
た
め
に
精
根
を
傾
け
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
し

か
も
、
そ
れ
は
、
行
へ
ば
必
ず
為
し
遂
げ
得
る
絶
大
な
国
民
の
能
力
を
示
し
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た
こ
と
に
な
る
と
信
じ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
あ
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

　
偉
大
な
る
国
民
と
し
て
の
性
能
、
素
質
を
恵
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
の
矜
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
性
能
、

素
質
を
国
民
の
す
べ
て
が
受
け
継
ぎ
、
そ
の
真
価
を
十
分
に
発
揮
し
て
ゐ
る

か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
ま
つ
た
く
別
問
題
で
す
。

　
従
つ
て
、
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
、
個
人
と
し
て
、
日
本
人
た
る
の
矜
り

を
も
ち
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
と
修
業
が
必
要
で
あ
り
ま
し
て
、

「
日
本
人
は
偉
い
ぞ
、
但
し
自
分
は
例
外
だ
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
、

困
り
ま
す
。

　
さ
て
、
今
度
は
、
青
年
と
し
て
の
矜
り
は
何
か
と
問
は
れ
ゝ
ば
、
そ
れ
は
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「
若
々
し
い
力
」
だ
と
一
口
に
答
へ
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
つ
と
詳

し
く
説
明
し
て
み
ま
せ
う
。

　
ま
づ
、
青
年
と
い
ふ
も
の
の
特
質
か
ら
調
べ
て
か
ゝ
る
の
が
順
序
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
は
あ
ま
り
専
門
的
な
理
窟
は
ぬ
き
に
し
て
、
常
識
で
考
へ
る

こ
と
に
し
ま
す
。

　
年
齢
か
ら
云
ふ
と
、
大
体
、
十
五
六
歳
か
ら
二
十
四
五
歳
ま
で
の
と
こ
ろ

を
普
通
青
年
と
呼
ぶ
や
う
で
す
。
私
は
三
十
ま
で
と
し
た
い
の
で
す
が
、
異

論
の
な
い
人
は
さ
う
思
つ
て
ゐ
て
も
よ
ろ
し
い
で
せ
う
。

　
男
と
女
と
で
は
、
青
年
期
な
る
も
の
が
多
少
違
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
う

い
ふ
こ
と
に
関
り
な
く
、
い
は
ゆ
る
少
年
の
時
代
を
過
ぎ
て
、
精
神
的
に
も

肉
体
的
に
も
、
性
の
自
覚
を
は
つ
き
り
も
ち
は
じ
め
、
世
の
中
を
見
る
眼
が
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多
少
ひ
ら
け
、
己
の
前
途
に
つ
い
て
希
望
や
疑
ひ
の
起
る
時
代
に
は
ひ
つ
て

行
く
、
こ
れ
が
青
年
に
な
つ
た
徴
候
で
あ
り
ま
す
。

　
青
年
は
、
例
へ
ば
、
花
盛
り
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
蕾
が
綻
び
て
、
実
を

結
ぶ
ま
で
、
そ
れ
は
、
駘
蕩
た
る
春
の
季
節
、
う
ら
ゝ
か
な
日
光
と
微
風
の

季
節
、
万
物
み
な
歌
ひ
、
天
地
こ
れ
に
和
す
る
季
節
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

ま
た
、
最
も
盛
ん
な
る
成
長
の
時
期
、
躍
動
の
時
期
で
す
。

　
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
青
春
は
、
永
久
に
は
続
き
ま
せ
ん
。
や
が
て
、

花
の
散
る
如
く
、
青
春
は
去
る
の
で
す
。

　
青
春
と
の
訣
別
は
、
人
間
の
生
長
の
歴
史
に
と
つ
て
、
二
重
の
意
味
で
重

大
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
づ
も
つ
て
、
こ
の
人
生
の
準
備
期
と
も
云
ふ
べ
き
時
代
を
、
ほ
ん
た
う
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に
正
し
く
過
し
た
か
。
こ
れ
か
ら
一
人
前
の
人
間
と
し
て
世
の
中
の
た
め
、

つ
ま
り
は
国
家
の
た
め
に
尽
す
、
そ
の
能
力
を
十
分
養
ひ
得
た
か
ど
う
か
と

い
ふ
こ
と
が
一
つ
。

　
次
に
、
生
涯
の
最
も
楽
し
い
思
ひ
出
と
な
る
べ
き
こ
の
時
代
を
、
真
に
純

潔
に
、
伸
び
伸
び
と
、
光
明
に
あ
ふ
れ
、
歓
喜
に
ひ
た
り
つ
ゝ
、
理
想
へ
の

憧
れ
を
抱
い
て
邁
進
し
つ
ゞ
け
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
一
つ
。

　
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
を
顧
み
て
、
心
か
ら
満
足
に
思
ふ
も
の
は
、
そ
ん

な
に
沢
山
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
如
何
に
悔
ん
で
も
、
も
う
取
返
し
は
つ
き
ま
せ

ん
。

　
青
年
の
前
に
は
、
多
く
の
も
の
が
開
か
れ
て
ゐ
る
の
に
、
ひ
と
度
、
壮
年
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の
時
代
が
来
る
と
、
半
ば
閉
さ
れ
た
も
の
の
み
が
眼
の
前
に
あ
り
ま
す
。
し

か
も
、
そ
れ
を
押
し
開
く
「
力
」
が
既
に
弱
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
青
年
に
の
み
許
さ
れ
た
世
界
、
青
年
の
み
を
迎
へ
入
れ
よ
う
と
す
る
領
域

が
、
い
ろ
い
ろ
の
道
に
よ
つ
て
諸
君
に
指
し
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
を
、
青
年
の
特
権
と
云
ひ
ま
す
。
特
権
と
い
ふ
言
葉
は
、
こ
ゝ
で
は

法
律
的
の
意
味
は
な
い
。
た
ゞ
、
青
年
が
社
会
か
ら
好
も
し
い
眼
で
見
ら
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
特
別
な
待
遇
を
受
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
で
す
。
若
さ
に
免
じ
て
大
目
に
見
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、

そ
れ
よ
り
も
や
は
り
、
青
年
に
対
す
る
世
の
中
の
期
待
の
方
が
大
き
い
。
さ

う
考
へ
る
の
が
当
り
前
で
す
。

　
青
年
に
し
て
は
じ
め
て
為
し
得
る
行
動
、
青
年
で
な
け
れ
ば
易
々
と
は
で
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き
ぬ
人
生
の
営
み
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
を
逸
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　
も
つ
と
具
体
的
に
云
つ
て
み
ま
せ
う
。

　
青
年
に
対
し
て
は
、
誰
も
不
必
要
な
先
入
見
を
も
た
な
い
。
純
潔
は
青
年

の
生
命
だ
か
ら
で
す
。
例
へ
ば
何
処
へ
出
か
け
て
行
つ
て
、
誰
に
で
も
会
へ

る
。
ま
た
ど
ん
な
こ
と
で
も
云
つ
て
、
そ
れ
に
一
応
は
耳
を
傾
け
さ
せ
る
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
が
こ
れ
で
す
。

　
青
年
の
欲
求
に
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
打
算
が
な
い
と
い
ふ
魅
力
が
あ

り
ま
す
。
分
別
臭
さ
は
断
じ
て
青
年
の
も
の
で
は
な
い
。
右
顧
左
眄
は
無
用
、

善
し
と
信
じ
て
直
行
す
れ
ば
、
常
識
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
現
実
が
道
を
ひ

ら
く
の
で
す
。
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青
年
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
学
校
が
門
戸
を
ひ
ら
い
て
ゐ
ま
す
。
個
人
々

々
に
は
望
み
の
学
校
に
は
ひ
れ
な
い
事
情
が
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
す
ら
、

必
ず
し
も
不
可
能
と
は
云
へ
な
い
。
つ
ま
り
、
学
校
教
育
の
施
設
は
、
悉
く

を
挙
げ
て
、
こ
れ
こ
そ
、
専
ら
青
年
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
青
年
は
何
よ
り
も
、
そ
の
純
潔
さ
の
ゆ
ゑ
に
美
し
い
。
肉
体
的
に
は
、
皮

膚
の
緊
張
と
弾
力
あ
る
肢
体
に
よ
つ
て
、
精
神
的
に
は
、
天
真
爛
漫
と
想
像

力
と
情
熱
に
よ
つ
て
、
青
年
は
、
そ
の
美
し
さ
の
故
に
何
人
か
ら
も
愛
さ
れ

る
。
青
年
と
青
年
と
は
互
に
そ
の
美
し
さ
に
酔
ひ
、
そ
の
美
し
さ
に
よ
つ
て

結
ば
れ
る
の
で
す
。

　
青
年
は
ま
た
男
子
で
あ
れ
ば
自
由
に
職
業
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
今
日

15



は
戦
時
下
の
要
求
か
ら
必
ず
し
も
す
べ
て
の
青
年
が
さ
う
だ
と
は
云
へ
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
で
も
、
準
備
と
努
力
次
第
で
、
ほ
ゞ
自
分
の
欲
す
る
道
に
進
め

ま
す
。
少
く
と
も
、
能
力
以
外
に
掣
肘
を
受
け
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

　
更
に
、
青
年
の
一
番
大
き
い
特
権
は
、
男
子
に
あ
つ
て
は
、
国
の
護
り
と

し
て
、
陛
下
の
お
召
に
応
じ
得
る
年
齢
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
女
子

に
あ
つ
て
は
、
同
じ
く
、
国
の
宝
を
挙
ぐ
べ
き
妙
齢
と
称
せ
ら
れ
る
婚
期
が
、

も
は
や
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
か
う
い
ろ
い
ろ
と
数
へ
挙
げ
て
は
み
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
、
青
年
の
青

年
た
る
特
別
の
資
格
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
結
局
次
の
時
代
を
背
負
ふ
勇

気
と
希
望
と
に
満
ち
、
伸
び
る
力
と
溌
剌
た
る
美
と
を
お
の
づ
か
ら
具
へ
た
、
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か
の
逞
し
く
花
や
か
な
す
が
た
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
だ
け
の
資
格
を
自
然
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
べ
き
筈
の
青
年
で
す
。
仮
り

に
、
一
人
の
青
年
に
つ
い
て
、
こ
の
条
件
の
う
ち
の
ど
れ
か
が
欠
け
て
ゐ
た

と
し
て
も
、
な
ほ
か
つ
、
青
年
の
資
格
を
失
ふ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

ら
恃
む
と
こ
ろ
は
何
処
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
は
つ
き
り
と
自
覚

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
青
年
と
し
て
の
矜
り
は
、
自
分
が
単
に
青
年
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
だ
け
を
矜
り
と
す
る
の
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上

に
、
青
年
と
し
て
今
、
自
分
が
何
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
か
、
家
の
た
め
、
社
会

の
た
め
、
ひ
い
て
は
国
の
た
め
に
、
ど
ん
な
修
業
を
積
み
、
ど
れ
ほ
ど
の
役

目
を
つ
と
め
、
こ
れ
か
ら
先
、
如
何
に
大
き
な
使
命
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
か
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
思
ひ
い
た
ら
な
け
れ
ば
、
ほ
ん
た
う
の
青
年
の

矜
り
は
生
れ
て
来
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
つ
ゝ
あ
る
秘

か
な
満
足
と
責
任
の
重
大
さ
の
自
覚
で
す
。

「
前
途
洋
々
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
実
に
、
青
年
に
向
つ
て
与
へ
ら
れ
た
祝
福

の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
日
本
の
青
年
と
し
て
の
矜
り
は
、
以
上
の
や
う
な
青
年
の
特
質
を
土
台
と

し
て
築
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
世
の
中
は
、
こ
の
青
年
に
大
き
な
希
望

を
寄
せ
、
限
り
な
い
期
待
を
か
け
る
あ
ま
り
、
青
年
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
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無
理
な
註
文
を
し
、
よ
け
い
な
世
話
を
焼
き
、
う
る
さ
く
見
張
り
を
す
る
と

い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
も
な
く
は
な
い
。
時
に
は
ま
た
、
青
年
の
気
持
を
理
解

し
な
い
で
、
そ
の
行
動
を
批
判
し
、
徒
ら
に
青
年
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
、
士

気
を
沈
滞
せ
し
め
る
や
う
な
結
果
を
招
く
こ
と
も
あ
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
青
年
の
一
部
に
、
た
し
か
に
、
自
ら
青
年
の
矜

り
を
失
つ
た
や
う
な
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
は
つ
き
り

青
年
の
側
で
認
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
尤
も
世
間
と
い
ふ
も
の
は
、
必
ず
し
も
聡
明
な
も
の
ば
か
り
の
集
り
で
は

な
い
。
な
か
に
は
、
も
の
の
値
打
が
ほ
ん
た
う
に
わ
か
ら
な
い
手
合
が
ゐ
る

も
の
で
す
。
青
年
を
指
し
て
、
「
若
造
」
と
か
「
弱
輩
」
と
か
、
甚
だ
し
き

は
「
青
二
才
」
と
か
呼
ぶ
、
あ
の
名
称
は
、
た
し
か
に
青
年
を
軽
く
扱
つ
た
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も
の
で
、
青
年
の
未
熟
な
、
単
純
な
一
面
を
強
く
指
摘
し
て
、
そ
の
発
言
権

を
奪
は
う
と
い
ふ
老
獪
な
保
守
的
思
想
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
は
云
へ
、
一
方
、
青
年
自
身
と
し
て
は
、
青
年
の
分
限
と
い
ふ
も
の
を

心
得
、
先
輩
長
老
を
立
て
、
自
ら
「
弱
輩
」
と
し
て
未
だ
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ

多
き
を
率
直
に
告
白
す
る
謙
虚
さ
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ

の
謙
虚
さ
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
真
の
矜
り
が
保
た
れ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と

を
、
深
く
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
で
す
。

　
日
本
の
青
年
は
、
日
本
の
青
年
と
し
て
の
誇
り
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
れ
な
ら
、
そ
の
矜
り
は
、
如
何
な
る
か
た
ち
で
現
さ
れ
る
か
。
矜
り
が
矜

り
と
し
て
青
年
一
人
一
人
の
身
に
つ
き
、
そ
れ
が
、
立
派
に
日
本
青
年
の
す
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が
た
と
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
ふ
風
に
す
れ
ば
い
い
か
。
そ
れ
が
こ
れ
か

ら
の
問
題
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
こ
の
問
題
の
答
へ
は
、
私
の
考
へ
で
は
、
至
極
簡
単
で
あ
り
ま
す
。

　
曰
く
、
日
本
の
青
年
と
し
て
の
「
嗜
た
し
なみ
」
を
完
全
に
、
ど
こ
ま
で
も
、
自

分
の
も
の
と
す
る
、
こ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
日
本
人
と
し
て
の
「
嗜
み
」
を
、
青
年
時
代

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
し
つ
か
り
身
に
つ
け
る
や
う
に
修
業
す
る
と
い

ふ
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
す
。

21



　
　
　
　
　
　
　
五

「
た
し
な
み
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
日
本
語
と
し
て
非
常
に
い
ゝ
言
葉
で
あ
り

ま
す
。
最
も
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
、
落
ち
つ
い
て
、
含
み
が
あ
つ
て
、
音

も
美
し
く
、
直
観
の
鋭
さ
に
み
ち
て
ゐ
ま
す
。

「
た
し
な
む
」
と
い
ふ
動
詞
か
ら
来
た
も
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
た

し
な
む
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
は
、
元
来
「
好
く
」
「
好
む
」
と
い
ふ
意
味

の
ほ
か
に
、
「
苦
し
む
、
な
や
む
」
と
い
ふ
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
重
つ
て
、

「
修
業
す
る
」
「
わ
ざ
を
学
ぶ
」
「
道
に
い
そ
し
む
」
「
磨
き
飾
る
」
と
い

ふ
や
う
な
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
来
て
ゐ
ま
す
。
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従
つ
て
、
「
た
し
な
み
」
と
い
ふ
名
詞
に
な
る
と
、
「
趣
味
好
尚
」
と
い

ふ
意
味
か
ら
、
「
心
が
け
」
「
用
意
」
「
覚
悟
」
の
意
味
と
も
な
り
、
「
慎

み
」
と
い
ふ
意
味
に
も
と
れ
、
「
身
だ
し
な
み
」
と
云
へ
ば
身
な
り
を
整
へ

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
「
た
し
な
み
が
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
今
の
言
葉

で
云
へ
ば
、
「
教
養
が
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
に
ま
づ
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
久
し
く
、
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
言
葉

