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皆
さ
ん
。
浅
学
不
才
な
私
如
き
者
が
、
皆
さ
ん
か
ら
一
場
の
講
演
を
せ
よ

と
の
御
求
め
を
受
け
ま
し
た
の
は
、
実
に
私
の
光
栄
と
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

り
ま
す
。
し
か
し
私
は
至
っ
て
無
器
用
な
者
で
あ
り
ま
し
て
、
有
益
で
も
あ

り
、
か
つ
興
味
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
気
の
き
い
た
事
を
提
出
致
し
ま
し

て
、
そ
し
て
皆
さ
ん
の  
思    

召  
お
ぼ
し
め
し

に
酬むく
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
巧
な
る
事
は

う
ま
く
出
来
ま
せ
ぬ
の
で
、
已
む
を
得
ず
自
分
の
方
の
圃
は
た
けの
も
の
を
ば
、
取

り
繕
つ
く
ろい
も
し
ま
せ
ん
で
無
造
作
に
持
出
し
ま
し
て
、
そ
し
て
御
免
を
蒙
る
と

い
う
事
に
致
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
温
か
い
心
も
ち
が
無
い
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
機
転
の
き
か
な
い
妻
君
が
、
た
ま
た
ま
の
御
客
様
に
何

か
薦すす
め
た
い
献
た
て
ま
つり
た
い
と
思
っ
て
も
、
工
合
よ
く
思
い
当
る
も
の
が
無
い
の
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で
、
仕
方
な
し
に
裏
庭
の
圃
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
塩
ゆ
で
に
し
て
、
そ
し
て
御

菓
子
に
し
て
出
し
ま
し
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
格
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
智
恵
の
無
い
御
は
ず
か
し
い
事
で
あ
り
ま
す
が
、
御
勘
弁
を
願
い
ま
す
。

　
さ
て
そ
の
智
恵
の
無
い
談
話
の
題
目
は
「
曲
亭
馬
琴
の
小
説
と
そ
の
当
時

の
実
社
会
」
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
題
の
付
け
よ
う
が
少
し
拙まず
い
か
知

れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
申
し
上
げ
て
み
よ
う
と
い
う
の
は
、
そ
の
当
時
、
即
ち

馬
琴
が
生
存
し
て
居
た
時
代
と
の
関
係
が
、
ど
ん
な
工
合
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
点
に
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
し
か
よ
う
に
申
し
ま
す
と
、
非
常
に

広
い
問
題
に
な
り
ま
し
て
、
ど
う
も
一
席
の
御
話
に
は
尽
す
事
が
出
来
な
い

の
で
ご
ざ
り
ま
す
る
。
馬
琴
が
用
い
ま
し
た
そ
の
小
説
中
の
言
語
と
、
当
時

の
実
際
の
言
語
と
も
一
つ
の
重
要
な
関
係
点
で
あ
り
ま
す
れ
ば
、
馬
琴
の
描
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き
ま
し
た
小
説
中
の
風
俗
習
慣
や
儀
式
作
法
と
、
当
時
の
実
際
の
風
俗
習
慣

や
儀
式
作
法
と
の
関
係
も
、
ま
た
重
要
の
一
カ
条
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
馬
琴

の
小
説
中
に
あ
ら
わ
れ
て
居
り
ま
す
る
宗
教
上
の
信
仰
や
俗
間
の
普
通
思
想

と
、
当
時
の
実
際
の
士
民
男
女
の
信
仰
や
思
想
と
の
関
係
も
ま
た
重
要
の
一

条
件
で
ご
ざ
い
ま
す
る
。
そ
の
他
曰
く
何
、
曰
く
何
と
相
接
触
し
て
居
る
関

係
点
は
非
常
に
沢
山
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
い
ち
い

ち
遺
漏
無
く
申
上
げ
る
事
は
甚
だ
困
難
の
事
で
、
か
つ
ま
た
一
席
の
御
話
に

は
不
適
当
な
事
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
た
だ
今
は
た
だ
馬
琴
の
小
説
中
に
現

わ
れ
て
居
り
ま
す
る
人
物
と
当
時
の
実
社
会
の
人
物
と
い
う
一
条
に
つ
い
て
、

御
話
を
試
み
よ
う
と
存
じ
ま
す
。
小
説
と
社
会
と
の
重
要
な
関
係
点
は
、
幾い

干くつ
も
幾
干
も
有
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
が
、
小
説
中
の
人
物
と
実
社
会
の
人
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物
と
の
関
係
と
申
す
事
は
、
取
り
分
け
重
要
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
切
実
な
点

で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
事
だ
と
存
じ
ま
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
馬
琴
と
い
う
人
は
、
或
る
種
類
の
人
、
ひ
と
口
に
申
し
ま
す
れ
ば 

