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私
は
最
近
二
年
間
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部
の
仕
事
を
引
受
け
、
国
民
組
織
と
し
て
整
備
す
べ
き
文
化
機

構
に
関
し
、
ま
た
、
国
民
運
動
と
し
て
取
り
あ
ぐ
べ
き
各
種
文
化
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
自
分
で
も

研
究
し
、
各
方
面
の
意
見
も
徴
し
た
の
で
す
が
、
な
に
し
ろ
そ
の
範
囲
は
無
限
に
広
く
、
一
つ
一
つ
の
問

題
が
極
め
て
深
い
根
柢
の
う
へ
に
立
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
に
つ
け
、
先
づ
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け

る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
屡
〻
迷
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
当
面
の
要
求
に
応
じ
て
、
急
速
に
処
理
す
べ
き
具
体
的
な
問
題
は
ま
づ
別
と
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と

は
、
国
家
百
年
の
計
を
樹
て
る
た
め
の
基
礎
は
、
な
ん
と
云
つ
て
も
、
「
日
本
文
化
」
の
伝
統
を
国
民
一

人
々
々
の
精
神
の
う
ち
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
だ
と
信
じ
ま
し
た
。

　
と
り
わ
け
、
次
代
を
背
負
ひ
、
向
上
心
に
燃
え
る
青
年
諸
君
の
た
め
に
「
文
化
」
の
意
義
を
平
明
に
説

き
、
自
国
の
「
文
化
」
に
つ
い
て
正
し
い
観
念
を
作
つ
て
お
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
是
非
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
教
育
家
の
力
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
国
民
学
校
高
学
年
の
教
科
書
に
は
、
既
に
「
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
も
出
て
来
る
こ
と
で
す
し
、
少
く
と

も
今
日
の
や
う
に
、
各
方
面
で
こ
の
言
葉
が
濫
用
さ
れ
て
ゐ
る
時
代
に
は
、
教
育
家
が
最
も
こ
れ
に
関
心

を
払
ひ
、
自
ら
「
文
化
」
の
指
導
者
た
る
役
割
を
果
し
て
ほ
し
い
と
、
私
は
切
に
希
望
す
る
の
で
す
。
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し
か
し
、
ま
た
一
方
、
こ
の
日
本
語
と
し
て
は
「
生なま
な
言
葉
」
の
意
味
を
自
分
勝
手
に
限
定
す
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
教
育
者
と
し
て
は
躊
躇
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
せ
う
。
専
門
的
に
は
、
哲
学
者
の
解
説
に

も
十
分
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
私
の
や
う
に
、
翼
賛
会
文
化
部
の
責
任
者
と
し
て
実
際
の
仕
事
に

当
つ
て
ゐ
た
も
の
が
、
国
民
運
動
の
全
貌
を
通
じ
て
感
得
し
た
一
つ
の
「
文
化
観
」
を
、
さ
う
い
ふ
立
場

か
ら
述
べ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
た
し
か
に
、
直
接
に
は
青
年
諸
君
の
、
更
に
慾
を
云
へ
ば
教
育
家
諸

氏
の
、
幾
分
の
参
考
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
国
の
「
文
化
」
が
高
い
か
低
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
習
慣
は
今
日
ま
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
「
文
化
」
が
、
健
全
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
つ
た
の
で

す
。
こ
ゝ
に
、
今
日
ま
で
の
「
文
化
」
の
推
移
、
発
展
の
す
が
た
が
あ
り
ま
す
。

「
高
い
文
化
」
を
誇
つ
て
ゐ
た
国
の
、
「
文
化
の
危
機
」
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
そ
の
「
文
化
」

を
脅
や
か
す
他
の
力
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
、
そ
の
高
い
と
移
す
る
「
文
化
」
自
体
の
う
ち
に
あ
つ
た
こ
と

が
今
や
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
即
ち
「
高
い
」
と
い
ふ
価
値
標
準
の
う
ち
に
、
「
健
康
」
と
い
ふ
条
件

が
ま
つ
た
く
欠
け
て
ゐ
た
事
実
を
暴
露
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
「
高
い
文
化
」
は
不
健
康
を
伴
ふ
と
い
ふ
逆
説
の
や
う
な
も
の
ま
で
、
一
部
の
人
々
の
間
で

は
信
じ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
事
実
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
声
だ
け
は
相
当
の
力
を
も
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つ
て
巷
間
に
流
れ
て
ゐ
ま
す
。
尤
も
、
西
洋
近
代
文
化
の
一
般
か
ら
推
し
て
、
既
に
彼
地
に
於
て
も
「
文

