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僕
は
近
頃
か
う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
。
日
本
と
い
ふ
国
は
い
つ
た
い
、
何
時
に
な
つ
た
ら
風
俗
的
に
統

一
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
？

　
こ
ゝ
で
風
俗
と
い
ふ
意
味
は
、
勿
論
広
い
意
味
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で 

〔m
oe&

urs

〕 

と
い
ふ
あ

れ
で
あ
る
。
世
相
と
云
つ
て
も
い
ゝ
が
、
少
し
漠
然
と
し
す
ぎ
る
か
ら
、
日
常
生
活
の
表
現
形
式
と
し
て
、

や
は
り
風
俗
と
い
ふ
言
葉
を
使
ふ
。

　
風
俗
が
統
一
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
国
の
文
化
が
他
国
の
文
化
の
影
響
を
表
面
的
に
受
け
な
く
な

つ
た
時
、
又
は
自
国
の
伝
統
が
絶
対
の
魅
力
を
失
つ
て
ゐ
な
い
時
に
、
民
衆
が
あ
る
一
定
の
道
徳
的
及
び

審
美
的
標
準
を
自
己
の
生
活
の
な
か
に
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
洋
の
文
明
諸
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
に
通
じ
て
、
な
ほ
確
固
た
る
民
族
意
識
を
象
徴
す
る
風
俗
的
特

色
を
失
は
ず
に
今
日
に
到
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
以
後
の
日
本
は
、
政
治
的
変
貌
と
同
時
に
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
は
ら
ず
、
ま
つ
た
く
世
界
歴
史
に
類
似
の
な
い
風
俗
上
の
伝
統
破
壊
を
敢
行
し

た
。
つ
ま
り
、
文
明
開
化
の
精
神
は
、
形
式
的
に
は
、
西
洋
の
風
俗
を
出
来
得
る
限
り
採
用
す
る
こ
と
に

あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
ゝ
で
、
ひ
と
つ
、
問
題
が
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
、
今
日
と
雖
も
さ
う
で
あ
る
が
、
抑
々
文
明
又
は
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文
化
と
い
ふ
観
念
の
甚
だ
し
い
混
乱
、
不
徹
底
、
錯
誤
か
ら
、
色
々
な
悲
喜
劇
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
例
へ
ば
、
西
洋
風
俗
は
一
か
ら
十
ま
で
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
信
じ
た
誤
り
が
一
つ
。
そ
の
う
ち
に
、

西
洋
文
明
は
単
に
「
物
質
的
」
な
面
で
の
み
優
れ
て
ゐ
る
と
主
張
す
る
認
識
不
足
が
そ
の
二
つ
。

　
現
代
で
は
「
文
化
的
」
と
云
へ
ば
、
き
つ
と
「
西
洋
風
」
を
連
想
す
る
一
方
、
こ
れ
を
遺
憾
と
す
る
風

潮
の
な
か
ゝ
ら
ま
た
「
日
本
文
化
」
を
過
大
評
価
す
る
傾
向
が
生
れ
「
日
本
精
神
」
又
は
「
日
本
趣
味
」

が
、
多
く
は
「
封
建
的
」
で
「
鎖
国
的
」
で
「
非
人
間
的
」
で
さ
へ
あ
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
な
議
論
が
横

行
す
る
始
末
で
あ
る
。

　
民
族
性
を
強
調
す
る
場
合
、
屡
〻
独
善
に
陥
り
、
国
際
性
を
説
く
者
が
須
く
自
卑
的
な
口
吻
を
も
ら
す

の
は
、
何
れ
も
「
文
化
」
に
対
す
る
一
面
的
な
観
察
を
土
台
と
す
る
か
ら
で
、
現
代
日
本
の
姿
と
い
ふ
も

の
を
、
風
俗
的
に
観
察
す
れ
ば
、
悲
観
も
楽
観
も
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
行
く
と
こ
ろ
へ
行
く
と
い
ふ
自
然
法
的
な
解
決
も
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
混
乱
は
統
一
へ
の
段

階
で
あ
る
と
云
へ
ば
云
へ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
何
処
か
に
指
導
的
な
力
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
筈
で
あ
る
。
見
渡
す
と
こ
ろ
、
そ
ん
な
も
の
は
何
処
に
も
な
い
。

　
少
く
と
も
、
民
衆
は
、
偽
瞞
と
矛
盾
の
な
か
に
、
生
活
の
方
向
を
失
は
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
青