通  

人 

つ
う
じ
ん

が
っ
た
り
大
人
物
が
っ
た
り
す
る
人
々
に
は
、
余
り
賞
さ
れ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
あ
る
い
は
ク
サ
さ
れ
る
傾
き
さ
え
あ
る
人
で
あ
り
ま
す
が
、
先
ず
日
本

の
文
学
史
上
に
は
ど
う
し
て
も
最
高
の
地
位
を
占
め
て
居
る
人
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
十
二
分
に
尊
敬
す
べ
き
人
だ
と
は
、
十
目
十
指
の
認
め
て
居
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
酸す
い
も
甘
い
も
咬か
み
分
け
た
と
い
う
よ
う
な

肌
合
の
人
に
は
、
馬
琴
の
小
説
は
野や
暮ぼ
く
さ
い
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
ま

た
清
い
水
も
濁
っ
た
水
も
併
せ
て
飲
む
と
い
う
よ
う
な 

大 

腹 

中 

ふ
と
っ
ぱ
ら

の
人
に
は
、

馬
琴
の
小
説
は
イ
ヤ
に
偏
屈
で
、
隅
か
ら
隅
ま
で 
尺  

度 
も
の
さ
し

を
当
て
て
タ
チ
モ
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ノ  

庖    

丁  
ぼ
う
ち
ょ
う

で
裁
ち
き
っ
た
よ
う
な
の
が
面
白
く
な
く
も
見
え
ま
し
ょ
う
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
置
い
て
、
馬
琴
の
大
手
腕
大
精
力
と
、
そ
れ
か
ら
強
烈

な
自
己
の
道
義
心
と
混
淆
化
合
し
て
し
ま
っ
た
芸
術
上
の
意
見
、
即
ち
勧
善

懲
悪
と
い
う
事
を
主
義
に
し
て
数
十
年
間
を
努
力
し
た
芸
術
的
良
心
の
熱
烈

で
あ
っ
た
事
は
、
ど
う
し
て
も
人
を
し
て
尊
敬
讃
嘆
の
念
を
発
せ
し
め
ず
に

は
居
ら
し
め
な
い
だ
け
の
大
文
豪
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
如
き
馬
琴
が
書
き

ま
し
た
る
と
こ
ろ
の
著
述
は
、
些
細
な
も
の
ま
で
を
勘
定
す
れ
ば
百
部
二
百

部
で
は
き
か
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
髄
脳
で
あ
り
延
髄
で
あ
り
脊

髄
で
あ
る
と
こ
ろ
の
著
述
は
、
皆
当
時
の
実
社
会
に
対
し
て
直
接
な
関
係
は

有
し
て
居
り
ま
せ
ぬ
の
で
、
皆
異
な
っ
た
時
代
　
　
足
利
時
代
と
か
鎌
倉
時

代
と
か
大
内
氏
頃
と
か
、
最
も
近
く
て
も
数
十
年
前
の
時
代
を
舞
台
に
し
て
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描
い
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
馬
琴
の
小
説
中
の
人
物
は
、
無
論

直
接
に
は
当
時
の
実
社
会
の
人
物
と
は
関
係
が
無
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も

っ
と
も
馬
琴
も
至
っ
て
年
の
若
か
っ
た
頃
は
、
直
接
に
実
社
会
の
人
物
を
描

い
て
居
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「 

洒 

落 

本 

し
ゃ
れ
ぼ
ん

」
と
い
う
、
小
説
に
も
な
ら
ぬ

位
の
程
度
の
も
の
を
作
っ
て
居
り
ま
す
。
『
猫
じ
や
ら
し
』
と
い
う
一
巻
も

の
な
ど
は
即
ち
そ
れ
で
、
読
ん
で
み
ま
す
る
と
、 

本  

所 

ほ
ん
じ
ょ

辺
の
賤
し
い
笑
を

売
る
婦
人
の
上
を
描
こ
う
と
試
み
て
居
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
素もと
よ
り
馬
琴
の
た
め
に
こ
れ
を
語
る
さ
え
余
り
気
の
毒
な
位
の
、
至
っ

て
些
細
な
、
下
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
名
誉
心
と
道
義
心
と
の
非
常
に

強
か
っ
た
馬
琴
は
、
晩
年
に
至
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
下
ら
ぬ
類
の
著
作
を

自
分
が
試
み
た
と
い
わ
れ
る
の
を
遺
憾
に
思
っ
て
、
自
ら
そ
の
書
を
も
と
め
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て
は
焼
き
棄
て
た
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
居
る
程
で
ご
ざ
い
ま
す
。
馬
琴
と
相

前
後
し
て
居
る
作
者
に
は
、 

山  

東  

京  

伝 

さ
ん
と
う
き
ょ
う
で
ん
で
あ
れ
、
式 

亭 

三 

馬 

し
き
て
い
さ
ん
ば

で
あ
れ
、

  