で
、
相
当
年
配
の
人
の
間
で
し
か
普
段
は
使
は
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
に
思

ひ
ま
す
。

　
私
は
是
非
と
も
、
こ
の
言
葉
に
今
日
の
新
し
い
生
命
を
与
へ
、
国
民
錬
成

の
正
し
い
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
今
、
参
考
の
た
め
に
大
日
本
国
語
辞
典
を
引
い
て
み
て
ゐ
ま
す
。
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「
嗜
み
」
の
項
に
、
太
平
記
か
ら
の
引
用
が
あ
り
ま
す
。
「 

朝  

暮 

あ
け
く
れ

只
武
勇

の
御
嗜
み
の
外
は
他
事
な
し
」
。
そ
れ
か
ら
、
狂
言
の
連
歌
毘
沙
門
か
ら

「
小
刀
は
持
ち
ま
せ
ぬ
。
た
し
な
み
の
悪
い
者
共
ぢ
や
な
」
と
い
ふ
句
が
引

い
て
あ
る
。
「
武
勇
の
嗜
み
」
と
は
武
芸
の
修
業
で
あ
り
ま
せ
う
。
刀
を
持

た
ぬ
の
で
「
た
し
な
み
が
わ
る
い
」
と
は
、
心
掛
け
が
わ
る
い
と
い
ふ
意
味

で
す
。
が
、
こ
ゝ
で
は
そ
れ
が
も
つ
と
強
い
意
味
、
即
ち
、
面
目
に
さ
へ
か
ゝ

は
る
失
態
だ
ぞ
と
「
た
し
な
め
る
」
意
味
が
籠
つ
て
ゐ
ま
す
。
「
嗜
む
」
の

項
に
は
、
今
鏡
の
「
さ
や
う
に
道
を
た
し
な
み
て
、
や
ん
ご
と
な
く
な
ん
お

は
し
け
る
」
が
の
つ
て
ゐ
ま
す
。
道
を
た
し
な
ま
れ
た
結
果
、
い
と
も
気
高

く
な
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
深
い
教
養
が
、
品
位
を

高
め
た
と
い
ふ
解
釈
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
物
語
か
ら
、
「
和
歌
の
道
を
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た
し
な
み
て
、
そ
の
名
聞
こ
ゆ
る
人
な
り
」
が
出
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
云
ふ

ま
で
も
な
く
、
和
歌
の
研
究
を
積
ん
で
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
最
後
に
、
謡
曲

か
ら
、
「
露
の
命
を
惜
し
ま
ず
し
て
、
最
期
を
清
く
た
し
な
み
給
へ
」
と
い

ふ
文
句
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
使
ひ
方
は
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
。
「
最

期
を
清
く
た
し
な
む
」
と
は
、
最
期
を
立
派
に
飾
る
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
が
、

そ
れ
が
平
生
の
心
構
へ
に
あ
る
、
覚
悟
に
あ
る
こ
と
を
含
め
た
言
葉
と
し
て

理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
言
葉
そ
の
も
の
の
解
釈
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
お
き
ま
す
が
、
も
う
少
し
、
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「
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
問
題
を
拾
つ
て
行
き
ま
せ
う
。

　
昔
か
ら
、
「
武
士
の
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
を
云
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
、
武
士

と
し
て
、
常
人
と
異
つ
た
、
或
は
人
並
以
上
の
、
特
別
の
「
嗜
み
」
な
る
も

の
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
す
。
武
士
の
役
割
を
果
す
た
め
に
第
一
に
必

要
な
武
芸
の
修
得
の
外
に
、
武
士
た
る
の
体
面
を
保
つ
上
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
日
常
の
心
掛
け
、
言
語
動
作
、
装
具
外
容
を
含
ん
で
ゐ
ま
す
。

　
ま
た
、
「
女
の
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
ま
す
。
女
と
し
て
「
か
く

あ
る
べ
き
」
理
想
を
目
指
し
て
、
万
事
に
心
を
く
ば
り
、
妻
と
し
て
、
母
と

し
て
、
主
婦
と
し
て
、
娘
と
し
て
、
申
分
の
な
い
技
術
と
品
位
と
を
身
に
つ

け
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
つ
ま
り
は
、
日
本
の
歴
史
が
作
り
あ
げ
た
日
本
女
性
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の
最
も
魅
力
あ
る
映
像
が
そ
こ
に
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
う
い
ふ
風
に
み
て
来
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
日
本

人
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
真
の
日
本
人
で
あ
る
限
り
、
社
会
的
、
性
的
、
年
齢

的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
力
と
美
と
の
活

き
た
す
が
た
で
あ
り
、
信
念
と
叡
智
と
品
位
と
の
最
も
巧
ま
ざ
る
表
象
で
あ

り
ま
す
。
近
代
の
「
教
養
」
は
元
来
結
果
と
し
て
こ
れ
と
等
し
い
も
の
を
目

指
し
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
は
衣
裳
の
如
く
身
に
纏
ひ
、
せ
い
ぜ
い
栄
養
と
し

て
の
み
摂
取
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
嫌
ひ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
従
つ
て
道
徳
は
批
判
に
終
り
、
知
識
は
答
弁
の
た
め
に
用
意
せ
ら
れ
、
実

は
才
能
の
所
産
と
し
て
し
か
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
心

理
の
分
裂
が
生
じ
ま
し
た
。
観
念
と
生
活
と
の
遊
離
が
著
し
い
現
象
と
な
り

27



ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
誰
も
が
不
思
議
と
思
は
な
か
つ
た
の
で
す
。

　
読
書
は
教
養
の
た
め
の
殆
ど
唯
一
の
手
段
と
信
じ
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
は

事
実
で
も
あ
り
ま
し
た
。
家
庭
と
学
校
の
大
部
分
は
、
子
弟
の
欲
す
る
も
の

を
与
へ
得
ず
、
特
に
、
何
を
欲
せ
し
む
べ
き
か
知
り
ま
せ
ん
。
雑
誌
の
氾
濫

は
一
に
そ
の
結
果
で
あ
り
、
活
字
は
活
字
の
力
で
、
人
間
の
精
神
と
生
活
を

支
配
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
教
養
は
新
し
い
「
た
し
な
み
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。
さ

う
理
解
は
し
な
が
ら
、
な
ほ
か
つ
、
修
行
の
方
法
と
場
所
を
も
た
な
か
つ
た

近
代
日
本
の
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
、
か
く
あ
る
べ
き
日
本
人
の
姿
を

見
失
は
せ
ま
し
た
。
典
型
の
喪
失
、
消
滅
は
、
男
女
性
を
通
じ
て
、
青
年
の

最
大
の
不
幸
で
あ
り
ま
し
た
。
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さ
て
、
か
う
い
ふ
や
う
に
、
「
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
心
と
形
、
肚はら
と

技わざ
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
精
神
と
外
貌
、
或
は
技
術
を
、
常
に
一
体
と
し
て
考

へ
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
的
な
人
間
錬
成
の
真
面
目
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ

ま
す
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
「
嗜
み
」
の
最
も
重
要
な
本
質
は
、
道
徳
と
知
識

と
情
操
と
が
、
ま
つ
た
く
不
可
分
の
関
係
で
織
り
込
ま
れ
、
知
情
意
の
最
も

調
和
し
た
か
た
ち
を
、
そ
の
標
準
と
し
て
教
へ
、
心
身
一
如
の
訓
練
に
よ
る

生
活
の
技
術
的
体
得
を
目
的
と
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
今
の

言
葉
で
云
へ
ば
、
「
文
化
的
教
養
」
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
ま
た
、

頗
る
日
本
的
な
、
い
は
ゆ
る
綜
合
の
妙
味
を
発
揮
し
た
物
の
見
方
、
考
へ
方
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だ
と
思
ひ
ま
す
。

「
嗜
み
」
と
い
ふ
言
葉
の
含
蓄
の
深
さ
は
こ
ゝ
か
ら
も
来
る
の
で
す
。
そ
れ

と
同
時
に
、
こ
の
言
葉
の
重
み
、
鋭
さ
、
い
づ
れ
も
、
日
本
人
が
、
長
い
歴

史
を
通
じ
て
、
真
に
「
嗜
み
」
を
尊
重
し
、
「
嗜
み
」
に
生
き
て
ゐ
た
か
ら

で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
こ
の
言
葉
が
、
既
に
そ
の
内
容
と
共
に
忘
れ
ら
れ
よ

う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
日
本
の
た
め
に
、
ま
こ
と
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で

す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
嗜
み
」
こ
そ
は
、
現
代
の
生
活
の
な
か
に
こ
れ
を
活
か

せ
ば
、
も
う
そ
れ
で
立
派
な
日
本
の
文
化
で
あ
り
、
日
本
の
力
で
あ
り
、
日

本
の
矜
り
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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七

　
さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
現
代
の
日
本
人
、
特
に
、
こ
の
未
曾
有
の
大
試
煉

の
前
に
立
つ
た
日
本
人
と
し
て
、
如
何
な
る
「
嗜
み
」
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ
問
題
で
す
。

　
こ
れ
を
も
つ
と
端
的
に
云
へ
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
こ
の
重
大
な
戦

ひ
を
見
事
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
、
ど
ん
な
「
嗜
み
」
が
必
要
か
で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
は
、
ま
づ
こ
れ
を
祖
先
の
道
に
学
ば
う
と
思
ひ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
日
本
人
を
、
生
み
、
育
て
、
力
づ
け
る
も
の
は
、
や
は
り
、
こ
の

国
土
と
歴
史
を
は
な
れ
て
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
世
界
の
知
識
と
云
ひ
、
外
国
の
長
所
と
云
ひ
、
こ
れ
を
採
入
れ
、
消
化
し
、
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役
立
た
せ
た
、
そ
の
働
き
は
、
も
と
も
と
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
、
あ
ら
ゆ

る
修
業
の
道
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
を
究
め
、
精
神
を
つ
か
み
、
練
り
に
練

つ
て
、
生
な
き
も
の
に
生
命
を
吹
き
こ
む
、
あ
の
「
道
を
悟
る
」
と
い
ふ
悟

道
、
精
根
の
限
り
を
尽
す
あ
の
「
精
進
」
の
力
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
目
下
、
国
民
運
動
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
、
官
民
一
体
の
国
力
増

強
の
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
を
り
ま
す
。

　
ま
づ
生
産
拡
充
で
あ
り
ま
す
。
工
場
、
農
村
、
鉱
山
等
の
い
は
ゆ
る
産
業

戦
士
に
向
つ
て
、
日
々
激
励
の
言
葉
が
放
た
れ
、
国
民
全
体
も
亦
、
そ
の
労

に
酬
い
る
用
意
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
根

本
は
、
な
ん
と
云
つ
て
も
、
能
率
を
あ
げ
る
た
め
の
技
術
の
向
上
と
、
技
術
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の
力
を
最
高
度
に
、
し
か
も
永
続
的
に
発
揮
し
得
る
逞
し
い
精
力
、
即
ち
精

神
的
肉
体
的
の
健
康
と
、
特
に
そ
の
精
力
の
泉
源
と
も
云
ふ
べ
き
希
望
と
光

明
に
満
ち
た
生
活
の
し
か
た
、
即
ち
、
秩
序
と
潤
ひ
あ
る
日
常
生
活
の
確
立

で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
要
素
は
、
な
に
か
と
い
ふ
と
、
工
場
や
農
村
で
働
く
人
た
ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
を
体
得
し
、
自
ら
の
「
矜
り
」
と
し
て
、
そ
の
人
に
ふ

さ
は
し
い
一
切
の
「
嗜
み
」
を
身
に
つ
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

　
次
に
は
、
物
資
の
活
用
、
消
費
の
節
約
、
貯
蓄
の
増
額
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
も
ま
た
、
一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
質
素
勤
倹
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
の
祖
先
、
特
に
華
美
と
贅
沢
と
を
排
し
、
剛
健
質
実
な
家
風
を
う
ち

樹
て
た
武
家
や
町
家
の
、
特
に
農
家
の
伝
統
的
な
生
活
の
し
ぶ
り
を
こ
ゝ
で
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振
り
返
つ
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
厳
粛
な
ま
で
に
つ
ゝ
ま
し
く
、

美
し
い
ほ
ど
に
無
駄
の
な
い
生
活
で
す
。
単
純
素
朴
の
立
派
さ
、
そ
れ
は
、

そ
の
単
純
が
磨
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
素
朴
が
鍛
へ
に
鍛
へ
ら
れ
た
も
の
だ

か
ら
で
す
。

　
こ
の
厳
粛
さ
と
美
し
さ
が
あ
つ
て
こ
そ
、
つ
ゝ
ま
し
さ
も
、
無
駄
の
な
さ

も
、
そ
れ
は
人
間
生
活
と
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
、
「
家
」

の
矜
り
、
名
誉
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、
そ
の
「
矜
り
」
が
、
一
家
の
「
嗜
み
」

と
な
つ
て
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
か
う
い
ふ
家
風
は
、
む
ろ
ん
一
朝
一
夕
に
成
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
日
本
人
の
生
活
は
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
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八

　
で
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
家
庭
に
於
て
、
ど
う
い
ふ
点
が
第
一
に
改
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
を
は
つ
き
り
云
ひ
ま
す
と
、
迂
遠
な
や
う
で
す
が
、
一
家
の
も
の
が

ほ
ん
た
う
に
気
持
を
あ
は
せ
て
、
家
の
な
か
か
ら
一
切
の
「
醜
い
装
飾
」
を

棄
て
去
る
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
。

　
故
ら
に
、
私
は
、
「
醜
い
装
飾
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
こ
れ
く
ら
ゐ
「
不
嗜

み
な
」
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
「
不
嗜
み
」
と
は
、
「
嗜
み
」
の

反
対
で
、
ど
う
い
ふ
点
か
ら
み
て
も
、
日
本
人
の
矜
り
を
傷
つ
け
、
日
本
人

の
力
を
削
ぎ
、
日
本
の
理
想
に
遠
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
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残
念
な
こ
と
に
、
現
代
の
日
本
人
の
生
活
は
、
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い

て
、
有
形
無
形
の
別
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
に
こ
の
「
不
嗜
み
」
な
も

の
で
満
た
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
醜
い
装
飾
」
と
は
ど
ん
な
も
の
を
指
す
の
か
。
そ
れ

を
い
ち
い
ち
こ
ゝ
で
数
へ
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
実
際
に
あ

た
つ
て
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と

も
か
く
、
「
装
飾
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
求
め
た
当
人
は
、
き
つ
と
「
美

し
い
」
と
思
つ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
そ
こ
が
面
倒
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
見
る
人
が
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
気
に
な
れ
ば
解
決
は
容
易
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
「
節
度
」
と
い
ふ
も
の
を
固
く
守
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
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れ
も
、
日
本
人
の
「
嗜
み
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
例
へ
ば
、
食
ひ
過

ぎ
、
飲
み
過
ぎ
、
遣
ひ
す
ぎ
、
い
づ
れ
も
、
「
不
嗜
み
」
で
あ
る
。
と
い
ふ

の
は
、
簡
単
に
云
へ
ば
、
「
だ
ら
し
が
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
で
、
た
ゞ
単
に
、

物
質
的
な
不
経
済
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
品
位
を
下
げ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
の
上
、
例
の
「
も
つ
た
い
な
い
」
と
い
ふ
神
慮
に
も
と
る
行

為
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
節
度
を
失
つ
た
人
間
が
、
節
度
あ
る
生
活
に
立
ち
戻
る
こ
と
は
容
易
な
業

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ
が
、
自
分
を
鍛
へ
直
し
、
真
の
日
本
人

の
す
が
た
に
か
へ
る
肝
腎
な
道
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
時
代
に
生
き
、
こ
の

時
代
を
支
へ
る
わ
れ
わ
れ
の
、
矜
り
を
以
て
貫
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
光
栄

あ
る
任
務
だ
と
信
じ
ま
す
。
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家
庭
生
活
、
日
常
生
活
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
現
に
各
方
面
で
い
ろ
い
ろ

研
究
も
さ
れ
て
を
り
、
参
考
に
な
る
書
物
も
た
く
さ
ん
出
て
を
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
日
本
人
の
嗜
み
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
序
で
に
少
し
こ
の
問
題
に

触
れ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
「
家
庭
」
と
い
ふ
言
葉
は
　
　
ど
う
も
す
ぐ
に
言
葉
の
詮
議
に

な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
現
代
の
日
本
語
が
乱
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
、
一