化
」
は
進
む
に
従
つ
て
頽
廃
の
一
路
を
辿
る
も
の
と
決
め
て
ゐ
る
学
者
や
思
想
家
も
あ
つ
た
く
ら
ゐ
で
、

そ
れ
は
つ
ま
り
、
「
文
化
」
と
「
民
族
」
、
或
は
「
国
民
」
と
の
一
体
関
係
に
想
ひ
到
ら
な
か
つ
た
欧
米

近
代
思
潮
の
偏
向
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
更
に
、
日
本
の
文
化
は
、
現
代
の
表
面
的
混
乱
に
も
拘
ら
ず
、
民
族
の
輝
か
し
い
歴
史
と
、
国
土
の
豊

か
な
伝
統
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
特
質
は
今
な
ほ
溌
剌
た
る
生
気
を
保
ち
、
時
に
応
じ
、
国
民
決
死
の
相
貌

と
な
つ
て
、
強
敵
を
粉
砕
す
る
力
を
示
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
一
面
に
於
て
、
日
本
人
が
甚
だ

不
得
意
と
す
る
や
う
な
、
い
は
ゞ
、
弱
点
が
な
く
も
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
面
に
対
す
る
敵
の
反

攻
も
秘
か
に
企
て
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
は
保
証
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
弱
点
と
は
、
す
な
は
ち
、
文
化
能
力
の

あ
る
部
分
の
渋
滞
に
外
な
ら
ず
、
こ
れ
を
是
正
促
進
し
な
い
限
り
、
長
期
消
耗
戦
に
対
す
る
完
璧
の
備
へ

を
誇
る
わ
け
に
い
か
ぬ
と
信
じ
ま
す
。

　
こ
ゝ
に
於
て
、
「
力
と
し
て
の
文
化
」
と
い
ふ
ひ
と
つ
の
見
方
か
ら
、
新
し
い
文
化
の
建
設
が
考
へ
ら

れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
こ
そ
、
国
を
挙
げ
て
の
努
力
に
値
す
る
、
実
践
運
動
の
中
心
目
標
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ぬ
。

「
文
化
」
と
は
、
本
文
で
も
述
べ
た
と
ほ
り
、
す
べ
て
「
文
化
」
の
名
を
冠
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
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く
、
国
民
生
活
の
全
面
に
亘
り
、
公
私
の
行
動
を
通
じ
、
日
本
の
姿
、 

国  

風 

く
に
ぶ
り

と
し
て
、
何
人
に
も
無
関

係
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
何
人
も
こ
れ
に
対
し
て
い
く
ば
く
の
責
任
を
負
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
一
人
の
青
年
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
於
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
日
本
の
「
文
化
」
を
身
を
以
て

示
し
、
し
か
も
過
去
及
び
現
在
の
み
な
ら
ず
、
実
に
明
日
の
日
本
の
姿
を
、
大
き
な
夢
と
共
に
宿
し
て
ゐ

る
若
々
し
い
存
在
で
す
。

　
昭
和
十
六
年
九
月
、
私
は
左
の
や
う
な
一
文
を
公
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
こ
ゝ
に
再
録
し
て
、
私
の
青

年
諸
君
に
対
す
る
絶
大
の
期
待
を
表
明
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
　
　
日
本
は
今
、
興
亡
の
岐
路
に
立
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
づ
は
つ
き
り
頭
に
い
れ

　
　
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
が
民
族
の
矜
り
は
「
ど
う
に
か
な
る
」
と
い
ふ
や
う
な
哲
学
の
上
に

　
　
築
か
れ
て
ゐ
る
の
で
は
断
じ
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
国
民
は
明
日
の
日
本
が
何
処
へ
行
く
べ
き
か
を
ひ
と
し
く
心
に
想
ひ
描
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が

　
　
ら
、
現
実
の
政
治
は
ま
だ
ま
だ
矛
盾
と
混
乱
に
満
ち
、
指
導
者
は
輝
か
し
い
未
来
の
姿
を
少
し
も
予

　
　
言
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
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新
体
制
と
い
ひ
、
国
防
国
家
の
建
設
と
い
ひ
、
そ
の
言
葉
に
は
む
ろ
ん
宏
遠
な
理
想
が
含
ま
れ
て

　
　
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
国
民
各
自
の
胸
を
を
ど
ら
す
や
う
な
影
像
を
浮
び
あ
が
ら
せ
る
の
は
、

　
　
ま
さ
に
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
ひ
そ
か
に
考
へ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
政
治
の
原
動
力
と
な
る
の
は
、
次
代
を
背
負

　
　
ふ
夢
多
き
青
年
の
声
で
あ
り
、
そ
の
声
は
若
き
が
ゆ
ゑ
に
高
く
、
純
な
る
が
故
に
こ
れ
を
遮
る
も
の

　
　
が
な
い
。

　
　
　
青
年
の
求
め
る
と
こ
ろ
は
、
権
勢
で
も
利
慾
で
も
な
い
。
真
な
る
も
の
、
善
な
る
も
の
、
美
な
る

　
　
も
の
、
た
ゞ
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
人
生
最
高
の
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
日
本
の
政
治
は
、
久
し
く
、
こ
の
目
標
を
見
失
つ
て
ゐ
た
。
民
族
の
本
能
が
や
う
や
く
こ
れ
に
気