十
返
舎
一
九  

じ
っ
ぺ
ん
し
ゃ
い
っ
く
で
あ
れ
、 

為  

永  

春  

水 

た
め
な
が
し
ゅ
ん
す
い
で
あ
れ
、
直
接
に
当
時
の
実
社
会

を
描
き
写
し
て
居
る
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
馬
琴
に
お
い
て
は
、 

三  

さ
ん
か

勝 つ
・ 

半  

七 

は
ん
し
ち

を
描
き
ま
し
て
も
お
染そめ
・ 

久  

松 

ひ
さ
ま
つ

を
描
き
ま
し
て
も
、
そ
れ

を
か
な
り
隔
た
っ
た
時
に
し
て
書
き
ま
し
て
、
す
べ
て
に
、
こ
れ
は
過
ぎ
た

昔
の
事
で
あ
る
と
い
う
過
去
と
名
の
つ
い
た
薄
い
白
い
レ
ー
ス
か
、
薄
青
い

紗
の
き
れ
の
よ
う
な
も
の
を
被か
け
て
置
い
て
、
そ
れ
を
通
し
て
読
者
に
種
々

な
る
相
を
示
し
て
居
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
覧
な
さ
い
ま
し
、
『
八
犬
伝
』

は
結
城
ゆ
う
き
合
戦
に
筆
を
起
し
て
居
ま
す
か
ら
足
利
氏
の
中
葉
か
ら
で
す
、
『
弓

張
月
』
は
保
元
か
ら
で
す
か
ら
源
平
時
代
、
『  
朝  

夷  

巡  

島  

記  
あ
さ
い
な
し
ま
め
ぐ
り
の
き

』
は
鎌
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倉
時
代
、
『
美
少
年
録
』
は
戦
国
時
代
で
す
。
『  

夢 

想 

兵 

衛 

胡 

蝶 

物 

む
そ
う
び
ょ
う
え
こ
ち
ょ
う
も
の
が
た

語   り
』
な
ど
は
、
そ
の
主
人
公
こ
そ
は
当
時
の
人
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
そ

の
描
い
て
あ
る
世
界
が
す
べ
て
非
現
実
世
界
で
す
か
ら
、
や
は
り
直
接
に
は

当
時
の
実
社
会
と
交
渉
が
き
れ
て
居
り
ま
す
の
で
す
。

　
そ
れ
で
馬
琴
の
そ
の
「
過
去
と
名
の
つ
い
た
レ
ー
ス
」
を
通
し
て
読
者
に

種
々
の
事
相
を
示
し
た
小
説
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
そ
の
小
説
の
中
の
柱
た

り
棟
む
な
ぎた
る
人
物
は
、
あ
る
い
は
「
親
孝
行
」
と
い
う
美
徳
を
人
に
擬
な
ぞ
らえ
て
現

わ
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
「
忠
義
」
と
い
う
事
を
人
に

し
て
現
わ
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
強
く
て
情
深
く
て
侠お

   

気 

と
こ
ぎ
が
あ
っ
て
、
美
男
で
智
恵
が
あ
っ
て
、
学
問
が
あ
っ
て
、
先
見
の
明
が

あ
っ
て
、
そ
し
て
神
明
の
加
護
が
あ
っ
て
、
危
険
の
時
に
は
き
っ
と
助
か
る
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と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
美
女
で
智
慮
が
深
く
て
、
武
芸
が
出
来

て
、
名
家
の
系
統
で
、
心
術
が
端
正
で
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り

す
る
の
で
、
当
時
の
実
社
会
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
な
か
な
か
居
り
ま
せ
ぬ

人
物
で
す
。
当
時
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
の
聖
代
の
今
日
だ
っ
て
、

犬
塚
信
乃

い
ぬ
つ
か
し
の
だ
の 
犬  
飼  

現  

八 
い
ぬ
か
い
げ
ん
は
ち

だ
の
、 

八 

郎 

御 

曹 

司 

為 

朝 

は
ち
ろ
う
お
ん
ぞ
う
し
た
め
と
も

だ
の
朝 

比 

あ
さ
い
な

奈
三
郎  

さ
ぶ
ろ
う

だ
の
、 

白 
縫 
姫 

し
ら
ぬ
い
ひ
め
だ
の
楠
く
す
の
きこ
ま
ひ
め
だ
の
の
よ
う
な
人
は
、
ど
う

も
見
当
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
火
の
中
へ
隠
れ
て
し
ま
う
魔
法
を
知
っ
て
居
る

 

犬  

山  

道  

節 

い
ぬ
や
ま
ど
う
せ
つ

だ
の
、
他
人
の
愛
情
や
勇
力
を
受
け
つ
い
で
く
れ
る 

寧 

王 

ね
い
お
う

女 にょ
の
よ
う
な
そ
ん
な
人
は
、
ど
う
致
し
ま
し
て
有
る
わ
け
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
馬
琴
が
描
い
た
小
説
中
の
人
物
は
当
時
の
実
社
会
と