応
厳
密
な
意
味
を
き
め
て
か
ゝ
ら
な
い
と
、
誤
解
が
生
じ
易
い
の
で
す
　
　

「
家
庭
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
西
洋
の
、
殊
に
英
語
の
「
ホ
ー
ム
」
と
い
ふ
言

葉
か
ら
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
ど
こ
か
西
洋

臭
い
と
こ
ろ
が
残
つ
て
ゐ
て
、
日
本
風
の
家
族
の
概
念
と
い
く
ぶ
ん
喰
ひ
違
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つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
で
す
。
し
か
し
、
事
実
、
日
本
の
家
族
そ
の
も
の

の
概
念
、
実
質
が
、
現
在
で
は
時
代
と
共
に
遷
り
変
つ
て
来
て
を
り
ま
す
。

従
つ
て
、
こ
の
家
庭
と
い
ふ
、
既
に
日
本
語
に
な
り
き
つ
た
言
葉
を
、
こ
と

さ
ら
忌
み
嫌
ふ
必
要
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
、
家
族
に
し
ろ
、
家
庭
に
し
ろ
、
と
も
か

く
、
親
子
夫
婦
が
一
つ
屋
根
の
下
に
集
つ
て
生
活
を
営
む
以
上
、
そ
こ
に
、

他
の
集
団
生
活
に
は
み
ら
れ
な
い
、
特
殊
な
秩
序
と
雰
囲
気
と
が
生
れ
る
筈

で
あ
り
ま
す
。

　
祖
先
以
来
、
幾
代
も
続
い
て
同
じ
家
に
住
み
、
同
じ
習
慣
を
つ
ゞ
け
、
親

か
ら
子
に
一
切
の
も
の
が
引
き
継
が
れ
る
と
い
ふ
昔
の
生
活
と
違
ひ
、
最
近

で
は
、
さ
う
い
ふ
家
庭
は
む
し
ろ
珍
し
く
な
つ
て
、
多
く
は
、
親
の
家
を
離
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れ
た
も
の
が
、
自
分
の
働
き
で
独
立
し
た
生
活
を
営
み
、
そ
こ
へ
家
風
の
違

つ
た
他
家
か
ら
妻
を
娶
つ
て
、
い
は
ば
若
い
も
の
同
士
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好

み
と
経
験
と
を
持
ち
寄
つ
て
、
い
は
ゆ
る
新
家
庭
を
作
る
と
い
ふ
の
が
普
通

で
あ
り
ま
す
。
或
る
時
機
が
来
る
と
、
郷
里
か
ら
老
人
を
呼
び
寄
せ
る
と
い

ふ
場
合
も
少
く
あ
り
ま
す
ま
い
。
し
か
し
、
も
う
そ
れ
は
、
曲
り
な
り
に
も
、

一
家
の
流
儀
と
い
ふ
も
の
が
出
来
上
り
、
ま
た
は
出
来
か
け
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
老
人
は
、
そ
れ
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
ゐ
る
。
よ
ほ
ど
目

に
余
つ
た
と
き
は
、
遠
慮
が
ち
に
口
は
出
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
い
が
い

嫁
の
気
に
入
ら
な
い
。
老
人
は
唇
を
噛
み
、
孫
を
抱
い
て
無
念
無
想
に
耽
る

と
い
ふ
図
が
そ
こ
こ
こ
に
見
ら
れ
ま
す
。

　
頼
み
に
思
ふ
息
子
を
嫁
に
独
占
さ
れ
た
か
た
ち
の
老
人
は
、
せ
め
て
孫
で
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も
思
ひ
き
り
可
愛
が
ら
う
と
す
る
。
孫
は
老
人
の
愛
撫
に
馴
れ
て
、
人
を
人

と
も
思
は
な
く
な
る
。
両
親
の
小
言
も
馬
耳
東
風
で
、
し
ま
ひ
に
大
泣
き
に

泣
い
て
大
人
を
強
迫
す
る
。

　
母
親
は
主
人
の
方
針
に
従
つ
て
子
供
を
あ
ま
り
ひ
ど
く
叱
ら
な
い
。
叱
つ

て
は
い
け
な
い
と
物
の
本
に
も
よ
く
書
い
て
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
云
ふ
こ

と
を
聴
か
ぬ
子
を
叱
ら
な
い
か
ら
、
ま
す
ま
す
横
暴
を
極
め
、
父
親
の
背
中

さ
へ
足
で
蹴
飛
ば
す
。
「
お
よ
し
な
さ
い
、
坊
や
ち
や
ん
」
な
ど
と
母
親
は

猫
撫
声
で
制
す
る
真
似
だ
け
す
る
。

　
父
親
は
、
い
く
ぶ
ん
照
れ
て
、
照
れ
か
く
し
に
、
わ
ざ
と
突
慳
貪
な
云
ひ

方
で
、
母
親
の
、
台
所
へ
瓦
斯
を
止
め
に
行
く
そ
の
背
中
へ
浴
せ
か
け
る
　

　
「
こ
ら
、
新
聞
を
早
く
持
つ
て
こ
い
。
何
を
愚
図
々
々
し
て
る
ん
だ
」
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ま
さ
か
、
こ
ん
な
家
庭
は
さ
う
ざ
ら
に
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
光
景
の
一
部
は
、
今
、
殆
ど
す
べ
て
の
家
庭
生
活
の
隅
に
こ
ろ
が
つ
て

ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

　
お
よ
そ
、
日
本
の
家
庭
と
し
て
、
こ
れ
く
ら
ゐ
、
ぶ
ざ
ま
な
、
は
し
た
な

い
、
つ
ま
り
、
「
嗜
み
」
の
欠
け
た
話
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
い
が
い
の
人
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
ゐ
て
、
さ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い

と
い
ふ
の
が
、
佯
り
の
な
い
現
状
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
少
く
と
も

さ
う
信
じ
た
い
の
で
す
。

　
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
醜
い
す
が
た
が
改
め
ら
れ
る
か
。
こ
ゝ
か
ら
改

め
て
行
か
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
改
革
は
不
可
能
だ
と
い
ふ
私
の
見
解
を
少

し
述
べ
て
み
ま
せ
う
。
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こ
ゝ
で
前
以
て
断
つ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
そ

れ
は
根
本
的
な
問
題
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
今
時
分
そ
ん
な
こ
と
を
問

題
に
し
て
ゐ
て
は
、
急
場
の
間
に
合
は
な
い
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
人
が
あ
ら

う
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
さ
う
い
ふ
考
へ
方
が
私
は
い
け
な
い
と
思
ふ
。

　
錆
び
つ
い
た
、
ね
ぢ
の
ゆ
る
ん
だ
、
歯
車
の
す
り
切
れ
た
機
械
な
ら
ば
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
で
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ゝ
は
ふ
つ
て
お
い
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
機
械
に
か
け
た
製
品
は
、
き
つ
と
ど
こ
か
に
欠
点
が

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
第
一
に
、
い
く
ら
油
を
差
し
て
も
、
い
つ
か
は
全
く

運
転
が
利
か
な
く
な
る
こ
と
は
眼
に
見
え
て
ゐ
ま
す
。
少
く
と
も
そ
の
う
ち

に
は
能
率
も
次
第
に
下
つ
て
行
く
で
せ
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
つ
て
い
ゝ
で
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せ
う
か
。

　
さ
う
い
ふ
わ
け
で
、
私
は
、
現
在
の
家
庭
生
活
の
、
こ
の
根
本
的
な
弱
点

を
改
め
る
国
民
的
運
動
が
ど
う
あ
つ
て
も
必
要
だ
と
思
ふ
の
で
す
。

　
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
家
庭
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
確
立
、
或
は
復
活
で

あ
り
ま
す
。

　
前
に
も
云
つ
た
や
う
に
、
時
代
の
推
移
は
、
日
本
の
家
族
の
性
格
を
必
然

的
に
変
へ
て
来
て
ゐ
ま
す
。
封
建
時
代
そ
の
ま
ゝ
の
家
族
制
度
、
乃
至
は
、

そ
の
制
度
の
中
か
ら
生
じ
た
弊
害
ま
で
を
、
今
日
、
無
批
判
に
踏
襲
せ
よ
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
を
申
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
封
建
時
代
に
於
て
、
既
に
日
本
の
「
家
」
の
精
神
は
あ
る
程
度
歪
め
ら
れ
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て
ゐ
た
と
も
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
昭
和
の
聖
代
に
於
て
は
、

最
も
純
粋
で
、
美
し
く
、
健
全
な
「
家
」
の
伝
統
を
、
新
し
い
時
代
の
要
求

に
基
い
て
、
こ
ゝ
に
描
き
出
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
務
め
で

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
大
事
業
の
基
礎
と
な
る
思
想
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
伝
統

の
な
か
に
燦
然
と
そ
の
光
輝
を
放
つ
て
ゐ
る
「
忠
孝
一
如
」
の
思
想
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
最
も
こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
家
の
子
は
国
の
子
」
と
い
ふ
、
久
し
く
封
建
的
家
風
の
下
に
葬
ら
れ
て
ゐ

た
極
め
て
雄
大
な
日
本
古
来
の
国
民
的
観
念
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
二
つ
の
基
本
的
な
考
へ
方
の
上
に
、
現
代
日
本
の
「
家
」
の
秩
序
が

整
然
と
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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そ
こ
か
ら
は
ま
た
、
結
婚
は
単
に
個
人
間
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
以
上
に
、
「
家
」
と
「
家
」
と
の
問
題
で
あ
る
と
い
ふ
道
理
が
生
れ
て
来

ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
結
婚
は
、
国
家
的
に
み
て
相
当
大
き
な
問
題
だ

と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
、
国
民
の
す
べ
て
が
考
慮
を
払
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
問
題
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
述
べ
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
、

「
家
庭
」
の
新
し
い
秩
序
は
、
「
家
」
の
精
神
を
正
し
く
現
代
に
活
か
し
た
、

家
族
一
人
々
々
の
分
を
弁
へ
た
嗜
み
に
よ
つ
て
保
た
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
家
庭
の
秩
序
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
う
い
ふ
家
族
同
士
の
関
係
の
み
を
指
す

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
云
つ
て
も
そ
れ
が
土
台
に
は
な
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
以
外
に
、
家
庭
生
活
の
日
常
の
営
み
方
、
普
通
に
家
事
と
か
家
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政
と
か
呼
ば
れ
て
ゐ
る
主
婦
の
仕
事
を
中
心
と
し
た
一
切
の
家
庭
の
問
題
の

処
理
が
、
如
何
に
秩
序
立
つ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
む
し
ろ
各
方
面
で
云
は
れ
す
ぎ
る
く
ら
ゐ
云
は

れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
、
こ
れ
を
た
ゞ
、
生
活
の
合

理
化
と
か
、
科
学
化
と
か
、
さ
う
い
ふ
観
点
か
ら
の
み
取
り
あ
げ
、
ま
た
は
、

消
費
生
活
の
規
正
と
い
ふ
名
で
、
計
画
的
に
生
活
水
準
を
引
下
げ
る
こ
と
が
、

当
面
の
急
務
と
い
ふ
風
に
喧
伝
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
何
れ
も
、

そ
れ
だ
け
と
し
て
は
異
議
の
あ
ら
う
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
総
力
を
最
高
度
に
、
し
か
も
、
永
続
的
に
発
揮

す
る
態
度
を
備
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
今
日
、
あ
ま
り
性
急
に
、
も
の
の
一
面

だ
け
を
考
へ
て
事
を
運
ぶ
と
い
ふ
こ
と
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
と
い
ふ
結
果
に
陥
り
や

す
い
。

　
日
常
生
活
は
、
如
何
に
科
学
化
さ
れ
て
も
、
科
学
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
、

そ
れ
は
「
生
活
」
と
は
云
へ
な
い
。
金
品
の
消
費
を
極
度
に
節
約
す
る
の
は

よ
ろ
し
い
と
し
て
、
節
約
に
よ
つ
て
、
「
生
活
」
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の

ま
で
を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
は
、
こ
れ
は
一
大
事
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
は
、
「
生
活
」
と
い
ふ
も
の
の
内
容
を
細
か
に
吟
味
し
、
日
本
人

と
し
て
の
「
生
活
の
拠
り
ど
こ
ろ
」
を
は
つ
き
り
把
み
、
苟
く
も
、
日
本
人

た
る
の
「
矜
り
」
を
傷
つ
け
、
国
民
と
し
て
の
質
を
低
下
さ
せ
る
や
う
な

「
生
活
」
に
ま
で
自
分
た
ち
を
追
ひ
込
ま
な
い
や
う
に
心
掛
け
ね
ば
な
り
ま

す
ま
い
。
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こ
ゝ
で
、
物
質
の
欠
乏
を
あ
る
程
度
ま
で
精
神
が
補
ふ
と
い
ふ
実
例
を
あ

げ
て
、
「
生
活
の
秩
序
」
と
は
、
か
く
の
如
き
心
構
へ
と
方
法
と
か
ら
生
れ

る
も
の
だ
と
い
ふ
結
論
を
得
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
幾
組
か
の
家
族
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
子
供
が
ゐ
て
、
近
頃
は
洋
服

が
な
か
な
か
間
に
合
は
な
い
。
一
軒
の
家
だ
け
で
は
、
ど
ん
な
に
工
夫
を
し

て
も
、
順
繰
り
に
下
の
者
に
譲
る
と
い
ふ
こ
と
さ
へ
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

こ
の
幾
組
か
の
家
族
が
、
共
同
で
、
子
供
の
被
服
類
を
お
互
に
融
通
し
た
り
、

交
換
し
た
り
す
る
組
合
の
や
う
な
も
の
を
作
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
十
六
に

な
る
甲
の
家
の
娘
の
小
さ
く
な
つ
た
ス
ェ
ー
タ
ー
を
、
十
四
に
な
る
乙
の
家

の
娘
が
譲
り
う
け
る
。
乙
の
家
の
中
学
を
出
た
男
の
子
の
制
服
が
、
丙
の
家

の
今
年
中
学
へ
は
ひ
る
丈
高
の
つ
ぽ
の
子
に
丁
度
い
ゝ
。
か
う
い
ふ
工
合
に
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し
て
、
消
費
の
節
約
と
物
資
の
活
用
と
を
実
践
し
て
ゐ
る
話
が
私
の
知
つ
て

ゐ
る
範
囲
に
あ
る
の
で
す
。

　
生
活
を
秩
序
だ
て
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
頃
の
言
葉
で
云
へ
ば
、
生
活
に

計
画
性
を
与
へ
る
と
で
も
云
ふ
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
こ
れ
は
、
一
家
の
主

婦
だ
け
の
力
で
は
、
す
べ
て
の
解
決
は
困
難
で
あ
り
ま
せ
う
。
ど
う
し
て
も
、

主
人
の
英
断
と
協
力
が
必
要
に
な
つ
て
来
ま
す
。
そ
の
う
へ
、
以
上
の
例
で

も
わ
か
る
と
ほ
り
、
生
活
の
協
同
化
と
い
ふ
一
つ
の
新
し
い
試
み
が
、
十
分

の
用
意
を
も
つ
て
企
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
私
は
、
生
活
上
の
「
秩
序
」
と
し
て
、
す
べ
て
「
か
ま
け
る
」

と
い
ふ
こ
と
が
な
い
や
う
に
、
常
に
心
の
余
裕
、
ゆ
と
り
を
も
つ
こ
と
が
大

50青年の矜りと嗜み



切
だ
と
い
ふ
こ
と
を
附
け
加
へ
た
い
の
で
す
。
余
裕
と
は
決
し
て
、
心
の
緩

み
を
い
ふ
の
で
も
な
く
、
骨
惜
し
み
を
指
す
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ

そ
、
家
庭
生
活
を
味
ひ
あ
る
も
の
と
す
る
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
こ
の
「
味
ひ
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
「
秩
序
」
も
真
の
「
秩
序
」
と

な
り
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
と
く
と
申
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
九

　
家
庭
の
「
嗜
み
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
、
次
は
、
社
会
生
活

全
般
に
亘
つ
て
、
日
本
人
の
「
嗜
み
」
が
ど
ん
な
形
で
現
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
か
を
述
べ
ま
せ
う
。
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わ
か
り
易
い
と
こ
ろ
か
ら
、
先
づ
、
「
身
嗜
み
」
に
つ
い
て
申
し
ま
す
。

「
身
嗜
み
」
は
、
女
に
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
に
も
必
要
で
あ
る
こ
と

は
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
の
粧
ひ
は
、
女
に
と
つ

て
一
つ
の
精
神
的
労
作
と
も
い
ふ
べ
き
「
生
命
の
表
現
」
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
れ
を
男
の
場
合
と
同
様
に
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
。