年
の
無
気
力
が
云
々
さ
れ
、
イ
ン
テ
リ
階
級
の
頽
廃
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
は
、
結
局
「
日
本
は
ど
う
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な
る
か
」
と
い
ふ
こ
と
の
不
安
に
原
因
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
な
か
で
「
正
し
く
生
き
る
」

道
を
指
し
示
す
「
文
化
的
標
識
」
を
見
失
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
正
し
く
生
き
る
」
と
云
へ
ば
、
非
常
に
む
つ
か
し
い
議
論
に
な
る
が
、
要
す
る
に
、
分
に
応
じ
て
自
己

の
仕
事
を
選
び
、
社
会
の
一
員
と
し
て
悔
い
の
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
生
半
可
な
政
治
知
識
で

天
下
国
家
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
し
、
実
行
力
な
く
し
て
結
社
に
投
じ
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
ぬ
。
た
ゞ
、

民
衆
と
し
て
の
要
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
会
に
与
へ
ら
れ
た
公
民
権
の
行
使
に
よ
つ
て
反
映
さ
せ
る
外
は

な
い
。
と
す
れ
ば
、
個
々
の
生
活
の
な
か
に
残
さ
れ
た
「
理
想
」
は
、
必
ず
し
も
装
飾
と
し
て
で
は
な
く
、

精
神
的
欲
求
と
し
て
の
「
生
活
の
快
適
さ
」
で
あ
ら
う
。

　
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
と
、
す
ぐ
に
現
代
は
享
楽
の
目
的
物
に
事
を
欠
か
ぬ
で
は
な
い
か
と
反
駁
し
て

来
る
も
の
が
あ
る
に
は
違
ひ
な
い
。
そ
こ
で
僕
は
そ
の
享
楽
の
目
的
物
な
る
も
の
に
つ
い
て
若
干
検
討
を

加
へ
る
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
は
、
民
衆
が
、
最
も
「
生
活
そ
の
も
の
」
を
楽
し
ん
で
ゐ
な
い

時
代
、
従
つ
て
、
享
楽
を
「
生
活
以
外
」
に
求
め
て
ゐ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
か
と
云
へ
ば
風
俗
の
混
乱
が
趣
味
の
対
立
、
教
養
の
疎
隔
、
言
語
の
不
通
を
ま
で
も
ち
来
し
た
結

果
、
親
子
同
胞
隣
人
の
間
に
同
一
物
に
対
す
る
共
通
の
価
値
判
断
が
行
は
れ
ず
、
従
つ
て
、
人
間
相
互
の
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感
情
に
相
通
ず
る
も
の
が
少
く
な
り
、
反
感
と
軽
蔑
と
無
関
心
が
日
常
の
生
活
雰
囲
気
を
支
配
し
て
ゐ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
極
端
な
例
を
あ
げ
る
と
、
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
が
発
表
さ
れ
る
。
こ
れ
に
興
味
を
も
つ
ほ
ど
の
も
の

が
、
先
づ
第
一
に
感
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
盛
ら
れ
た
政
策
の
内
容
が
何
よ
り
も
、
そ
の
文
体
の
、
凡
そ

珍
妙
無
類
な
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
佳
し
と
す
る
も
の
が
ま
つ
た
く
ゐ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

い
や
寧
ろ
、
官
吏
や
政
治
家
の
う
ち
に
は
、
相
当
に
膝
を
打
つ
て
感
心
し
た
も
の
も
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

政
治
家
と
し
て
の
見
識
や
、
天
才
が
あ
る
な
し
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
は
ま
つ
た
く
、
総
理
大
臣
並
び

に
こ
れ
を
取
巻
く
一
部
官
僚
の
教
養
の
質
に
関
す
る
問
題
で
、
現
代
日
本
な
ら
で
は
見
ら
れ
な
い
図
で
あ

る
。
か
う
な
る
と
、
今
日
の
常
識
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
疑
ひ
を
抱
か
な
い
わ
け

に
行
か
な
く
な
る
。

　
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
る
。
日
本
人
は
由
来
芸
術
を
愛
す
る
国
民
だ
と
西
洋
人
の
大
多
数
は
考
へ
て
ゐ
る

ら
し
い
。
そ
の
わ
け
を
き
く
と
、
日
本
人
は
殆
ど
誰
で
も
「
詩
」
を
作
る
、
「
造
庭
術
」
を
心
得
て
ゐ
る
。