は
ま
る
で
交
渉
が
無
い
か
と
い
う
と
、
前
々
か
ら
申
し
ま
し
た
通
り
、
直
接
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に
は
殆
ど
関
係
が
無
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
実
社
会
と
没
交
渉
無
関

係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
な
ら
ど
う
い
う
風
に
関
係
が
有
っ
た
ろ
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
便
宜

上
そ
の
答
案
を
三
つ
に
分
け
て
申
し
ま
す
が
、
馬
琴
の
小
説
中
の
人
物
は
大

別
す
れ
ば
三
種
類
あ
る
の
で
し
て
、
第
一
に
は
前
に
申
し
ま
し
た
一
篇
の
主

人
公
や
副
主
人
公
や
そ
の
他
に
せ
よ
、
と
に
か
く
に
篇
中
の
柱
た
り
棟
た
る

役
目
を
背
負
っ
て
居
る
「
善
良
の
人
物
」
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
は
、  

梟  

き
ょ
う

  

悪  

あ
く

・
奸
悪
等
の
「
邪
悪
の
人
物
」
で
あ
り
ま
す
。
『
弓
張
月
』
で
申
し
ま

す
れ
ば 

曚  

雲 

も
う
う
ん

だ
の
利
勇
り
ゆ
う
だ
の
、
『
八
犬
伝
』
で
申
し
ま
す
れ
ば
蟇 

田 

素 

ひ
き
た
も
と
ふ

藤 じ
だ
の
山
下 

定  

包 

さ
だ
か
ね

だ
の
馬 

加 

大 

記 

ま
く
わ
り
だ
い
き

だ
の
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
は

「
端
役
は
や
く
の
人
物
」
で
、
大
善
で
も
な
い
、
大
悪
で
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
平
凡
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の
人
物
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
三
種
の
人
物
中
、
第
一
類
の
善
良
な
る

人
物
は
、
疑
い
も
無
く
作
者
た
る
馬
琴
お
よ
び
当
時
の
実
社
会
の
善
良
な
る

人
物
の
胸
中
の
人
物
で
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
人
の
胸
中
の
人
物
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
の
通
り
の
人
物
は
実
世
界
に
お
い
て
居
な
か
っ
た
に
は
相
違
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
人
の
胸
中
の
人
物
と
い
う
も
の
は
、
胸
中
の
人

物
と
し
て
別
に
自
お
の
ず
から
成
り
立
っ
て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
胸
中
の
人
物

で
あ
る
か
ら
世
に
全
く
無
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
訳
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。

仏
教
徒
は
仏
教
徒
の
胸
中
の
人
物
が
ご
ざ
い
ま
す
、 

基  

督 

キ
リ
ス
ト

教
徒
は
基
督
教

徒
の
胸
中
の
人
物
が
ご
ざ
い
ま
す
、
イ
ン
デ
ヤ
ン
に
は
イ
ン
デ
ヤ
ン
の
胸
中

の
人
物
が
ご
ざ
い
ま
す
、
鎌
倉
武
士
は
鎌
倉
武
士
で
胸
中
の
人
物
が
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
「
人
の
胸
中
の
人
物
」
は
、
「
時
代
」
に
よ
り
「
処
」
に
よ
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っ
て
い
ろ
い
ろ
に
異
な
っ
て
居
り
ま
す
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
に
異
な
っ
て
居
る

所
以
ゆ
え
ん
は
、
即
ち
「
時
代
」
に
よ
り
「
処
」
に
よ
り
て
「
人
の
胸
中
の
人
物
」

が
生
れ
た
り
活
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
所
以
で
、
人
の
胸
中
の
人
物
も
あ
た

か
も
実
の
人
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
馬
琴
時
代
の
「
人

の
胸
中
の
人
物
」
は
、
紫
式
部
時
代
の
「
人
の
胸
中
の
人
物
」
と
は
全
然
別

な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
即
ち
馬
琴
時
代
に
は
そ
の
当
時
の
人
々
の
胸

中
に
活
き
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
捉
え
て
馬
琴
は
描
写
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
即
ち
馬
琴
の
書
い
た
第
一
種
類
の
人
物
は
当
時
の
実
世
界
に

は
居
ら
ぬ
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
当
時
の
実
社
会
の
人
々
の
胸
中
に
居
た
と

こ
ろ
の
人
物
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
時
代
や
他
の
土
地
の
人
々
の
胸
中
の
人

物
を
描
い
た
の
で
は
無
い
。
で
す
か
ら
決
し
て
当
時
の
実
社
会
と
没
交
渉
や
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無
関
係
な
訳
で
は
無
く
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
当
時
の