「
女
は
お
の
れ
を
好
む
も
の
の
た
め
に
か
た
ち
づ
く
る
」
と
古
人
は
申
し
ま

し
た
が
、
結
局
、
女
の
本
能
は
自
分
を
美
し
く
み
せ
る
に
あ
る
と
い
ふ
ぐ
ら

ゐ
の
意
味
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

　
そ
れ
は
そ
れ
で
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
、
「
美
し
く

み
せ
る
」
と
い
ふ
技
術
と
、
そ
の
技
術
の
根
柢
を
な
す
真
の
「
女
性
美
」
な
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る
も
の
の
標
準
に
つ
い
て
、
現
代
の
女
性
は
、
私
に
云
は
せ
る
と
、
多
少
迷

つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
、
自
分
の
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
活
か
せ
ば
一
番
美

し
く
み
え
る
か
、
と
い
ふ
は
つ
き
り
し
た
目
当
て
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、

さ
う
思
ふ
の
で
す
。

　
そ
こ
か
ら
、
「
女
の
嗜
み
」
に
反
す
る
「
身
嗜
み
」
が
平
然
と
行
は
れ
る

の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

　
最
も
私
た
ち
の
眼
を
惹
く
実
例
は
、
お
花
の
稽
古
に
通
つ
て
ゐ
る
娘
さ
ん

た
ち
の
、
お
よ
そ
お
花
の
精
神
と
は
縁
遠
い
、
つ
ま
り
、
自
然
の
美
し
さ
を

活
か
す
、
と
い
ふ
極
め
て
日
本
的
な
奥
床
し
い
芸
道
に
身
を
入
れ
な
が
ら
、

と
ん
で
も
な
い
不
自
然
な
、
ま
つ
た
く
衣
裳
の
な
か
に
人
間
が
か
く
れ
て
し

ま
つ
た
や
う
な
け
ば
け
ば
し
い
着
物
を
着
て
、
そ
れ
で
少
し
も
自
分
の
矛
盾
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に
気
の
つ
か
な
い
、
あ
の
「
不
嗜
み
」
な
粧
ひ
で
あ
り
ま
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
例
。
工
場
な
ど
に
働
い
て
ゐ
る
娘
さ
ん
た
ち
の
、
工
場
へ

の
往
復
の
衣
裳
、
殊
に
、
休
み
の
日
の
い
く
ぶ
ん
お
し
や
れ
を
し
た
恰
好
は
、

な
ん
と
、
こ
の
娘
さ
ん
た
ち
に
似
つ
か
は
し
く
な
い
、
ど
ぎ
つ
い
、
軽
薄
な
、

そ
し
て
物
ほ
し
げ
な
卑
し
さ
の
見
す
か
さ
れ
る
着
飾
り
方
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
制
服
の
で
き
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
別
で
す
が
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
私
は
是

非
、
適
当
な
方
法
で
、
女
子
産
業
戦
士
と
し
て
の
、
可
憐
な
う
ち
に
も
凜
と

し
た
、
爽
や
か
で
落
ち
つ
き
の
あ
る
外
出
着
の
選
び
方
を
研
究
し
て
ほ
し
い

と
思
ひ
ま
す
。

　
一
般
の
男
子
に
つ
い
て
も
、
私
は
、
か
ね
が
ね
、
服
装
に
対
す
る
観
念
が

昔
と
大
変
に
違
つ
て
来
て
、
「
嗜
み
」
と
い
ふ
見
地
か
ら
自
分
の
身
な
り
に
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気
を
つ
け
る
男
が
少
く
な
つ
た
こ
と
を
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
思
つ
て
ゐ
た

の
で
す
が
、
今
は
、
殊
更
そ
れ
を
云
ふ
べ
き
時
機
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
た
ゞ
ひ
と
つ
、
青
少
年
の
服
装
に
つ
い
て
、
世
間
が
あ
ま
り
親
切
で
な
い

こ
と
を
、
私
は
い
く
ぶ
ん
心
配
し
て
ゐ
る
も
の
で
す
。
材
料
に
制
限
の
あ
る

こ
と
は
、
こ
れ
は
已
む
を
得
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
、
制
服
の
仕
立
を
も
う
少

し
注
意
し
て
、
か
ら
だ
に
合
ふ
や
う
に
す
る
と
か
、
そ
れ
も
無
理
な
ら
、
軍

隊
の
や
う
に
一
装
二
装
に
別
け
る
と
か
、
特
に
帽
子
の
被
り
方
、
靴
の
手
入

な
ど
、
そ
こ
ま
で
の
母
親
の
心
遣
ひ
が
み
せ
て
ほ
し
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
大
学
や
専
門
学
校
の
、
学
生
の
あ
の
制
帽
と
詰
襟
の
制
服
に
、

背
広
型
の
外
套
を
着
た
姿
は
、
決
し
て
見
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と

を
、
ど
う
し
て
誰
も
気
が
つ
か
ぬ
の
で
せ
う
。
近
頃
、
襟
巻
は
外
せ
と
い
ふ
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声
を
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
外
套
を
詰
襟
に
す
れ
ば
自
然
に
解
決
す
る
問
題

で
す
。
詰
襟
に
し
て
、
し
か
も
裾
を
短
く
、
広
く
、
海
軍
の
水
兵
の
外
套
に

似
せ
て
な
ほ
工
夫
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
国
民
服
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

云
へ
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
仰
々
し
く
取
り
た
て
ゝ
云
ふ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

か
う
い
ふ
無
頓
着
さ
が
、
近
頃
は
、
だ
ん
だ
ん
目
に
余
つ
て
来
て
、
「
身
嗜

み
」
と
い
ふ
点
か
ら
、
現
代
の
日
本
人
の
「
嗜
み
」
を
判
断
さ
れ
た
ら
、
ま

つ
た
く
冷
汗
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
国
の
文
化
の
程
度
は
、
か
う

い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
し
得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
か
う
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
や
は
り
、
前
に
戻
つ
て
、

家
庭
の
責
任
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。
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昔
は
、
服
装
に
つ
い
て
は
実
に
や
か
ま
し
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

も
、
母
親
が
ち
や
ん
と
、
主
人
や
子
供
た
ち
の
衣
裳
に
関
し
て
、
必
要
な
知

識
と
感
覚
と
を
具
へ
て
ゐ
て
、
決
し
て
、
世
間
で
嗤
は
れ
る
や
う
な
恰
好
は

さ
せ
な
か
つ
た
。
今
の
や
う
に
、
息
子
や
娘
に
、
「
お
母
さ
ん
は
洋
服
の
こ

と
は
ご
存
じ
な
い
か
ら
」
と
か
、
「
お
母
さ
ん
の
好
み
は
野
暮
つ
た
く
て
」

と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
仮
り
に
も
云
は
せ
な
い
だ
け
の
権
威
を
も
つ
て
ゐ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
息
子
や
娘
が
従
順
で
あ
つ
た
か
ら
と
い
ふ
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は

な
い
こ
と
を
、
私
は
確
信
し
て
ゐ
ま
す
。
む
し
ろ
、
昔
は
、
慣
例
、
仕
来
り

と
い
ふ
こ
と
が
厳
格
に
守
ら
れ
、
服
装
の
選
択
範
囲
も
比
較
的
限
ら
れ
て
ゐ

た
た
め
に
、
さ
う
複
雑
な
知
識
や
感
覚
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
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だ
け
は
云
へ
ま
せ
う
。
そ
こ
が
、
現
代
の
母
親
の
大
い
に
用
意
と
苦
心
の
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
先
だ
つ
て
東
北
の
あ
る
村
を
視
察
し
ま
し
た
が
、
た
ま
た
ま
国
民
学

校
の
小
さ
な
生
徒
た
ち
が
、
学
校
が
退
け
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
家
に
帰
る
途
中
と
い

ふ
と
こ
ろ
に
出
く
は
し
ま
し
た
。

　
農
村
の
子
供
た
ち
の
将
来
に
つ
い
て
、
私
は
非
常
な
関
心
を
も
つ
て
を
り

ま
す
。
無
邪
気
に
戯
れ
な
が
ら
、
三
々
五
々
、
野
道
を
後
に
な
り
先
に
な
り

し
て
、
家
路
へ
急
ぐ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
家
に
は
誰
が
待
つ
て
ゐ
る
か
と
、

私
は
ふ
と
思
つ
た
。
農
村
の
母
親
は
、
多
分
、
今
時
は
野
良
の
仕
事
を
一
手

に
引
受
け
て
ゐ
て
、
子
供
の
た
め
に
お
や
つ
を
用
意
し
て
待
つ
て
ゐ
る
や
う
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な
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
れ
ほ
ど
忙
し
く
、
そ
れ
ほ
ど
、
子
供
の
こ
と

は
か
ま
つ
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
し
か
し
、
私
は
、
そ
の
時
、
子
供
た
ち
の
服
装
を
み
て
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、

ひ
ど
い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
、
聊
か
あ
き
れ
た
の
で
す
。
ど
う
ひ
ど
い
か

と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
、
粗
末
だ
と
か
、
汚
れ
て
ゐ
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
で

は
な
い
。
一
種
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
「
だ
ら
し
の
な
さ
」
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
単
な
る
醜
さ
で
は
な
い
。
な
に
か
悲
し
げ
な
も
の
が
あ
る
。
私
は
心

が
真
つ
暗
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
考
へ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
母
親
と
い
ふ
も
の
の
愛
情

が
、
子
供
の
服
装
の
上
に
、
ど
う
い
ふ
形
で
で
も
現
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
無

残
な
光
景
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
子
供
に
着
物
を
着
せ
る
と
い
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ふ
、
そ
の
母
親
ら
し
い
心
持
が
、
そ
れ
ら
の
子
供
た
ち
を
み
て
ゐ
て
、
ち
つ

と
も
私
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
事
実
で
す
。

　
農
村
生
活
の
現
状
が
若
し
か
う
い
ふ
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
由
々
し
い
こ
と

だ
と
、
私
は
そ
の
土
地
の
人
に
も
語
つ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
も
と
も
と
、
「
身
だ
し
な
み
」
と
い
ふ
の
は
、
飾
り
と
い
ふ
意
味
で
の
服

装
だ
け
に
つ
い
て
云
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
頭
か
ら
爪
先
ま
で

と
い
ふ
全
身
に
く
ば
ら
れ
た
用
意
の
ほ
ど
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何

処
へ
出
て
も
、
人
間
と
し
て
の
矜
り
を
保
ち
得
る
だ
け
の
身
支
度
で
あ
り
ま

す
。

　
そ
こ
で
、
あ
ま
り
「
身
だ
し
な
み
」
に
こ
だ
は
つ
て
、
却
つ
て
不
自
然
な
、
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男
な
ら
ば
こ
せ
こ
せ
し
た
印
象
を
与
へ
る
と
い
ふ
や
う
な
結
果
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
、
ほ
ん
た
う
の
「
身
だ
し
な
み
」
で
は
な
く
、

一
種
の
虚
飾
で
あ
り
、
日
本
的
な
「
嗜
み
」
を
失
つ
た
浮
薄
で
柔
弱
な
趣
味

の
持
ち
主
だ
と
私
は
思
ひ
ま
す
。
「
身
な
り
を
か
ま
は
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
が
、

ど
う
か
す
る
と
、
逆
に
そ
の
人
柄
の
美
し
さ
を
褒
め
た
言
葉
と
し
て
用
ひ
ら

れ
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
現
象
に
対
す
る
皮
肉
で
あ
り
ま
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
も
、
エ
レ
ガ
ン
ス
・
ネ
グ
リ
ジ
ェ
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
し

て
、
「
身
な
り
を
か
ま
は
ぬ
や
う
に
み
せ
た
身
だ
し
な
み
」
を
指
す
の
で
あ

り
ま
す
。
「
な
げ
や
り
の
美
し
さ
」
で
あ
り
ま
す
。
か
う
な
る
と
、
お
し
や

れ
の
道
は
、
東
西
そ
の
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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一
〇

「
身
嗜
み
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
く
ら
ゐ
に
し
て
お
き
ま
し
て
、
次
に
は
、

「
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
る
」
嗜
み
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。

「
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
人
が
昔
か
ら
非
常
に

大
切
に
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
家
庭
教
育
は
こ
の
点
に
力
を
注
ぎ
ま
し

た
。

　
世
間
も
亦
、
多
少
酷
な
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
よ
つ
て
人
の
値
打
を

き
め
る
と
い
ふ
風
が
あ
り
ま
し
た
。

　
明
治
以
来
、
封
建
的
な
社
会
秩
序
が
乱
れ
、
時
と
場
所
と
の
観
念
が
昔
ど

ほ
り
で
は
通
用
し
な
い
と
こ
ろ
も
で
き
て
来
て
、
つ
い
、
世
間
一
般
も
た
い
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が
い
の
こ
と
は
、
大
目
に
み
る
や
う
に
な
つ
た
。
家
庭
で
も
、
以
前
の
や
う

に
厳
し
い
躾しつ
け
は
で
き
な
い
。
両
親
は
、
子
供
の
す
る
こ
と
を
、
は
ら
は
ら

し
な
が
ら
、
黙
つ
て
見
て
ゐ
る
や
う
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
現
在
の
社
会
は
、
云
つ
て
み
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
子
供
た
ち
が
大
人
に
な
つ

て
形
づ
く
つ
て
ゐ
る
社
会
で
あ
り
ま
す
。

　
行
儀
作
法
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
、
こ
の
時
と
場
所
と
の
観
念
を
は
な
れ

て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
意
味
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
意
味
の
な
い
行
儀
作
法

を
教
へ
る
か
ら
、
そ
れ
は
守
ら
れ
な
い
の
が
当
然
で
あ
り
ま
す
。

　
言
葉
遣
ひ
に
し
て
も
、
標
準
に
な
る
正
し
い
言
葉
遣
ひ
と
い
ふ
も
の
は
当

然
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、
時
と
場
所
柄
と
の
観

念
と
結
び
つ
い
て
、
美
し
く
活
か
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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習
つ
た
と
ほ
り
の
言
葉
を
、
何
時
、
何
処
で
で
も
遣
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

と
、
そ
れ
は
滑
稽
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
嗜
み
」
が
な
い
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
。

　
行
儀
作
法
、
言
葉
遣
ひ
を
含
め
た
人
間
の
行
動
の
規
準
は
、
め
い
め
い
が

己
れ
の
「
矜
り
」
を
保
つ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の

「
矜
り
」
が
、
社
会
生
活
を
最
も
秩
序
あ
る
も
の
と
し
、
人
と
人
と
の
関
係

を
常
に
円
滑
に
運
ば
せ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り

ま
す
。

　
自
分
の
「
矜
り
」
が
、
他
人
の
「
矜
り
」
を
傷
け
る
や
う
な
場
合
が
仮
り

に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
不
必
要
に
、
不
用
意
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、
他
人
の
矜
り
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
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分
自
ら
の
「
矜
り
」
を
失
ふ
と
い
ふ
結
果
も
往
々
に
し
て
あ
り
得
る
の
で
す
。

米
英
両
国
の
今
日
は
、
ま
こ
と
に
そ
の
好
適
例
の
や
う
に
思
ひ
ま
す
。

　
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
ぬ
「
不
嗜
み
」
は
、
い
は
ゆ
る
躾
け
の
わ
る
さ
に

も
よ
り
ま
す
が
、
一
方
、
「
思
ひ
上
り
」
か
ら
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
米
国
人
の
「
が
さ
つ
」
な
こ
と
と
、
英
国
人
の
「
人
を
人
と
も
思
は
ぬ
」

傲
慢
さ
は
、
既
に
譬
へ
話
に
な
る
ほ
ど
の
世
界
の
定
評
で
あ
り
ま
す
が
、
わ

れ
わ
れ
日
本
人
の
古
来
、
そ
れ
に
よ
つ
て
比
ひ
な
き
「
ゆ
か
し
さ
」
を
示
し

た
謙
虚
の
美
風
も
、
今
は
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
な
い
た
め
に
、
相
手
の
感
情
を
そ
こ
ね
、
一
座
の
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空
気
を
白
け
さ
せ
、
纏
る
詰
も
纏
ら
な
い
や
う
に
し
て
し
ま
ふ
例
を
、
私
は

屡
々
私
の
周
囲
に
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
公
の
場
所
で
は
、
そ
の
例
が
特
に

目
立
ち
ま
す
。
最
も
「
嗜
み
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
指
導
階
級
の
人
々
で
、