老
人
で
も
「
声
楽
」
を
勉
強
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
等
々
と
そ
の
証
拠
を
数
へ
あ
げ
る
。
「
詩
」
と
い
ふ

の
は
「
俳
句
」
の
こ
と
、
「
造
庭
術
」
は
庭
い
ぢ
り
や
盆
栽
の
こ
と
、
「
声
楽
」
と
は
謡
曲
と
義
太
夫
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
さ
う
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
芸
術
家
は
、
最
も
ア
マ
チ
ユ
ア
リ
ズ
ム
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の
妙
味
を
解
し
な
い
手
合
で
あ
り
常
に
何
人
か
の
軽
蔑
を
買
ひ
、
何
人
か
を
悩
ま
し
、
何
人
か
に
甘
や
か

さ
れ
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
等
か
の
意
味
で
「
生
活
」
を
孤
立
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
、
自
分
の
生
活
の
領
域
の
な
か
に
、
絶
え
ず
、
「
和
洋
」
の
趣
味
を
対
立
さ
せ
、
そ
の
相

容
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
め
い
め
い
が
感
覚
を
焦
ら
立
た
せ
て
ゐ
る
状
態
は
、
誠
に
惨
憺
た
る
も
の
が

あ
る
。
い
つ
た
い
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
ゝ
の
か
？
　
こ
の
摩
擦
作
用
は
、
長
い
眼
で
見
て
ゐ
れ
ば
た
し

か
に
面
白
い
現
象
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
が
現
代
に
生
き
て
ゐ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
摩
擦
の
不
快
な
軋

音
に
耳
を
塞
ぐ
術
さ
へ
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
洋
服
を
着
た
東
洋
豪
傑
が
レ
コ
ー
ド
の
浪
花
節
を
聞
い
て
ゐ
れ
ば
世
話
は
な
い
や
う
な
も
の
ゝ
、
こ
の

風
俗
が
何
時
ま
で
も
続
く
の
か
と
思
ふ
と
、
日
本
の
前
途
が
案
じ
ら
れ
る
。
和
服
で
ダ
ン
ス
を
や
る
芸
者

が
お
酌
を
し
な
が
ら
「
ア
イ
・
ラ
ヴ
・
ユ
ウ
」
な
ん
て
や
る
も
ん
だ
か
ら
、
こ
な
い
だ
日
本
へ
や
つ
て
来

た
コ
ク
ト
オ
と
い
ふ
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
が
顔
を
し
か
め
た
の
で
あ
る
。
な
に
が
ど
う
悪
い
と
は
云
へ
な
い
。

な
に
が
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
が
勘
に
障
る
の
で
あ
る
。

　
西
洋
と
日
本
と
を
混
ぜ
合
は
す
場
合
に
は
、
両
方
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
が
目
立
つ
せ
い
も
あ
ら
う
。

大
体
に
「
文
化
何
々
」
と
称
す
る
も
の
が
イ
ン
チ
キ
性
を
帯
び
て
ゐ
る
や
う
に
、
近
頃
の
イ
ン
テ
リ
階
級
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ぐ
ら
ゐ
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
な
ま
じ
つ
か
西
洋
を
か
ぢ
り
、
そ
の
く
せ
伝
来
の

封
建
性
か
ら
脱
け
き
ら
ず
、
都
合
次
第
で
「
西
洋
」
と
「
日
本
」
を
使
ひ
分
け
よ
う
と
す
る
か
ら
「
意
識

的
西
洋
」
は
歯
の
浮
く
や
う
な
も
の
に
な
り
、
「
無
意
識
的
日
本
」
は
、
野
暮
そ
の
も
の
に
な
り
、
次
の

時
代
は
滔
々
と
し
て
こ
れ
に
倣
ふ
の
で
あ
る
。

　
年
寄
は
口
癖
の
や
う
に
、
今
の
若
い
も
の
は
礼
儀
を
知
ら
ん
と
云
ふ
。
知
ら
ん
わ
け
で
は
な
い
が
、
年

寄
の
い
ふ
礼
儀
と
は
頭
を
さ
げ
る
こ
と
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
ん
な
卑
屈
な
真
似
は
し
た
く
な
い
と