実
社
会
の
人
間
を
沢
山
に
吸
引
し
て
読
者
と
し
た
の
で
あ
る
の
で
す
。

　
馬
琴
時
代
を
歴
史
の
眼
を
仮か
り
て
観
察
し
ま
す
れ
ば
、
儒
教
即
ち
孔
孟
の

教
え
は
社
会
に
大
勢
力
を
持
っ
て
居
り
ま
し
た
の
で
す
。
で
、
八
犬
士
で
も

為
朝
で
も
朝
比
奈
で
も
皆
儒
教
の
色
を
帯
び
て
居
り
ま
す
。
仏
教
の
三
世
因

さ
ん
ぜ
い

果んが
の
教
え
も
社
会
に
深
く
浸
潤
し
て
居
り
ま
し
た
。
で
、
八
犬
士
で
も
為
朝

で
も
朝
比
奈
で
も
因
縁
因
果
の
法
を
信
じ
て
居
り
ま
す
。
神
仙
妖
魅
霊
異
の

事
も
半
信
半
疑
な
が
ら
に
む
し
ろ
信
じ
ら
れ
て
居
り
ま
し
た
。
で
、
八
犬
士

で
も
為
朝
で
も
そ
れ
ら
を
否
定
せ
ぬ
様
子
を
現
わ
し
て
居
り
ま
す
。
武
術
や

  

膂    

力  

り
ょ
り
ょ
く

の
尊
崇
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
で
、
八
犬
士
や
為
朝
は
無
論

そ
れ
ら
武
徳
の
権
化
ご
ん
げ
の
よ
う
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
を
な
お
多
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く
精
密
に
数
え
て
、
そ
し
て
綜
合
し
て
一
考
し
ま
す
る
時
は
、
な
る
ほ
ど
馬

琴
の
書
い
た
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
は
当
時
の
実
社
会
に
は
居
ら
ぬ

に
違
い
無
い
が
、
し
か
し
馬
琴
の
書
い
た
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
は
当
時
の

実
社
会
の
人
々
の
胸
中
に
存
在
し
て
居
た
も
の
で
、
決
し
て
無
茶
苦
茶
に
馬

琴
が
捏
造
し
た
も
の
で
も
よ
そ
か
ら
借
り
て
来
た
も
の
で
も
無
い
と
い
う
事

は  

分    

明  

ふ
ん
み
ょ
う

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
馬
琴
の
小
説
は
そ
の
点
で
も
、
当
時
の

実
社
会
と
相
離
れ
得
ぬ
強
い
関
係
交
渉
を
持
っ
て
居
る
と
申
す
事
が
出
来
る

と
存
じ
ま
す
。

　
翻
っ
て
第
三
の
平
凡
人
物
即
ち
「
端
役
の
人
物
」
を
観
ま
す
と
、
こ
こ
に

面
白
い
現
象
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
例
を
申
し
ま
し
ょ
う
な
ら
、
端
役
の
人
物

の
事
ゆ
え
『
八
犬
伝
』
を
御
覧
の
方
で
も
御
忘
れ
で
し
ょ
う
が
、
小
文
吾

こ
ぶ
ん
ご

が
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牛
の
闘
を
見
に
行
き
ま
し
た
時
の
伴とも
を
し
ま
し
た 

磯 

九 

郎 

い
そ
く
ろ
う

と
い
う
男
だ
の
、

角
太
郎
が
妻
の 

雛  

衣 

ひ
な
き
ぬ

の
投
身
み
な
げ
せ
ん
と
し
た
の
を
助
け
た
る  

氷    

六  

ひ
ょ
う
ろ
く

だ
の
、

棄
児
す
て
ご
を
し
た
現
八
の
父
の 

糠  

助 

ぬ
か
す
け

だ
の
、
浜
路
は
ま
じ
の
縁
談
を
取
持
っ
た
軍
木
五

ぬ
る
で
ご

倍
二
ば
い
じ
だ
の
、
押
か
け
聟
の 

簸  

上  

宮  

六 

ひ
か
み
き
ゅ
う
ろ
く

だ
の
、
浜
路
の
父 

蟇  

六 

ひ
き
ろ
く

だ
の
母

の 

亀  

篠 

か
め
さ
さ

だ
の
、
数
え
立
て
ま
す
れ
ば
『
八
犬
伝
』
一
部
中
に
も
ど
の
位
居

る
か
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
他
の
人
物
と
共
に
や
は
り
例
の
過

去
と
い
う
レ
ー
ス
の
か
な
た
に
居
る
人
物
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
即
ち
馬

琴
の
生
存
し
て
居
る
当
時
の
実
社
会
と
は
遥
か
に
隔
た
っ
て
居
る
時
代
の
人

物
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
は
そ
の
当
時
の
実
社
会
の
人
物
な
の
で

あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
ま
す
れ
ば
馬
琴
が
作
中
の
こ
れ
ら
の
第
三
類
の
人
物