「
嗜
み
」
を
忘
れ
た
言
動
を
敢
て
す
る
結
果
、
こ
れ
に
対
す
る
軽
侮
と
反
感

が
一
般
に
生
じ
て
ゐ
る
例
も
間
々
あ
り
ま
す
。

　
お
よ
そ
、
人
に
対
す
る
尊
敬
と
信
頼
と
は
、
そ
の
人
の
「
考
へ
て
ゐ
る
こ

と
」
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
の
「
す
る
こ
と
」
と
「
言
ふ
こ
と
」

に
対
し
て
で
あ
り
ま
す
。
如
何
に
立
派
な
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
て
も
、
人
前
で

「
嗜
み
」
を
欠
い
た
、
つ
ま
り
、
人
と
し
て
の
矜
り
を
自
ら
棄
て
去
り
、
人

と
し
て
の
魅
力
を
台
な
し
に
す
る
や
う
な
言
動
を
平
然
と
し
て
示
す
な
ら
ば
、

そ
れ
は
も
う
、
指
導
者
と
し
て
の
資
格
を
失
つ
た
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
ま
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せ
ん
。

　
わ
れ
わ
れ
一
般
国
民
の
相
互
信
頼
も
一
致
協
力
も
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
一

人
々
々
の
、
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
た
「
嗜
み
」
あ
る
言
動
に
よ
つ
て
、
多

く
は
そ
の
実
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
今
こ
ゝ
で
、
深
く
考
へ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
近
頃
、
「
親
切
運
動
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
提
唱
さ
れ
実
践
さ
れ
て
ゐ

ま
す
が
、
私
は
、
こ
れ
が
つ
ま
り
、
「
嗜
み
」
の
復
興
を
目
指
し
た
運
動
だ

と
解
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
「
親
切
」
と
い
ふ
言
葉
は
誰
の
耳
に
も
は
ひ
り
易

い
の
で
、
さ
う
し
た
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
「
含
み
」
が
足
り

ま
せ
ん
。
親
切
の
押
売
り
は
、
や
ゝ
も
す
る
と
、
日
本
人
の
好
み
に
反
し
た

「
わ
ざ
と
ら
し
さ
」
に
終
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
人
に
親
切
に
す
る
前
に
、
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自
分
の
「
嗜
み
」
と
し
て
、
自
ら
の
矜
り
の
た
め
に
、
当
然
な
す
べ
き
こ
と

が
、
そ
こ
で
は
取
り
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
例
へ
ば
、
乗
物
の
な
か
で
、
若
い
元
気
な
も
の
が
席
を
立
つ
と
い
ふ
が
如

き
、
そ
れ
は
若
い
も
の
の
「
嗜
み
」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
決
し
て
「
親
切
」
な

ど
と
い
ふ
道
徳
め
い
た
色
合
で
塗
り
あ
げ
な
く
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。

　
商
人
が
無
愛
想
に
な
つ
た
と
い
ふ
。
誠
に
困
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
、
客
の
方
が
卑
屈
で
図
々
し
い
以
上
、
無
理
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ

こ
で
、
商
人
も
客
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
た
め
に
ど
う
か
う
と
い
ふ
前
に
、

ま
づ
、
自
分
自
身
に
対
し
て
恥
か
し
く
な
い
か
ど
う
か
を
反
省
し
て
み
る
べ

き
で
す
。
「
矜
り
」
の
失
は
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
決
し
て
、
高
い
道
義
は

生
れ
ま
せ
ん
。
「
礼
」
の
精
神
も
亦
、
本
来
、
自
ら
を
持
す
る
「
嗜
み
」
の
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深
さ
で
あ
り
ま
す
。
徒
ら
に
相
手
の
歓
心
を
買
ふ
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
る

自
覚
と
、
そ
れ
が
た
め
の
幼
少
か
ら
の
技
術
的
訓
練
と
に
よ
つ
て
、
ひ
と
り

で
に
出
来
上
つ
た
感
覚
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ち
い
ち
そ
の
場
に
当
つ

て
頭
を
使
ふ
と
い
ふ
や
う
な
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
、
長
い
間
の
躾
け
に
よ
る
ほ
か

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
躾
け
は
誰
が
す
る
か
と
云
へ
ば
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
家
庭
で
は
両

親
、
殊
に
母
親
、
そ
れ
か
ら
少
し
可
笑
し
い
や
う
で
す
が
、
夫
の
あ
る
種
の

躾
け
は
細
君
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
現
に
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
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形
で
や
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
学
校
で
は
、
教
師
が
そ
の
役
を
つ
と
め
ま
す
。
時
に
よ
る
と
、
上
級
生
乃

至
は
同
僚
の
手
を
煩
は
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

　
社
会
に
出
る
と
、
社
会
そ
の
も
の
が
目
附
役
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
は

も
う
遅
い
。
大
小
の
差
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
は
も
う
失
敗
、
失
策
と
い

ふ
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
ま
す
。
あ
る
組
織
の
な
か
で
は
、
指
導
的
な
立
場
に

あ
る
人
の
、
か
う
い
ふ
点
ま
で
の
指
導
が
是
非
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま

す
。

　
今
ま
で
、
こ
の
「
躾
け
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
と
か
く
七
面
倒
く
さ
い
、
窮

屈
な
こ
と
ば
か
り
を
強
ひ
ら
れ
る
や
う
な
印
象
を
与
へ
が
ち
で
あ
つ
て
、
そ

70青年の矜りと嗜み



こ
に
、
人
と
し
て
の
魅
力
、
品
位
が
つ
く
も
の
だ
と
い
ふ
、
お
の
づ
か
ら
な

矜
り
を
伴
は
せ
る
や
う
な
や
り
方
が
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
な
ん
と
云

つ
て
も
、
大
き
な
誤
り
で
あ
り
ま
し
た
。

　
昔
は
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
必
要
の
な
い
ほ
ど
、
指
導
者
に
は
、

指
導
者
ら
し
い
「
嗜
み
」
が
あ
つ
て
、
そ
の
「
嗜
み
」
が
そ
の
ま
ゝ
、
「
躾

け
」
の
効
果
を
あ
げ
て
ゐ
た
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
。

　
今
は
ち
よ
つ
と
、
さ
う
は
行
き
か
ね
る
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
か

ら
、
も
う
一
度
、
「
躾
け
」
の
方
法
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
直
し
て
み
な
け
れ

ば
な
り
ま
す
ま
い
。

　
こ
の
点
、
軍
隊
に
お
け
る
「
躾
け
」
は
、
国
軍
の
威
容
と
品
位
と
い
ふ
こ

と
に
巧
み
に
結
び
つ
け
た
、
非
常
に
は
つ
き
り
し
た
方
法
が
と
ら
れ
て
ゐ
る
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の
で
す
。
わ
が
陸
海
軍
軍
人
が
、
そ
の
実
戦
能
力
の
卓
抜
さ
に
加
へ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
風
格
を
発
揮
し
た
「
嗜
み
」
に
よ
つ
て
、
国
民
に
親
し
ま
れ
る
の

は
、
実
に
、
そ
の
結
果
で
あ
ら
う
と
信
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
一

　
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
る
こ
と
が
「
嗜
み
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
「
嗜
み
」
な
る
も
の
が
、
決
し
て
型
に
は
ま
つ
た
、
融
通
の
利
か
な

い
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
証
拠
な
の
で
、
何
時
も
「
他
処
行
き
面
」
を
し
て

取
澄
し
て
ゐ
る
こ
と
が
「
嗜
み
」
で
あ
る
な
ど
と
考
へ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
締
る
と
き
に
は
締
り
、
寛
ぐ
と
き
に
は
寛
ぎ
、
常
に
自
然
の
う
ち
に
周
囲
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と
の
調
和
を
保
ち
、
そ
の
言
動
に
聊
か
も
狂
ひ
の
な
い
こ
と
が
そ
の
眼
目
で

あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
ゆ
ゑ
、
豪
放
と
云
ひ
、
磊
落
と
云
ひ
、
洒
脱
と
云
ひ
、
そ
の
性
格
の

お
の
づ
か
ら
な
発
露
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
一
種
の
魅
力
で
こ
そ
あ
れ
、
そ

の
性
格
の
た
め
に
「
嗜
み
」
が
な
い
と
云
は
れ
る
理
由
は
毛
頭
な
い
の
で
、

た
ゞ
、
そ
の
性
格
が
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
誇
張
を
伴
ひ
、
自
己
陶
酔
に
陥
る
危

険
が
な
く
も
な
い
の
で
、
さ
う
い
ふ
場
合
は
、
得
て
俗
に
い
ふ
「
脱
線
」
と

な
つ
て
、
羽
目
を
外
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
亦
、
時
に
よ
つ
て
は
愛

嬌
で
す
ま
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
程
度
と
場
所
柄
に
よ
つ
て
、
他
の
顰
蹙
を
買

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
生
真
面
目
な
、
物
事
を
慎
重
に
考
へ
る
と
い
ふ
風
な
性
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質
の
人
物
が
、
往
々
、
座
興
の
席
で
ひ
と
り
苦
虫
を
噛
み
つ
ぶ
し
た
や
う
な

顔
を
し
て
ゐ
た
り
、
さ
も
な
く
て
も
、
人
の
戯
談
に
す
ぐ
腹
を
立
て
た
り
、

突
然
固
苦
し
い
話
題
を
も
ち
だ
し
た
り
し
て
、
座
を
な
ん
と
な
く
白
け
さ
せ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
嗜
み
」
の
問
題
で
、
心
が
練
れ
て
ゐ
な
い

結
果
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
ゝ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
い
は
ゆ
る
「
八
面
玲
瓏
」

殊
に
「
八
方
美
人
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
必
ず
し
も
「
嗜
み
」
で
は
な
い

と
い
ふ
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
む
し
ろ
「
性
格
」
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

訓
練
に
よ
つ
て
磨
か
れ
た
「
勘
」
で
は
な
く
、
こ
の
「
性
格
」
は
ど
う
か
す

る
と
、
「
老
獪
」
ま
た
は
「
軽
薄
」
に
通
じ
ま
す
。
多
く
は
「
八
面
玲
瓏
」

の
油
断
の
な
ら
な
さ
、
「
八
方
美
人
」
の
頼
り
な
さ
が
誰
の
眼
に
も
そ
れ
と
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感
じ
ら
れ
、
も
う
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
人
物
は
、
そ
れ
だ
け

の
人
物
だ
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
更
に
も
う
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
嗜
み
」
の
消
極
的
な
一
面
、

即
ち
、
「
羽
目
を
外
さ
ぬ
」
と
い
ふ
面
だ
け
を
み
て
、
そ
れ
な
ら
、
結
局
、

「
尻
尾
を
出
さ
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
、
「
猫
を
か
ぶ
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
は
な

い
か
と
考
へ
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
ひ

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
最
初
に
も
云
つ
た
と
ほ
り
、
「
嗜
み
」
と
は
、
「
矜
り
」

の
現
れ
で
あ
り
ま
し
て
、
他
人
の
前
を
つ
く
ろ
ふ
精
神
と
は
お
よ
そ
正
反
対

な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
周
囲
と
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
も
、
周
囲
に
よ
り
け
り

で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
苟
く
も
常
に
お
の
れ
を
屈
し
て
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ

る
を
忍
び
、
自
己
の
保
身
の
た
め
に
妥
協
を
旨
と
す
る
や
う
な
意
味
は
絶
対
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に
な
い
の
で
す
。

　
ど
の
程
度
を
忍
び
、
ど
の
程
度
を
譲
歩
す
べ
き
か
は
、
日
常
絶
え
ず
わ
れ

わ
れ
に
迫
つ
て
来
る
問
題
で
す
が
、
こ
の
処
理
は
、
概
ね
そ
の
人
の
性
格
と

「
嗜
み
」
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
は
ゞ
、
社
会
生
活
を
通
じ
て

の
興
味
あ
る
自
己
訓
練
で
あ
り
ま
す
。

　
主
張
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
貫
徹
す
べ
き
こ
と
を
貫
徹
す
る
断
乎
た
る

態
度
は
、
威
あ
つ
て
猛
か
ら
ぬ
風
貌
挙
止
と
と
も
に
、
日
本
人
の
「
嗜
み
」

と
し
て
最
も
尊
重
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
ぬ
と
い
ふ
点
で
は
、
堂
々
と
自
己
の
所
信
を
述
べ

る
べ
き
場
合
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
徒
ら
に
遠
慮
ま
た
躊
躇
し
て
、
そ
の
機

会
を
逸
し
て
し
ま
ふ
や
う
な
例
が
少
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
そ
れ
が
勇
気
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を
欠
く
た
め
と
あ
つ
て
は
、
ま
こ
と
に
「
嗜
み
」
の
な
い
話
で
あ
り
ま
す
。

か
う
い
ふ
際
、
よ
く
、
喋
る
の
が
嫌
ひ
だ
か
ら
と
か
、
下
手
だ
か
ら
と
か
い

ふ
遁
辞
を
用
ひ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
よ
く
考
へ
て
み
る
と
、
喋
る
の
は
必

ず
し
も
、
好
き
だ
か
ら
、
上
手
だ
か
ら
喋
る
の
で
は
な
い
　
　
さ
う
い
ふ
人

も
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
　
　
人
間
に
言
葉
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
以
上
、
人

に
向
つ
て
言
ふ
べ
き
こ
と
を
は
つ
き
り
言
ひ
得
る
と
い
ふ
の
は
、
わ
れ
わ
れ

の
当
然
の
「
嗜
み
」
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
う
い
ふ
私
の
配
慮
が
、
一
般
に
は
ま
つ
た
く
無
用
と
思
は

れ
る
ほ
ど
、
如
何
な
る
時
、
如
何
な
る
場
所
で
も
、
必
ず
、
一
席
弁
じ
な
い

で
は
ゐ
ら
れ
な
い
人
々
が
近
頃
は
な
か
な
か
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
み
ん
な

が
演
説
に
慣
れ
て
来
た
時
代
と
で
も
云
ひ
ま
せ
う
か
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
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て
も
、
「
時
と
場
所
柄
と
を
弁
へ
た
」
演
説
、
議
論
と
い
ふ
も
の
は
、
な
か

な
か
少
い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
痛
感
し
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
改
ま
ら
な

く
て
も
い
ゝ
の
に
改
ま
り
す
ぎ
た
り
、
小
人
数
の
会
合
で
大
声
を
張
り
あ
げ

た
り
、
人
の
喋
る
時
間
が
な
く
な
る
ほ
ど
長
談
議
を
し
た
り
、
罪
も
な
い
参

会
者
の
一
人
を
序
で
に
槍
玉
に
あ
げ
た
り
、
可
笑
し
く
も
な
い
洒
落
を
ひ
と

り
で
悦
に
入
つ
た
り
と
い
ふ
図
は
、
い
か
に
も
そ
の
人
の
「
嗜
み
」
の
ほ
ど

が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
議
論
と
い
ふ
と
す
ぐ
喧
嘩
腰
に
な
る
の
も
、
議
論
の
目
的
を
履
き
違
へ
た

「
不
嗜
み
」
で
あ
り
ま
す
。
論
争
と
か
討
論
と
か
云
へ
ば
、
相
手
の
主
張
を

理
論
的
に
も
破
砕
し
、
飽
く
ま
で
彼
我
の
立
場
を
正
邪
に
よ
つ
て
分
つ
べ
き

で
あ
り
ま
せ
う
が
、
普
通
、
相
談
事
や
、
衆
智
を
集
め
る
意
味
で
の
協
議
会
、
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座
談
会
な
ど
で
、
多
少
考
へ
が
違
ふ
か
ら
と
云
つ
て
、
い
き
な
り
喰
つ
て
か
ゝ

る
や
う
な
剣
幕
で
相
手
の
説
を
論
難
攻
撃
し
、
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、
人
が

少
し
強
く
反
対
で
も
す
る
と
、
や
に
は
に
血
相
を
変
へ
、
憂
鬱
に
な
り
、
あ

と
は
拗
ね
て
口
も
利
か
ぬ
と
い
ふ
独
り
よ
が
り
の
態
度
は
、
ま
つ
た
く
、
議

論
と
い
ふ
も
の
を
「
勝
負
」
と
の
み
考
へ
、
長
短
相
補
ふ
合
議
の
精
神
を
無

視
し
た
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
狭
量
さ
で
あ
り
、
少
く
と
も
日
本
的
な
「
嗜
み
」