若
い
も
の
は
考
へ
る
。
そ
れ
な
ら
、
代
り
に
な
に
を
す
る
か
と
云
へ
ば
、
ま
さ
か
握
手
や
接
吻
も
で
き
な

い
か
ら
、
な
ん
に
も
せ
ず
に
ゐ
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
年
寄
り
は
気
が
つ
か
な
い
。

一
度
議
論
を
し
て
み
る
と
い
ゝ
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
た
厄
介
で
あ
る
。
年
寄
り
は
論
語
を
持
ち
出
す
か
も

知
れ
な
い
。
若
い
も
の
は
マ
ル
ク
ス
と
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
ど
つ
ち
も
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
両
方
で
、
自
分
た
ち
の
生
き
て
ゐ
る
時
代
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
共
通
の
認
識

が
な
い
か
ら
駄
目
だ
。
お
互
が
そ
ん
な
に
距
つ
た
と
こ
ろ
に
ゐ
る
原
因
を
相
手
の
方
へ
押
し
つ
け
る
だ
け

で
は
話
は
進
ま
な
い
。

　
さ
て
、
結
論
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
ど
う
せ
こ
の
結
論
は
、
問
題
を
即
座
に
解
決
さ
せ
る
や
う

な
も
の
で
は
な
い
。
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風
俗
の
混
乱
は
、
風
俗
の
頽
廃
と
卑
俗
化
を
促
す
と
い
ふ
僕
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
際
、
思
ひ
切

つ
て
一
切
を
日
本
式
に
還
元
す
る
か
、
す
べ
て
を
西
洋
式
（
と
い
つ
て
も
英
独
仏
露
米
伊
等
の
何
れ
を
採

用
す
る
か
）
に
塗
り
つ
ぶ
す
か
、
そ
の
何
れ
か
に
相
談
を
纏
め
て
、
法
律
で
厳
重
に
そ
の
実
行
を
促
進
す

る
よ
り
外
な
い
と
思
ふ
。

　
僕
は
、
も
う
こ
ゝ
ま
で
来
た
ら
、
西
洋
式
に
す
る
方
が
合
理
的
だ
と
思
ふ
。
そ
れ
に
は
、
西
洋
の
風
俗

と
い
ふ
も
の
を
、
始
め
か
ら
研
究
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
近
代
的
」
「
文
化
的
」
な
部

分
を
洩
れ
な
く
取
り
入
れ
る
。
さ
う
す
る
と
案
外
「
西
洋
人
」
の
真
似
を
し
な
く
て
も
す
む
や
う
な
気
が

す
る
の
で
あ
る
。

　
早
い
話
が
、
和
服
と
い
ふ
も
の
を
廃
止
す
る
と
す
る
。
さ
う
し
て
は
じ
め
て
洋
服
が
日
本
人
向
き
に
改

造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
音
楽
を
絶
対
に
や
ら
せ
ぬ
こ
と
に
す
る
（
大
体
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
い
か

ん
か
ら
）
。
す
る
と
、
西
洋
楽
器
を
使
つ
て
、
現
在
の
歌
謡
曲
み
た
い
な
も
の
も
や
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

程
度
の
判
別
は
む
つ
か
し
い
が
、
こ
れ
は
や
つ
て
出
来
な
い
こ
と
は
な
い
。
か
う
な
る
と
、
音
楽
家
は
本

気
に
な
つ
て
新
日
本
音
楽
を
作
る
こ
と
に
努
力
す
る
だ
ら
う
。

　
所
謂
「
頭
を
さ
げ
る
」
お
辞
儀
を
廃
止
す
る
。
そ
こ
で
、
握
手
を
さ
せ
る
と
な
る
と
、
そ
の
仕
方
を
工

夫
す
る
や
う
に
な
る
。
日
本
人
の
性
情
に
合
つ
た
、
例
へ
ば
指
先
だ
け
を
触
れ
合
ふ
や
う
に
つ
ゝ
ま
し
い

9



挨
拶
の
方
法
を
思
ひ
つ
く
だ
ら
う
。

　
そ
う
い
ふ
時
代
が
早
く
来
な
い
も
の
か
。

10“現代風俗”に就いて



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集23

」
岩
波
書
店

　
　
　1990
（
平
成2

）
年12

月7

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
一
橋
新
聞
」

　
　
　1937

（
昭
和12
）
年4

月12

日

初
出
：
「
一
橋
新
聞
」

　
　
　1937

（
昭
和12

）
年4
月12

日

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2009

年11

月12

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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