は
大
抵
そ
の
当
時
に
存
在
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
人
物
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
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と
え
ば
磯
九
郎
と
い
う
男
は
、
勇
者
の
随と
伴も
を
し
て
牛
の
闘
を
見
に
ま
い
り

ま
す
と
、
ふ
と
恐
ろ
し
い
強
い
牛
が
暴
れ
出
し
ま
し
て
、
人
々
が
こ
れ
を
取

り
押
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
場
合
、
牛
に
向
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
是
非

な
く
勇
者
た
る
小
文
吾
が
そ
の
牛
を
取
り
挫ひし
い
で
抑
え
つ
け
ま
す
。
そ
こ
で

人
々
は
恩
を
謝
し
徳
を
た
た
え
て
小
文
吾
を
饗
応
し
ま
す
。
す
る
と
磯
九
郎

は
自
分
が
大
手
柄
で
も
仕し
た
よ
う
に
威
張
り
散
ら
し
て
、
頭
を
振
り
立
て
て

種
々
の
事
を
饒
舌
し
ゃ
べ
り
、
終
に
酒
に
酔
っ
て
管くだ
を
巻
き
大
気
焔
を
吐
き
、
挙
句

に
は
小
文
吾
が
辞
退
し
て
取
ら
ぬ
謝
礼
の
十 

貫  

文 

か
ん
も
ん

を
独
り
合
点
で
受
け
取

っ
て
、
い
さ
さ
か
膂
力
の
あ
る
の
を
自
慢
に
酔
に
乗
じ
て
そ
の
重
い
の
を
担

ぎ
出
し
、
月
夜
に
酔
が
醒
め
身
が
疲
れ
て
終
に
難
に
あ
う
と
い
う
の
で
す
が
、

い
か
に
も
下
ら
な
い
人
間
の
下
ら
な
さ
加
減
が
さ
も
有
り
そ
う
に
書
け
て
お
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り
ま
す
。
こ
れ
は
馬
琴
が
人
々
の
胸
中
か
ら
取
り
出
し
来
っ
た
人
物
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
け
だ
し
当
時
の
実
社
会
に
生
存
し
て
居
た
も
の
を
取
り
来
っ
て

そ
の
材
料
に
使
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
磯
九
郎
の
よ

う
な
人
間
、
　
　
勿
論
す
っ
か
り
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
殆
ど
こ
の
磯
九
郎
の
よ
う
な
人
間
は
、
常
に
当
時
の
実
社
会
と
密
接
せ

ん
こ
と
を
望
み
つ
つ
著
述
に
従
事
し
た
と
こ
ろ
の
式
亭
三
馬
の
、
そ
の
写
実

的
の
筆
に
酔
客
の
馬
鹿
げ
た
一
痴
態
と
し
て
上のぼ
っ
て
居
る
の
を
見
て
も
分
る

こ
と
で
、
そ
し
て
ま
た
今
日
と
い
え
ど
も
実
際
私
ど
も
の
目
撃
し
て
居
る
人

物
中
に
、
磯
九
郎
如
き
も
の
を
見
出
す
こ
と
の
難かた
く
な
い
こ
と
に
徴
ち
ょ
うし
て
も

明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
馬
琴
は
か
よ
う
な
人
間
を
端
役
と
し
て
使
い
、

三
馬
や
な
ぞ
は
端
役
と
せ
ず
に
使
う
の
差
が
あ
る
ま
で
で
す
。
馬
琴
の
小
説
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中
の
端
役
の
人
間
は
、
実
に
馬
琴
の
同
時
代
も
し
く
は
前
後
の
、
他
の
作
者

の
作
中
に
は
重
要
の
位
置
を
占
め
る
人
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
居
る
の
を
見

出
す
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
一
歩
進
め
て
い
っ
て
見
れ
ば
、
京
伝
や
三
馬

や
一
九
や
春
水
は
、
常
に
馬
琴
が
端
役
と
し
て
冷
遇
し
た
人
物
、
即
ち
わ
ず

か
に
刷は
毛け
つ
い
で
に
書
き
な
ぐ
っ
た
よ
う
な
人
物
を
叮
嚀
に
取
扱
っ
て
、
御

客
様
に
も
本
尊
様
に
も
し
て
、
そ
し
て
一
篇
な
り
一
部
な
り
を
成
し
て
居
る

傾
き
が
あ
り
ま
す
。
磯
九
郎
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
例
に
挙
げ
た
か
ら

申
し
ま
す
が
、
身
の
苦
し
さ
に
棄
児
を
し
た
糠
助
な
ん
ぞ
で
も
、
他
の
作
者

な
ら
ば
そ
れ
だ
け
を
主
題
に
し
て
も
一
部
を
為な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
少
し
く