に
反
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
近
頃
、
「
日
本
的
」
と
い
ふ
意
味
が
、
ど
う
か
す
る
と
た
ゞ
「
一
途
な
」
、

「
理
窟
ぬ
き
の
」
言
動
を
指
す
や
う
に
誤
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

「
一
途
な
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
時
に
よ
る
と
ま
こ
と
に
美
し
く
、
屡
々
人
を
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駆
つ
て
大
き
な
働
き
を
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
正

し
い
道
に
向
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
「
理
窟
ぬ
き
」
が
、
飽
く
ま
で
も

「
理
を
超
え
た
真
理
」
を
主
観
的
に
つ
か
ん
だ
時
に
の
み
行
為
の
価
値
を
生

む
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
正
し
さ
を
胸
で
感
じ
、
真
理
を
鼻
で

嗅
ぎ
と
る
と
い
ふ
や
う
な
「
離
れ
業
」
を
易
々
と
な
し
得
る
日
本
人
の
能
力

は
、
や
は
り
、
練
り
に
練
り
、
磨
き
に
磨
い
た
祖
先
の
遺
風
、
「
嗜
み
」
を

身
に
つ
け
て
始
め
て
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
臆
病
な
も
の
に
は
我
武
者
羅
に
な
れ
と
云
ひ
、
神
経
質
な
も
の
に
は
図
太

く
や
れ
と
、
激
励
叱
咤
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
わ
る
い
と
は
云
ひ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
を
文
字
ど
ほ
り
に
振
り
ま
は
し
て
、
純
乎
た
る
中
正
の
道
を

閉
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
敢
て
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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戦
ふ
国
民
と
し
て
の
覚
悟
と
気
魄
と
は
、
決
し
て
肩
を
怒
ら
し
た
や
う
な

強
が
り
や
、
自
制
を
失
つ
た
大
言
壮
語
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

「
ゆ
か
し
く
、
凜
々
し
く
」
と
は
、
私
が
、
つ
と
に
日
本
精
神
の
表
情
と
し

て
、
自
ら
訓
へ
と
し
、
試
み
に
人
に
も
示
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
人
の
「
嗜
み
」
が
若
し
、
日
本
人
ら
し
き
心
の
様
々
な
す
が
た
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
男
女
の
別
な
く
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
「
ゆ
か
し
く
、

凜
々
し
い
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
二
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「
嗜
み
」
の
最
も
厳
し
い
日
本
的
性
格
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
「
不
覚

を
と
ら
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
不
覚
を
と
る
」
と
い
ふ
意
味
は
、

武
士
の
戦
場
に
於
け
る
不
名
誉
を
は
じ
め
と
し
、
何
人
た
り
と
も
、
油
断
の

た
め
失
態
を
演
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
卑
怯
未
練
な
振
舞
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
用
意
周
到
を
欠
い
て
、
い
ざ
と
い
ふ
時
あ
わ
て
ふ
た
め
く
が
如
き
は
、

こ
れ
み
な
「
不
覚
」
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
、
分

に
従
ひ
、
何い
時つ
ど
ん
な
こ
と
が
起
つ
て
も
、
自
若
と
し
て
こ
れ
に
立
ち
向
ふ

こ
と
の
で
き
る
準
備
が
で
き
て
ゐ
て
、
は
じ
め
て
、
「
不
覚
を
と
ら
ぬ
」
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
が
た
め
、
心
胆
の
錬
磨
、
技
能
の
熟
達
、
細
心
の
注
意
、
特
に
名
を

重
ん
じ
、
恥
を
知
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
で
あ
り
ま
す
。
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お
よ
そ
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
「
嗜
み
」
は
、
最
後
は
こ
の
「
不
覚
を
と

ら
ぬ
」
と
い
ふ
一
点
に
そ
の
目
標
を
お
い
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
よ
く
、
そ
れ

と
い
ふ
の
も
、
め
い
め
い
が
「
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
」
あ
る
を
期
し
て
深
く
己

を
戒
め
、
男
は
男
た
り
、
女
は
女
た
る
の
「
矜
り
」
を
全
う
す
る
こ
と
が
、

日
本
人
の
生
き
甲
斐
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
不
覚
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
元
来
、
精
神
の
た
し
か
で
な

い
こ
と
、
「
思
は
ず
知
ら
ず
」
な
に
か
を
し
て
し
ま
ふ
こ
と
、
を
意
味
し
な

が
ら
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
自
ら
責
任
を
負
ひ
、
罪
を
被
る
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
、
峻
烈
苛
酷
な
日
本
的
道
義
の
精
神
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
「
う

つ
か
り
」
し
て
ゐ
た
と
か
、
気
が
つ
か
な
か
つ
た
と
か
い
ふ
口
実
に
よ
つ
て
、

当
然
罪
が
軽
く
な
る
や
う
に
思
ふ
風
習
は
、
頗
る
「
嗜
み
」
の
な
い
話
で
、
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「
不
覚
」
の
一
言
は
、
常
に
冷
汗
三
斗
の
思
ひ
と
と
も
に
述
べ
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
り
ま
す
。

「
用
意
周
到
」
は
、
さ
う
い
ふ
わ
け
で
、
「
不
覚
を
と
ら
ぬ
」
た
め
の
大
切

な
心
掛
け
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
も
う
ひ
と
つ
、
不
覚
を
と
ら
ぬ
「
嗜

み
」
と
し
て
こ
れ
も
是
非
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
よ
い
意
味
の
「
強
情
我
慢
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
三

　
い
か
に
用
意
周
到
で
あ
つ
て
も
、
人
は
何い
時つ
な
ん
ど
き
「
不
意
を
く
ふ
」

こ
と
が
な
い
と
保
証
で
き
ま
せ
ん
。
更
に
ま
た
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
困
難
、
想
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像
以
上
の
苦
痛
に
見
舞
は
れ
、
或
は
、
激
し
い
衝
撃
に
よ
つ
て
恐
怖
に
襲
は

れ
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
、
こ
れ
に
抵
抗
す
る
力
は
、
誰
に
で
も
お
の
づ
か

ら
具
は
つ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
ま
す
ま
い
。
さ
う
あ
り
た
い
も
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
、
い
は
ゆ
る
凡
人
の
常
と
し
て
、
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
、
「
強
情
我
慢
」
の
物
を
い
ふ
と
こ
ろ
で
す
。
特
に
武

士
の
家
に
生
れ
た
か
ら
に
は
、
「
弱
音
を
吐
く
」
こ
と
、
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
」

こ
と
、
「
取
り
乱
す
」
こ
と
、
こ
れ
が
「
不
覚
」
の
な
か
の
「
不
覚
」
で
あ

つ
て
、
「
嗜
み
」
の
上
か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
そ
の
前
で
踏
み
止
る
命
が
け

の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
武
士
は
食
は
ね
ど
高
楊
枝
」
と
云
ひ
、
「
侍
の
子
は
腹
が
へ
つ
て
も
饑
じ

う
な
い
」
と
云
つ
た
の
は
そ
こ
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
、
見
や
う
に
よ
つ
て
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は
瘠
我
慢
と
も
称
し
得
る
強
情
一
徹
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
は
な
ん
の
役
に

も
立
た
ぬ
や
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
れ
が
武
士
の
死
生
観
に
も
と
づ

く
、
人
間
超
克
の
苦
行
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
か
ら
は
ま
た
、
喜
怒
哀
楽
を
顔
に
現
さ
ぬ
と
い
ふ
禁
欲
の
精
神
が
生

れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
極
端
な
解
釈
は
個
人
的
な
好
み
に
委

せ
る
と
し
て
、
普
通
は
、
度
を
越
え
た
感
情
の
表
白
は
慎
む
べ
し
と
い
ふ
、

「
嗜
み
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
心
得
べ
き
自
戒
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
種
の
自
己
抑
圧
と
で
も
云
ふ
べ
き
訓
練
は
、
単

に
武
家
に
限
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
、
あ
ら
ゆ
る
職

業
を
通
じ
、
或
は
芸
道
の
修
業
に
於
て
、
或
は
日
常
生
活
の
規
律
と
し
て
、

多
か
れ
少
か
れ
、
こ
れ
を
経
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
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風
習
と
し
て
身
に
つ
き
、
相
貌
の
如
く
自
然
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
が
明
治
以
来
、
西
洋
文
明
の
移
入
と
と
も
に
、
か
の
近
代
思
想
た
る

個
人
主
義
、
自
由
主
義
の
氾
濫
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
皮
相
な
理
解

と
歪
め
ら
れ
た
現
象
の
送
迎
に
よ
つ
て
、
何
時
の
間
に
か
「
人
間
の
か
く
あ

る
べ
き
姿
」
を
見
失
ひ
、
「
人
間
の
か
く
あ
る
姿
」
に
興
味
と
同
情
が
集
つ

て
、
遂
に
、
「
人
間
の
弱
さ
」
を
強
調
し
、
そ
こ
に
「
人
間
ら
し
さ
」
を
見

よ
う
と
す
る
不
健
全
な
思
潮
が
上
下
を
風
靡
し
ま
し
た
。

　
封
建
時
代
の
武
門
政
治
に
よ
る
、
い
く
ぶ
ん
は
人
格
無
視
の
傾
向
を
示
し

た
社
会
秩
序
に
対
す
る
反
動
と
云
へ
ば
云
へ
ま
せ
う
が
、
日
本
の
伝
統
は
、

将
軍
幕
府
の
政
策
や
そ
の
重
圧
下
に
萎
靡
し
た
庶
民
の
理
想
を
、
遥
か
に
超

え
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
日
本
国
民
の
見
事
な
典
型
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
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万
葉
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
に
昭
々
と
し
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
海
ゆ
か
ば
水
づ
く
屍
」
の
あ
の
悲
壮
な
決
意
は
、
「
大
君
の
へ
に
こ
そ
死

な
め
」
の
大
悲
願
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
雄
渾
典
雅
な
響
き
を
も
つ
の
で
あ

り
ま
し
て
、
こ
ゝ
に
人
間
最
高
の
「
私
な
き
」
姿
が
顕
現
す
る
と
と
も
に
、

日
本
人
の
窮
極
の
「
矜
り
」
と
「
嗜
み
」
と
が
、
自
然
に
し
て
し
か
も
厳
し

く
、
悠
々
た
る
う
ち
に
情
熱
を
た
ゝ
へ
た
、
世
に
比
ひ
な
き
美
し
い
映
像
と

な
つ
て
浮
び
あ
が
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
昔
か
ら
武
士
の
「
嗜
み
」
の
完
全
な
姿
を
形
容
し
て
、
「
花
も
実
も
あ
る
」
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と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
武
士
だ
け
に
限
ら
ず
、
日
本
人
す
べ
て

の
理
想
も
こ
ゝ
に
あ
つ
た
に
相
違
な
く
、
つ
ま
り
は
、
「
力
と
美
」
へ
の
憧

憬
で
あ
り
、
「
強
く
し
て
優
し
い
」
人
間
像
へ
の
讃
美
で
あ
り
ま
す
。

　
戦
陣
訓
に
「
ゆ
か
し
く
雄
々
し
く
」
と
あ
る
の
は
、
戦
場
に
放
け
る
将
兵

の
「
嗜
み
」
を
そ
れ
と
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
、
「
花
も

実
も
あ
る
」
の
同
義
語
と
解
し
て
よ
ろ
し
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
従
つ
て
ま

た
、
こ
れ
は
、
戦
ひ
つ
ゝ
あ
る
日
本
国
民
の
姿
と
し
て
、
今
日
、
男
女
の
す
ゞ

て
に
適
応
す
ゞ
き
適
切
な
標
語
で
あ
り
ま
す
。

「
花
」
と
は
心
情
の
深
さ
、
豊
か
さ
で
あ
り
ま
す
。
知
徳
秀
で
、
忠
孝
の
志

厚
く
、
古
今
の
書
に
通
じ
、
芸
道
に
明
る
く
、
挙
止
端
正
に
し
て
礼
に
か
な

ひ
、
温
容
よ
く
子
供
を
な
つ
か
し
め
、
弱
者
に
対
し
て
涙
あ
り
、
想
は
磨
か
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れ
て
詩
歌
と
も
な
り
、
人
心
の
機
微
を
つ
か
ん
で
、
明
察
よ
く
事
を
断
ず
る

と
い
ふ
の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。

「
実
」
と
い
ふ
の
は
、
武
人
な
ら
ば
む
ろ
ん
武
芸
に
熟
達
し
、
勇
気
に
富
み
、

名
を
惜
し
む
と
い
ふ
や
う
な
武
士
本
来
の
資
格
を
完
全
に
具
へ
て
ゐ
る
こ
と

を
指
し
ま
す
が
、
一
般
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
を
達
成
す
る
た
め
の
実
質

的
能
力
と
、
事
に
臨
ん
で
臆
せ
ざ
る
剛
毅
に
し
て
果
敢
な
精
神
で
あ
り
ま
せ

う
。

　
か
う
い
ふ
や
う
に
、
「
花はな
」
と
「
実み
」
と
を
は
つ
き
り
分
け
て
考
へ
な
く

て
も
よ
く
、
ま
た
事
実
、
さ
う
は
つ
き
り
分
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

せ
う
が
、
便
宜
上
こ
ん
な
説
明
を
し
て
み
た
だ
け
で
す
。

　
こ
ゝ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
戊
申
詔
書
」
の
な
か
に
も
、
「
華
ヲ
去
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リ
実
ニ
就
キ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
あ
る
、
こ
の
「
華
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
「
花

も
実
も
あ
る
」
の
「
花
」
で
は
な
く
華
美
と
か
浮
華
と
か
い
ふ
場
合
の
、
軽

薄
な
装
飾
、
つ
ま
り
、
「
虚
飾
」
を
云
ふ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
ま
つ

た
く
問
題
が
別
で
あ
り
ま
す
。

　
要
す
る
に
、
花はな
と
云
ひ
実み
と
云
ひ
、
そ
れ
が
美
で
あ
ら
う
と
力
で
あ
ら
う

と
、
単
に
そ
の
時
々
の
心
構
へ
や
努
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
意
味
で
、
「
氏
」
と
「
育
ち
」
は
昔
か
ら
、
人
間
の
人
格
価
値
を
大

部
分
左
右
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
が
、
少
く
と
も
、
日

頃
の
工
夫
鍛
錬
は
、
「
育
ち
」
の
延
長
と
し
て
、
自
己
育
成
の
仕
上
げ
と
も

み
る
べ
き
決
定
的
事
業
で
す
。
「
嗜
み
」
の
「
嗜
み
」
た
る
所
以
も
ま
た
こ
ゝ
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に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
五

　
さ
て
、
「
青
年
の
嗜
み
」
と
し
て
、
特
に
青
年
の
み
に
必
要
な
こ
と
が
ら

は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
も
う
、
今
迄
の
話
で
も
わ
か
る
と
ほ

り
、
別
に
取
り
立
て
ゝ
こ
れ
と
云
は
な
く
て
も
、
日
本
人
と
し
て
の
「
嗜
み
」

の
す
べ
て
は
、
青
年
と
し
て
も
既
に
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
準
備
を
は
じ
め
て

ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
青
年
の
矜
り
」
な
る
も
の
が
「
青
年
の
嗜

み
」
の
基
礎
と
な
る
以
上
、
そ
こ
に
は
お
の
づ
か
ら
、
「
青
年
ら
し
い
」
独
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自
の
表
現
が
生
れ
る
筈
で
す
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
、
重
要
と
思
は
れ
る
こ
と
を
、
二
三
例
を
あ
げ
て
お
き
ま

せ
う
。

　
先
づ
第
一
に
、
家
族
の
一
員
と
し
て
、
青
年
男
女
の
占
め
る
地
位
を
考
へ

て
み
ま
せ
う
。
多
く
は
ま
だ
両
親
の
膝
下
に
あ
る
時
代
で
す
。
な
か
に
は
父

母
の
い
づ
れ
か
を
喪
つ
た
も
の
も
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
、

家
長
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
親
権
者
の
庇
護
と
支
配
と
を
受
け
つ
ゝ
或
は
学

業
に
い
そ
し
み
、
或
は
家
業
を
助
け
、
ま
た
は
他
の
職
場
に
通
つ
て
ゐ
る
の

で
す
。

　
従
つ
て
、
こ
れ
ら
青
年
男
女
の
「
嗜
み
」
と
し
て
最
も
肝
要
な
こ
と
は
、
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家
族
の
年
長
者
に
対
す
る
心
遣
ひ
で
あ
り
ま
す
。