小
説
の
数
を
か
け
て
読
ん
だ
お
方
が
、
ち
ょ
っ
と
瞑
目
し
て
回
想
な
さ
っ
た

ら
ば
、
馬
琴
前
後
お
よ
び
近
時
の
写
実
的
傾
向
を
帯
び
た
小
説
等
の
主
人
公
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や
副
主
人
公
や
、
事
件
の
首
脳
な
ん
ど
が
、
い
か
に
多
く
馬
琴
の
著あら
わ
し
た

小
説
中
の
枝
葉
の
部
分
に
見
出
さ
る
る
か
と
い
う
点
に
は
必
ず
御
心
づ
き
に

な
る
事
で
あ
ろ
う
と
信
じ
ま
す
。

『
八
犬
伝
』
の
中
の
左
母
二
郎

さ
も
じ
ろ
う

な
ど
と
い
う
男
は
、
凡
庸
人
物
と
い
う
よ
り

も
や
や
奸
悪
の
方
の
人
物
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
馬
琴
の
同
時
代
に
沢
山

生
存
し
て
居
た
と
こ
ろ
の
人
物
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ら
の
一
種
の
色
男
が

り
、
器
用
が
り
、
人
の
機
嫌
を
取
る
こ
と
が
上
手
で
、
そ
し
て
腹
の
中
は
不

親
切
で
、
正
直
質
朴
な
人
を
侮
蔑
し
て
、
自
分
は
変
な
一
種
の
高
慢
を
有
し

て
居
る
人
物
を
、
馬
琴
が
そ
の
照
魔
鏡
に
照
し
て
写
し
出
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
何
故
と
申
し
ま
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
馬
琴
の
前
後
の
小
説
、
　
　

い
わ
ゆ
る
当
時
の
実
社
会
を
そ
の
ま
ま
描
写
す
る
こ
と
を
主
と
し
た
、
小
説
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と
も
い
え
ぬ
ほ
ど
低
微
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
小
説
は
描
写
が

実
社
会
の
急
所
に
あ
た
っ
て
る
こ
と
、
即
ち
ウ
ガ
チ
と
い
う
こ
と
を
主
と
し

て
居
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ウ
ガ
チ
を
主
な
目
的
と
し
て
居
る
と
こ
ろ

の
著
作
数
種
を 
瞥  

見 
べ
っ
け
ん

し
ま
す
れ
ば
、
左
母
二
郎
の
よ
う
な
人
間
が
し
ば
し

ば
描
か
れ
て
居
る
の
を
発
見
す
る
に
難
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
左
母

二
郎
の
よ
う
な
型
の
人
物
の
当
時
に
少
な
く
な
か
っ
た
事
は
お
の
ず
か
ら
分

明
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
馬
琴
は
左
母
二
郎
の
軽
薄 

※  

巧 

け
ん
こ
う

で
宜
し
く
な
い
者

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
に
反
し
て
、
他
の
片
々
た
る
作
者
輩
は
左
母
二

郎
を
、
意
気
で
野
暮
で
な
く
っ
て
、
物
が
わ
か
っ
た
、
芸
の
あ
る
、
婦
人
に

愛
さ
る
べ
き
資
格
を
有
し
て
居
る
、
宜
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て
居
る
の
で

す
。
彼
の
芝
居
で
演
じ
ま
す
『
籠かご
つ
る
べ
』
の
主
人
公
の
佐
野
治
郎
左
衛
門

さ
の
じ
ろ
う
ざ
え
も
ん
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な
ぞ
と
い
う
人
物
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
左
母
二
郎
の
正
反
対
の
人
物
に
描
い

て
あ
り
ま
し
て
、
正
直
な
、
無
意
気
な
、
生
野
暮
な
男
な
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
そ
の
脚
本
に
は
そ
の
田
舎
く
さ
い
、
正
直
な
の
を
同
情
す
る
よ
り

は
、
嘲
笑
す
る
気
味
が
あ
り
あ
り
と
現
わ
れ
て
居
ま
す
。
時
代
の
風
潮
は
左

母
二
郎
の
よ
う
な
の
を
愛
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
谷
峨
こ
く
が
と
い
う

作
者
の
書
い
た
も
の
や
、 
振 

鷺 

亭 
し
ん
ろ
て
い

な
ど
と
い
う
人
の
書
い
た
も
の
を
見
ま

す
れ
ば
、
左
母
二
郎
く
さ
い
、
イ
ヤ
な
男
が
、
む
し
ろ
讃
称
さ
れ
敬
愛
さ
れ

る
的
と
な
っ
て
篇
中
に
現
わ
れ
て
居
る
の
を
発
見
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

谷
峨
の
描
き
ま
し
た
五
郎
な
ど
と
い
う
男
を
、
引
き
伸
ば
し
の
写
真
機
械
に

か
け
ま
す
れ
ば
、
左
母
二
郎
に
な
っ
て
し
ま
わ
ず
に
は
居
な
い
よ
う
な
気
が

致
し
ま
す
。
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さ
て
第
二
類
の
「
悪
の
方
の
人
物
」
は
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
ど
う
も

実
際
社
会
に
現
存
し
て
居
る
人
物
の
悪
者
を
極
端
ま
で
誇
張
し
て
書
い
た
よ

う
な
形
跡
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
か
に
馬
琴
の
書
き
ま
し
た
ほ
ど
の
悪
人
が
、

そ
の
当
時
に
存
し
て
居
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ぬ
が
、
さ
れ
ば
と
て
そ
れ
は
全

く
馬
琴
の
空
想
ば
か
り
で
捏
造
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
至
り

ま
す
と
、
半
分
は
実
社
会
の
人
物
を
種
と
し
て
、
半
分
は
そ
れ
に
馬
琴
の
該

博
な
智
識
　
　
お
も
に
歴
史
か
ら
得
来
え
き
た
っ
た
智
識
の
衣
を
着
せ
て
、
極
端
に

誇
張
し
、
引
き
伸
ば
し
て
、
そ
し
て
作
り
出
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
悪
の
人
物
は
、
前
に
申
し
ま
し
た
第
一
第
三
の
種
類
の
人
物
の
中
間

的
に
作
り
出
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
ま
た
無
論

実
社
会
と
無
関
係
没
交
渉
で
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
は
ひ
と
り
馬
琴
に
限
っ
て
論
ず
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て

仮
作
物
語
の
作
者
と
実
社
会
と
の
関
係
を
観
察
し
ま
す
と
、
極
端
に
異
な
っ

た
類
例
が
二
種
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
そ
の
仮
作
物
語
と
実
社
会
と

並
行
線
な
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
一
つ
は
そ
の
仮
作
物
語
と
実
社
会
と
直
角

的
に 

交 

叉 

線 

こ
う
さ
せ
ん

を
な
し
て
居
る
、
　
　
物
語
そ
の
も
の
は
垂
直
線
を
な
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
並
行
線
を
な
し
て
居
る
の
は
、
作
者
の
思
想
や
感
情

や
趣
味
が
当
時
の
実
社
会
と
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
生
じ
、
交
叉
線
を
な

す
の
は
作
者
の
思
想
感
情
趣
味
が
当
時
の
実
社
会
と
異
な
る
と
こ
ろ
よ
り
生

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
京
伝
だ
の
三
馬
だ
の
一
九
だ
の
と
い
う
人
々
は
即
ち

並
行
線
的
作
者
で
、
そ
の
思
想
も
感
情
も
趣
味
も
当
時
の
衆
俗
と
殆
ど
同
じ

な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
著
作
は
実
社
会
を
そ
っ
く
り
写
し
た
よ
う
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な 
訳  

合 
わ
け
あ
い

に
な
る
の
で
す
。
馬
琴
に
至
り
ま
す
と
、
杉
や
檜
ひ
の
きが
天
を
む
い
て

立
つ
よ
う
に
、
地
平
線
と
は
直
角
を
な
し
て
、
即
ち
衆
俗
を
抽ぬき
ん
で
て 

挺  

て
い
ぜ

然 ん
と
し
て
自
み
ず
から
立
っ
て
居
り
ま
す
の
で
、
そ
の
著
述
は
実
社
会
と
決
し
て

没
交
渉
で
も
無
関
係
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
並
行
は
し
て
居
り
ま
せ

ぬ
の
で
す
。
時
代
の
風
潮
は
遊
廓
で
優
待
さ
れ
る
の
を
無
上
の
栄
誉
と
心
得

て
居
る
、
そ
こ
で
京
伝
ら
も
や
は
り
同
じ
感
情
を
有
し
て
居
る
、
そ
こ
で
京

伝
ら
の
著
述
を
見
れ
ば 

天  
明 

て
ん
め
い

前
後
の
社
会
の
堕
落
さ
加
減
は
明
ら
か
に
写

っ
て
居
ま
す
が
、
時
代
は
な
お
徳
川
氏
を
謳
歌
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
馬
琴
は
心
中
に
将
軍
政
治
を
悦
ん
で
は
居
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
誰
が

馬
琴
の
『
侠
客
伝
』
な
ど
を
当
時
の
実
社
会
の
反
映
だ
と
は
い
い
得
ま
し
ょ

う
？
　
馬
琴
以
外
の
作
者
は
実
に
時
代
と
並
行
線
を
描
い
て
居
ま
し
た
が
、
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馬
琴
は
実
に
時
代
と
直
角
的
に
交
叉
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
時
代
の
流

れ
と
共
に
流
れ
漂
っ
て
居
た
人
で
無
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
自
分

の
感
情
思
想
趣
味
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
自
分
の
感
情
思
想
趣
味
を
以
て

実
社
会
を
批
判
し
て
書
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
で
あ
り
ま
す
。

　
下へ
手た
の
長
談
義
で
余
り
長
く
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
致
し
て
置
き

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
四
十
一
年
四
月
）
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