　
青
年
は
、
「
家
」
の
希
望
で
あ
り
、
光
明
で
あ
り
、
男
子
な
ら
ば
将
来
を

支
へ
る
力
、
女
子
な
ら
ば
外
に
開
く
花
で
あ
り
ま
す
。
か
ゝ
る
一
家
の
期
待

に
応
へ
る
覚
悟
と
日
常
の
行
動
は
、
青
年
を
し
て
、
「
よ
き
息
子
、
よ
き
娘
」

た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
常
に
溌
剌
と
し
て
意
気
昂
れ
る
風
貌
挙

止
は
、
最
も
両
親
を
安
堵
せ
し
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

と
同
時
に
、
謙
抑
己
を
持
し
て
、
苟
く
も
抗
弁
に
類
す
る
言
辞
を
弄
し
な
い

と
い
ふ
こ
と
が
、
青
年
の
い
や
が
上
に
も
頼
も
し
い
態
度
で
あ
り
ま
す
。

　
時
に
は
年
長
者
の
無
理
解
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
う
。
こ
れ
を
正
し
い

理
解
に
導
く
手
段
は
、
決
し
て
抗
争
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
沈
黙
の
従

順
、
然
ら
ず
ん
ば
、
好
機
を
待
つ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
両
親
の
譲
歩

94青年の矜りと嗜み



は
常
に
信
用
の
程
度
に
比
例
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
両
親
に
対
す
る
青
年
の
絶
対
な
聴
従
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
こ
に
卑
屈
な
陰

翳
を
伴
ひ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
青
年
自
身
の
品
格
を
高
め
、
一
家

の
貫
禄
を
重
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
「
青
年
の
嗜
み
」
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、
徒
ら
に
苦
痛
を
訴
へ

な
い
こ
と
、
安
逸
を
希
は
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
暑
い
寒
い
の
挨
拶
も
、

青
年
に
は
似
合
は
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
烈
風
に
面
お
も
てを
曝さら
し
て
快
と
す
る
や
う

な
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
つ
て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
青
年
は
如
何
に
瘠
我

慢
を
張
つ
て
も
「
痛
い
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
を
口
に
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
少

し
も
不
自
然
で
な
い
、
青
年
ら
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
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疲
れ
て
も
疲
れ
を
み
せ
ず
、
腰
を
お
ろ
し
た
く
て
も
起
つ
た
ま
ゝ
で
ゐ
る

と
い
ふ
風
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
仮
り
に
「
気
取
り
」
で
あ
つ
て
も
、
さ
う
い

ふ
「
気
取
り
」
な
ら
ば
青
年
に
は
ゆ
る
さ
れ
ま
す
。

　
ま
し
て
こ
の
種
の
「
我
慢
」
は
青
年
の
自
己
訓
練
と
し
て
当
然
必
要
で
も

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
「
我
慢
」
そ
の
も
の
が
、
ゆ
か
し
く
も
凜
々
し
く
も
み

え
る
の
で
す
。

　
青
年
男
子
は
、
何
を
お
い
て
も
「
男
ら
し
さ
」
の
修
業
を
心
掛
け
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
「
男
に
な
る
」
と
か
、
「
男
を
磨
く
」
と
か
い
ふ
言
葉
は
、
主

と
し
て
徳
川
時
代
に
あ
る
特
定
の
階
級
で
用
ひ
ら
れ
た
た
め
に
、
一
種
の
臭

味
を
生
じ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
侠
客
の
専
用
に
委
す
べ
き
言
葉
で
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は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
「
任
侠
」
の
倫
理
は
如
何
に
男
性
的
で
も
、
「
や
く

ざ
」
と
自
称
す
る
理
想
の
低
さ
に
よ
つ
て
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
一
般
の
倫
理

と
は
な
り
得
な
い
だ
け
で
す
。

　
女
子
青
年
が
「
女
ら
し
さ
」
の
完
成
を
目
指
す
べ
き
こ
と
も
亦
こ
れ
と
同

様
で
あ
り
ま
す
が
、
「
女
ら
し
さ
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
と
か
く
誤
ら
れ
が
ち

で
、
新
時
代
の
女
性
の
理
想
は
、
た
ゞ
単
に
「
男
性
の
た
め
に
」
と
い
ふ
従

属
的
な
関
係
の
み
を
基
本
と
し
て
打
ち
樹
て
ら
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

女
は
、
女
と
し
て
の
自
ら
の
矜
り
の
た
め
に
「
女
ら
し
く
」
あ
る
べ
き
で
あ

り
ま
す
。

　
男
女
の
特
質
の
詳
細
な
比
較
は
、
こ
ゝ
で
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
あ
り
ま

す
ま
い
。
た
ゞ
、
男
の
「
男
ら
し
さ
」
は
女
を
「
女
ら
し
く
」
し
、
女
の
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「
女
ら
し
さ
」
は
男
を
「
男
ら
し
く
」
さ
せ
る
根
本
の
条
件
だ
と
い
ふ
こ
と

を
、
こ
ゝ
で
は
は
つ
き
り
云
つ
て
お
く
に
と
ゞ
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
そ
こ
で
、
男
女
青
年
、
特
に
男
子
青
年
に
「
嗜
み
」
と
し
て
希
望
し
た
い

こ
と
は
、
前
章
「
文
化
と
は
」
の
項
に
掲
げ
た
、
「
卑
俗
さ
」
を
は
じ
め
と

し
て
、
苟
く
も
、
「
卑
し
い
」
と
名
の
つ
く
一
切
の
言
動
に
対
し
て
、
常
に

敢
然
と
戦
ひ
を
挑
む
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
他
に
向
つ
て
敵
を
求
め
る

前
に
、
先
づ
自
分
の
う
ち
に
厳
重
な
掟
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
卑
し
い
」
と
名
の
つ
く
も
の
に
、
そ
の
他
、
「
卑
怯
」
あ
り
、
「
卑
劣
」
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あ
り
、
「
卑
屈
」
あ
り
、
「
卑
猥
」
あ
り
、
で
す
。
そ
の
う
ち
の
幾
分
か
に

つ
い
て
は
前
条
で
も
触
れ
た
と
思
ひ
ま
す
が
、
更
に
こ
ゝ
で
繰
り
返
し
て
お

き
た
い
わ
け
は
、
青
年
の
高
邁
な
す
が
た
を
、
次
代
の
国
民
と
し
て
頭
に
浮

べ
る
だ
け
で
、
私
は
胸
が
い
つ
ぱ
い
に
な
る
ほ
ど
う
れ
し
い
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
か
ゝ
る
す
が
た
は
、
「
卑
し
き
も
の
」
す
べ
て
を
払
拭
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

「
卑
怯
」
、
「
卑
劣
」
、
「
卑
屈
」
は
、
い
づ
れ
も
、
わ
か
り
易
い
道
徳
の

範
囲
で
、
自
他
と
も
に
、
ど
う
い
ふ
場
合
で
も
、
す
ぐ
「
卑
し
い
」
と
い
ふ

こ
と
が
判
断
さ
れ
る
の
で
す
が
、
「
卑
俗
」
と
「
卑
猥
」
と
は
、
し
ば
し
ば
、

環
境
の
作
り
出
す
雰
囲
気
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
な
つ
て
、
そ
の
な
か
に
ゐ

る
と
、
ち
よ
つ
と
気
が
つ
か
ぬ
こ
と
さ
へ
あ
り
ま
す
。
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殊
に
「
卑
俗
さ
」
に
至
つ
て
は
、
前
章
で
述
べ
た
と
ほ
り
、
世
間
一
般
に

通
用
し
て
ゐ
る
事
柄
の
な
か
に
、
現
在
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
ほ
ど
充
満
し
て
ゐ

る
風
潮
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
よ
ほ
ど
の
見
識
と
「
志
」
と
を
も
つ
て
こ
れ
に

対
抗
し
な
け
れ
ば
、
遂
に
そ
れ
ら
の
敵
の
虜
と
な
る
懼
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
も
と
も
と
、
こ
の
「
卑
俗
さ
」
は
、
多
く
の
場
合
、
道
徳
的
に
み
て
は
、

一
見
な
ん
ら
非
難
す
べ
き
節
が
な
い
や
う
な
装
ひ
を
し
て
ゐ
ま
す
。
の
み
な

ら
ず
、
ど
う
か
す
る
と
、
甚
だ
「
道
徳
的
」
に
防
備
さ
れ
、
い
は
ゆ
る
「
健

全
な
思
想
」
に
よ
つ
て
骨
組
だ
け
は
整
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
青
年

に
対
し
て
は
、
公
然
、
あ
る
種
の
力
を
も
つ
て
の
し
か
ゝ
つ
て
来
る
こ
と
も

あ
る
で
せ
う
。

　
こ
ゝ
が
「
嗜
み
」
と
し
て
、
青
年
の
青
年
ら
し
い
用
意
を
必
要
と
す
る
と
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こ
ろ
で
す
。

　
例
へ
ば
、
街
を
歩
い
て
ゐ
る
と
、
「
花
よ
り
団
子
、
菓
子
よ
り
貯
金
」
と

い
ふ
標
語
が
麗
々
し
く
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
な
る
ほ
ど
」
と
、
一
応
は
心
を
と
め
て
、
こ
の
調
子
の
い
ゝ
対
句
を
読
み

返
し
て
み
る
で
せ
う
。
「
さ
う
さ
う
、
貯
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
無
駄

使
ひ
は
し
な
い
や
う
に
し
よ
う
」
と
、
神
妙
に
自
分
に
云
ひ
聴
か
せ
な
が
ら

立
ち
去
る
一
人
の
青
年
を
想
像
し
て
み
ま
す
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
の
効
果
は
満

点
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
の
標
語
に
、
ふ
と
、
な
に
か
「
味
気
な
い
」

も
の
を
感
じ
、
「
貯
金
は
た
し
か
に
必
要
だ
が
、
か
う
い
ふ
奨
め
方
を
さ
れ

て
は
、
ど
う
も
…
…
」
と
、
一
瞬
、
顔
を
曇
ら
し
て
歩
き
出
す
青
年
の
姿
が
、
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な
ん
と
し
て
も
私
の
眼
の
前
に
ち
ら
つ
く
の
は
、
い
つ
た
い
な
ぜ
で
せ
う
。

　
こ
の
標
語
の
「
効
果
」
に
つ
い
て
は
、
私
は
強
ひ
て
問
題
に
し
ま
せ
ん
。

た
ゞ
、
こ
の
標
語
か
ら
受
け
る
国
民
の
、
殊
に
青
年
の
印
象
を
、
「
日
本
の

文
化
」
と
い
ふ
立
場
か
ら
考
へ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
決
し
て
、
日
本
の
気

高
い
す
が
た
を
映
し
た
も
の
と
は
云
へ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
、
甚
だ
日

本
的
な
ら
ざ
る
、
露
骨
な
実
利
主
義
の
、
そ
れ
も
、
国
語
の
滋
味
あ
る
語
感

と
、
伝
統
的
な
美
し
い
生
活
感
情
と
を
無
慙
に
傷
つ
け
て
恥
ぢ
な
い
、
一
種

の
冒
涜
が
得
意
げ
に
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
誰
で
も
が
云
は
れ
て
み
れ
ば
気
が
つ
く
や
う
に
、

「
花
よ
り
団
子
」
と
は
、
一
種
の
自
嘲
的
諷
刺
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
花
見

と
い
ふ
の
に
、
花
は
そ
つ
ち
の
け
で
、
食
ひ
意
地
ば
か
り
張
つ
て
ゐ
る
人
間
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を
軽
く
嗤
つ
た
、
庶
民
の
気
取
ら
な
い
自
己
批
判
で
あ
り
ま
す
。

　
従
つ
て
、
「
貯
金
」
と
い
ふ
、
戦
時
下
に
於
け
る
当
然
の
国
民
的
責
務
を

連
想
さ
せ
る
た
め
に
は
、
頗
る
厳
粛
を
欠
い
た
、
低
い
調
子
の
も
の
と
な
る

ば
か
り
で
な
く
、
文
章
の
勢
ひ
と
い
ふ
も
の
は
微
妙
な
も
の
で
、
こ
の
標
語

を
う
つ
か
り
読
む
と
、
「
花
よ
り
団
子
」
の
意
味
が
全
く
本
来
の
面
目
を
失

つ
て
、
却
つ
て
逆
な
印
象
を
与
へ
、
花
な
ど
愛
で
る
の
は
迂
闊
者
で
、
団
子

の
一
串
さ
へ
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
花
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
、
と
い
ふ
風
な
口

調
に
響
い
て
来
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
た
、
た
と
へ
「
菓
子
よ
り
貯
金
」
と
い

ふ
思
ひ
つ
き
が
多
少
可
憐
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
全
体
の
効
果
の
上
か
ら
、
戦

争
遂
行
の
た
め
に
絶
対
必
要
な
「
貯
金
」
の
奨
励
と
し
て
は
、
ど
う
も
が
さ

つ
で
、
「
美
し
い
夢
」
が
な
さ
す
ぎ
、
た
ゞ
、
当
り
前
に
、
「
な
る
べ
く
多
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く
貯
金
を
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
方
が
、
ず
つ
と
す
つ
き
り
胸
に
来
る
の
で

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
く
の
宣
伝
標
語
に
見
ら
れ
る
こ
の
種
の
「
い
ゝ
気

に
な
つ
た
」
言
葉
の
遊
び
は
、
お
し
な
べ
て
、
語
呂
が
月
並
で
、
着
想
が
低

く
、
は
し
た
な
い
ま
で
に
露
骨
で
、
押
し
つ
け
が
ま
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
穿
つ
て
云
へ
ば
、
賞
金
目
当
て
の
苦
心
が
あ
り
あ
り
と
文
字
の
間
に
滲

み
出
て
ゐ
ま
す
。
事
柄
が
事
柄
だ
け
に
、
国
家
の
財
政
を
憂
ふ
る
気
持
な
ど

毛
頭
感
じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
も
と
も
と
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
表
現
の
空
虚

が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
根
本
で
、
全
体
か
ら
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
「
卑
俗
さ
」
を

匂
は
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
ゝ
に
ど
う
し
て
、
責
任
者
は
気
が
つ
か
な
い
の
か
と
、
私
は
宣
伝
標
語

を
見
る
た
び
に
思
ふ
の
で
す
が
、
恐
ら
く
、
青
年
諸
君
の
多
く
は
、
さ
う
い
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ふ
標
語
の
募
集
に
応
じ
て
当
選
し
た
も
の
を
除
い
て
は
、
私
と
同
感
で
あ
ら

う
と
信
じ
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
れ
な
ら
、
か
う
い
ふ
事
実
に
対
し
て
、
青
年
は
ど
う
す
れ
ば
い
ゝ

か
？

　
く
れ
ぐ
れ
も
断
つ
て
お
き
ま
す
が
、
私
は
、
今
、
青
年
の
「
嗜
み
」
に
つ

い
て
語
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

　
最
も
「
嗜
み
」
の
な
い
一
例
は
、
か
う
い
ふ
標
語
を
み
て
、
反
感
を
抑
へ

き
れ
ず
、
「
貯
金
な
ど
す
る
も
の
か
」
と
、
一
瞬
で
も
心
の
中
で
叫
ぶ
、
そ

の
本
末
を
弁
へ
ぬ
態
度
で
あ
り
ま
す
。

「
貯
金
」
は
国
家
の
た
め
に
す
る
の
で
あ
つ
て
、
標
語
を
作
つ
た
り
、
選
ん

だ
り
し
た
人
間
の
た
め
に
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

105



　
そ
れ
な
ら
、
そ
の
ポ
ス
タ
ー
を
引
き
裂
い
て
し
ま
ふ
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ

ま
た
穏
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
の
た
め
に
、
一

人
で
も
二
人
で
も
、
実
際
、
貯
金
を
す
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
、
も
つ
け
の
幸

ひ
だ
か
ら
で
す
。

　
青
年
は
、
第
一
に
、
こ
の
種
の
標
語
か
ら
、
「
卑
俗
な
」
臭
ひ
を
嗅
ぎ
つ

け
て
、
困
つ
た
も
の
だ
と
思
ふ
だ
け
で
、
既
に
、
「
嗜
み
」
を
い
く
ぶ
ん
身

に
つ
け
て
ゐ
る
と
自
ら
信
じ
て
よ
ろ
し
い
。
さ
う
い
ふ
「
感
覚
」
を
備
へ
て

ゐ
て
、
し
か
も
、
今
時
、
い
ち
い
ち
、
そ
ん
な
こ
と
に
ば
か
り
神
経
を
使
は

ず
、
自
分
た
ち
の
時
代
に
な
つ
た
ら
と
、
や
が
て
来
る
光
栄
の
日
を
待
ち
な

が
ら
、
そ
の
「
感
覚
」
を
益
々
研
ぎ
澄
ま
し
て
お
い
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
青
年
の
力
が
当
然
も
の
を
言
ひ
、
自
分
の
意
志
で
物
事
が
処
理
で
き
る
場
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面
で
、
こ
の
「
卑
俗
さ
」
が
忍
び
込
む
の
を
警
戒
し
、
阻
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
機
会
は
、
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
但
し
、
そ
れ
は
、
周
囲
に

気
を
配
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
自
身
の
皮
膚
が
犯
さ
れ
る
か
、
犯
さ
れ
な

い
か
の
問
題
で
す
。
「
卑
俗
さ
」
は
怖
れ
る
に
は
当
ら
ぬ
も
の
、
た
ゞ
、
何

処
に
あ
る
か
が
わ
か
つ
て
ゐ
れ
ば
い
ゝ
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ち
や
う
ど
黴
菌

の
や
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
過
度
の
潔
癖
は
禁
物
で
、
精
神

の
健
康
が
何
よ
り
の
抵
抗
力
で
あ
り
ま
す
。

「
滔
々
と
」
と
い
ふ
形
容
が
実
に
よ
く
当
て
は
ま
る
現
代
の
世
相
の
「
卑
俗

さ
」
は
、
是
非
と
も
、
こ
の
戦
争
の
遂
行
中
に
、
国
民
の
自
覚
と
努
力
に
よ

つ
て
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
す
が
、
実
を
云
へ
ば
、
こ
れ
は
も
う
、

心
構
へ
や
工
夫
の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。
い
は
ば
時
代
を
覆
ふ
不
治
の
病
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ひ
の
や
う
な
も
の
で
、
恐
ら
く
、
成
育
期
を
異
に
す
る
新
し
い
世
代
の
登
場

を
俟
つ
て
、
は
じ
め
て
面
目
を
改
め
得
る
て
い
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
青
年

は
、
し
か
し
、
青
年
と
し
て
の
矜
り
と
嗜
み
と
を
も
つ
て
、
こ
の
内
外
多
難

の
時
代
を
継
ぐ
に
当
り
、
単
な
る
風
習
の
上
に
如
何
な
る
「
卑
俗
さ
」
が
尾

を
引
い
て
ゐ
た
に
し
て
も
、
決
し
て
、
前
世
代
の
善
意
と
苦
闘
と
を
疑
つ
て

は
な
り
ま
せ
ぬ
。
ま
し
て
、
諸
君
に
対
す
る
熱
烈
な
期
待
は
、
表
面
は
ど
う

あ
ら
う
と
、
心
中
、
祈
り
に
似
た
も
の
と
な
つ
て
燃
え
て
ゐ
ま
す
。

　
先
輩
、
長
上
、
指
導
者
の
言
動
を
、
個
々
に
批
判
す
る
の
愚
を
敢
て
犯
さ

ず
、
そ
の
言
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
示
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
率
直

に
受
け
容
れ
、
そ
の
言
ひ
方
、
示
し
方
の
「
心
に
満
た
ぬ
」
も
の
は
、
自
ら

こ
れ
を
補
つ
て
、
十
分
に
力
あ
る
も
の
と
す
べ
き
で
す
。
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時
代
は
ま
さ
に
さ
う
い
ふ
時
代
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
こ
ゝ
で
特
に
、
私
は
、

多
感
な
青
年
諸
君
に
愬
へ
る
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
七

　
最
後
に
女
子
青
年
の
た
め
に
、
「
女
の
嗜
み
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
補

足
し
て
お
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

「
女
の
嗜
み
」
の
う
ち
、
最
も
卑
近
な
も
の
は
、
身
だ
し
な
み
で
せ
う
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
前
に
も
云
つ
た
と
ほ
り
、
単
に
「
化
粧
」
や
「
服
飾
」
に
よ

つ
て
、
「
美
し
く
み
せ
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
女
の
「
女
ら
し
い
」
慎
み
と
用
意
と
を
正
し
い
「
身
づ
く
ろ
ひ
」

109



に
よ
つ
て
示
す
こ
と
で
す
。
例
へ
ば
、
髪
の
毛
を
乱
さ
ず
、
帯
を
き
ち
ん
と

結
ぶ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
も
、
そ
れ
は
も
う
貞
節
の
堅
固
さ
を
象
徴
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
ふ
や
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

「
女
の
嗜
み
」
と
し
て
、
特
に
大
切
な
こ
と
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、
女
の

本
質
を
失
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
女
で
な
け
れ
ば
示
さ
れ

な
い
や
う
な
力
を
示
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
「
そ
れ
は
女
の
出
る
幕
で

な
い
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
よ
く
云
つ
た
も
の
で
す
が
、
今
で
も
さ
う
い

ふ
こ
と
が
な
い
と
は
云
へ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
女
の
能
力
や
役
割
を

軽
く
み
て
云
ふ
の
で
は
な
く
、
女
に
不
似
合
だ
と
い
ふ
こ
と
を
云
ひ
た
い
の

だ
と
思
ひ
ま
す
。

　
あ
る
種
の
仕
事
や
、
行
為
は
、
な
る
ほ
ど
、
今
迄
は
女
に
ふ
さ
は
し
く
な
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く
、
ま
た
は
、
無
理
だ
と
思
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
も
、
現
在
は
、
そ
の
必
要

か
ら
と
、
ま
た
、
女
の
欲
求
か
ら
と
、
自
然
に
、
女
に
も
で
き
る
、
ま
た
は
、

女
は
女
な
り
に
そ
れ
に
向
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
つ
て
来
ま
し
た
。

　
さ
う
い
ふ
時
に
、
や
は
り
、
「
女
の
た
し
な
み
」
と
し
て
は
、
「
男
の
や

う
に
」
す
べ
て
を
や
つ
た
の
で
は
、
女
の
本
質
が
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な

い
こ
と
に
よ
つ
て
、
女
自
身
の
強
味
と
い
ふ
も
の
が
発
揮
さ
れ
ま
せ
ん
。

「
女
だ
て
ら
に
、
あ
ら
れ
も
な
い
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
、
以
前
と
は
そ

の
内
容
が
よ
ほ
ど
違
ふ
に
も
せ
よ
、
今
日
も
な
ほ
使
は
れ
て
い
ゝ
の
で
あ
り

ま
し
て
、
「
流
石
は
女
だ
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
、
消
極
的
な
方
面
だ
け
で
は

な
く
、
積
極
的
に
も
新
し
い
「
身
上
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
わ
け
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
女
性
が
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
た
し
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な
み
」
は
、
如
何
な
る
境
遇
に
あ
つ
て
も
、
か
の
「
家
庭
の
雑
用
」
と
叫
ば

れ
る
細
々
と
し
た
仕
事
を
、
最
も
能
率
的
に
処
理
し
、
し
か
も
、
そ
れ
が
目

的
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
ふ
、

い
は
ゞ
綽
々
た
る
余
裕
を
保
つ
技
術
的
錬
磨
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
「
女
の
嗜
み
」
と
し
て
是
非
と
も
若
い
女
性
に
望
み
た
い
こ
と
は
、

普
通
の
行
儀
作
法
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
特
に
、
強
靭
な
肉
体
の
自
由
な
操

作
と
、
敢
為
な
気
性
の
し
な
や
か
な
表
現
と
を
、
新
し
い
「
女
性
美
」
の
目

標
の
中
に
含
ま
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
女
性
的
魅
力
の
表
に
、

凜
然
た
る
と
こ
ろ
を
必
ず
附
け
加
へ
る
こ
と
で
す
。

「
し
を
ら
し
さ
」
と
は
、
平
生
の
風
貌
や
言
動
の
な
か
に
そ
れ
が
あ
る
と
い
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ふ
よ
り
も
、
相
手
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
表
面
に
現
れ
る
性
質
の
も
の
で
、
こ

れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
謙
虚
と
従
順
と
を
示
す
女
性
的
表
情
で
す
が
、
真

に
尊
敬
に
値
す
る
相
手
の
前
で
は
お
の
づ
か
ら
、
す
べ
て
の
女
性
が
さ
う
な

る
と
い
ふ
風
な
も
の
だ
と
信
じ
ま
す
。

　
そ
れ
に
反
し
て
、
「
し
と
や
か
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
相
手
に
示
す

と
い
ふ
よ
り
も
、
女
性
が
自
ら
の
「
矜
り
」
と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
一
種

の
威
儀
に
外
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。
「
し
と
や
か
さ
」
も
、
昔
と
今
と
で
は

可
な
り
そ
の
性
質
が
変
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
、

こ
ゝ
に
も
、
女
性
的
に
表
現
さ
れ
た
「
武
」
の
精
神
が
は
つ
き
り
と
感
じ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
、
「
な
よ
な
よ
」
と
し
て
ゐ
る
こ
と
で
は

な
く
、
油
断
を
み
せ
ぬ
厳
然
と
し
た
態
度
が
、
お
の
づ
か
ら
、
落
ち
つ
き
と
、
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巧
ま
な
い
作
法
と
な
つ
て
女
の
品
位
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
貞
節
」
と
い
ふ
こ
と
も
、
女
の
凜
々
し
い
一
面
を
発
揮
し
た
も
の
で
す
。

そ
れ
が
日
常
の
言
動
に
如
何
に
現
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま
た
、
「
女
の

嗜
み
」
の
一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
、
異
性
と
の
応
対
に
於

て
、
そ
れ
が
目
立
つ
て
来
る
の
で
す
が
、
相
手
の
男
が
何
者
で
あ
る
か
を
よ

く
弁
へ
た
応
接
は
、
女
の
「
嗜
み
」
を
よ
く
現
し
、
男
た
ち
を
前
に
し
て
の

一
言
一
動
に
よ
つ
て
、
そ
の
女
性
の
「
貞
節
」
の
程
度
を
知
り
得
る
と
云
つ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
な
に
も
、
か
の
封
建
時
代
の
女
大
学
式
婦
道
を
そ
の
ま
ゝ
認
め
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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徳
川
時
代
の
社
会
制
度
と
、
仏
教
乃
至
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
女
性
観
に

は
、
多
分
の
非
日
本
的
性
格
と
家
族
制
度
の
末
期
的
現
象
を
反
映
し
た
一
種

の
偏
見
が
み
ら
れ
ま
す
。
女
性
を
汚
れ
あ
る
も
の
と
し
、
或
は
、
度
し
難
い

も
の
と
す
る
傾
向
の
如
き
は
、
ま
つ
た
く
そ
こ
か
ら
来
て
ゐ
ま
す
。
女
三
従

説
、
即
ち
、
家
に
在
つ
て
は
親
に
従
ひ
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
ひ
、
夫
死
し
て

は
子
に
従
ふ
と
い
ふ
教
へ
で
す
が
、
こ
れ
も
、
支
那
流
の
男
尊
女
卑
と
関
係

な
く
、
真
に
日
本
的
な
「
家
」
の
精
神
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
、
甚
だ
し
い

時
代
錯
誤
に
陥
り
ま
す
。

　
事
実
、
男
尊
女
卑
は
日
本
の
思
想
で
は
な
く
、
夫
唱
婦
和
の
妙
諦
は
、
夫

の
責
任
と
妻
の
信
頼
と
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
日
本
の
男
と
女

ほ
ど
、
よ
く
こ
れ
を
知
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
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服
従
が
若
し
日
本
の
女
性
の
美
徳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
服
従
は
、
男

に
委
せ
る
べ
き
も
の
を
委
せ
き
る
果
断
と
、
没
我
の
勇
気
か
ら
来
る
も
の
で

あ
る
と
信
じ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
女
の
服
従
は
、
男
の
決
意
を
い
や
が
上
に

も
固
め
さ
せ
、
行
為
の
責
任
を
益
々
自
覚
せ
し
め
る
力
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
嘗
て
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
が
、
接
客
の
儀
礼
を
鮮
や

か
に
身
に
つ
け
た
日
本
婦
人
の
多
く
を
み
て
、
こ
れ
を
「
奉
仕
の
女
王
」
と

呼
び
ま
し
た
が
、
男
に
奉
仕
す
る
が
如
く
見
え
て
、
実
は
、
男
に
尊
敬
の
念

を
喚
起
さ
せ
る
、
あ
の
「
し
と
や
か
さ
」
と
作
法
の
技
術
的
錬
磨
の
な
か
に
、

威
厳
、
鷹
揚
さ
、
気
品
、
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
外
国
人
な
が
ら
、
深
く
感
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じ
と
つ
た
か
ら
だ
と
思
ひ
ま
す
。
言
葉
は
む
ろ
ん
一
時
の
洒
落
に
す
ぎ
ま
せ

ん
が
、
言
ひ
た
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
や
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
私
は
常
に
、
多
く
の
日
本
家
庭
に
接
し
て
み
て
、
最
も
痛
切
に
思
ふ
こ
と

は
、
主
人
の
言
葉
に
対
し
て
、
細
君
が
「
は
い
」
と
い
ふ
返
事
を
す
る
、
そ

の
打
て
ば
響
く
や
う
な
「
は
い
」
の
、
少
し
も
濁
り
の
な
い
声
ぐ
ら
ゐ
、
主

人
の
心
に
、
ま
た
客
の
胸
に
、
細
君
の
女
と
し
て
の
凜
々
し
さ
を
伝
へ
る
も

の
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
既
に
そ
の
家
風
が
察

せ
ら
れ
、
こ
の
主
婦
の
「
嗜
み
」
が
、
一
家
の
清
ら
か
な
秩
序
を
想
は
せ
ま

す
。
ま
こ
と
に
、
こ
れ
は
、
日
本
の
「
家
」
の
深
々
と
し
た
重
み
で
あ
り
ま

す
。
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一
八

　
さ
て
、
こ
れ
で
、
青
年
の
「
嗜
み
」
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
、
こ
の
「
嗜

み
」
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
日
本
青
年
と
し
て
の
矜
り
が
保
て
る
と
い
ふ
こ

と
ま
で
は
わ
か
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
も
つ
と
具
体
的
に
、
こ
れ
ら
の
「
嗜
み
」
を
身
に
つ
け
る
方
法

を
知
り
た
い
と
い
ふ
要
求
が
湧
い
た
と
し
た
ら
、
私
は
、
こ
の
要
求
に
対
し

て
、
か
う
応
へ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
先
づ
何
よ
り
も
、
日
本
青
年
と
し
て
の
「
大
き
な
夢
」
を
も
て
、

と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
こ
の
「
夢
」
さ
へ
あ
れ
ば
、
日
常
生
活
は
お
の
づ
か
ら
希
望
に
満
ち
た
も
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の
と
な
り
ま
す
。
一
挙
手
一
投
足
は
、
自
分
を
高
め
る
か
、
引
下
げ
る
か
の

問
題
と
な
り
ま
す
。
修
学
、
勤
労
は
も
と
よ
り
、
教
養
と
し
て
の
読
書
、
慰

安
娯
楽
、
休
養
、
人
と
の
接
触
、
す
べ
て
、
目
標
が
は
つ
き
り
し
て
来
ま
す
。

　
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
受
け
る
「
指
導
」
の
効
果
を
、
自
分
で
活
か
す
工
夫
と

努
力
が
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
れ
て
来
ま
す
。

　
こ
と
に
、
共
通
の
「
夢
」
を
も
ち
、
共
通
の
生
活
環
境
に
あ
る
同
僚
友
人

と
の
間
に
、
絶
え
ざ
る
切
磋
琢
磨
が
行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
青
年
に
と

つ
て
最
も
大
き
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　
青
年
の
真
の
矜
り
は
、
青
年
同
士
の
間
で
、
最
も
高
く
か
ゝ
げ
ら
れ
、
し

か
と
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
青
年
は
、
互
に
、
そ
の
矜
り
を
認
め
、

こ
れ
を
尊
重
し
、
護
り
合
ふ
べ
き
で
す
。
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一
人
の
青
年
が
、
自
ら
矜
り
を
傷
つ
け
る
や
う
な
行
動
に
出
た
と
き
、
そ

れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
青
年
の
矜
り
を
傷
つ
け
る
も
の
と
し
て
厳
し
い
無
言
の
叱

咤
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
青
年
の
「
嗜
み
」
は
、
か
ゝ
る
雰
囲
気
の
な
か
で
の
み
、
健
全
に
、
青
年

の
も
の
と
な
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
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