　
　
づ
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
新
日
本
の
出
発
は
、
青
年
の
希
望
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
の
性
格
な
る
も
の
は
一
朝
一
夕
に
改
変
し
得
る
も
の
で
な
い
。
諸
君
は
辛

　
　
抱
強
く
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
待
つ
と
い
ふ
の
は
手
を
拱
い
て
ゐ
る
こ
と
で
は
な
い
。
求
め
る
も

　
　
の
は
大
い
に
求
め
、
営
々
来
る
べ
き
日
に
備
へ
、
わ
れ
わ
れ
が
成
し
遂
げ
得
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
倶

　
　
に
成
し
遂
げ
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
大
政
翼
賛
運
動
の
標
語
は
「
臣
道
実
践
」
で
あ
る
。
国
民
と
し
て
の
青
年
の
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
職
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あ
る
も
の
は
職
に
励
み
、
学
窓
に
あ
る
も
の
は
学
業
に
い
そ
し
む
こ
と
に
あ
り
と
は
い
へ
、
た
ゞ
そ

　
　
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
今
更
め
て
云
ふ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
、
特
に
、
こ
の
時
局
下
に
於

　
　
て
、
青
年
に
期
待
し
た
い
の
は
、
わ
が
日
本
の
た
め
諸
君
が
心
か
ら
欲
す
る
と
こ
ろ
の
「
生
き
方
」

　
　
を
ま
づ
主
張
せ
ん
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
と
し
て
、
か
く
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
、
ひ
と
つ
の
精

　
　
神
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
、
か
く
「
生
き
る
」
こ
と
を
熱
望
す
る
意
気
が
、
諸
君
の
先
輩
を
動
か
し
て

　
　
こ
そ
、
日
本
の
新
し
い
政
治
は
は
じ
め
て
軌
道
に
乗
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
政
治
を
論
ず
る
こ
と
が
ま
だ
早
い
と
云
は
れ
る
な
ら
、
諸
君
は
、
な
ん
の
躊
躇
も
い
ら
ぬ
。
率
直

　
　
に
、
大
胆
に
、
「
生
活
」
を
論
ず
れ
ば
い
ゝ
。
日
本
が
強
く
、
正
し
く
あ
る
た
め
に
、
諸
君
は
今
日

　
　
の
日
本
人
が
こ
の
ま
ゝ
で
は
い
か
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
誰
よ
り
も
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
わ

　
　
れ
わ
れ
が
持
ち
前
の
実
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
何
が
障
碍
に
な
つ
て
ゐ
る
か
、
諸
君
の
周
囲
を
見

　
　
れ
ば
わ
か
る
。
健
全
な
文
化
の
名
に
値
す
る
何
も
の
が
近
代
日
本
の
手
に
よ
つ
て
創
ら
れ
た
か
。
諸

　
　
君
を
奮
ひ
起
た
せ
る
名
目
は
、
日
常
の
生
活
の
う
ち
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
問
題
が
こ
ゝ
ま
で
来
た
以
上
、
私
は
更
に
、
日
本
が
現
在
求
め
て
ゐ
る
新
し
い
青
年
の
型
に
つ

い
て
一
言
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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実
は
、
こ
の
問
題
は
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
私
だ
け
が
、
自
分
の
好
み
で
そ
れ
を
取
扱

ふ
と
い
ふ
こ
と
は
慎
み
た
い
の
で
す
が
、
既
に
、
誰
云
ふ
と
な
く
、
か
う
い
ふ
話
題
は
世
間
の
口
に
も
の

ぼ
つ
て
ゐ
ま
す
し
、
ま
た
、
事
実
と
し
て
、
各
方
面
に
、
い
は
ゆ
る
「
新
し
い
型
」
と
み
な
す
べ
き
男
女

青
年
が
現
は
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
た
し
か
に
、
時
代
は
、
人
間
の
型
を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
型
は
、
新
し
い
世
代
に
迎
へ
ら
れ
、

時
に
は
流
行
の
観
を
呈
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
徒
つ
て
、
こ
の
型
に
反
撥
す
る
も
の
も
で
き
て
来
ま
す
。

　
た
ゞ
単
に
、
時
代
の
空
気
を
映
し
た
型
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
何
の
価
値
が
あ
り
ま
せ
う
。
わ
れ
わ
れ

が
求
め
る
も
の
は
、
真
に
、
時
代
を
生
き
、
時
代
を
導
く
日
本
人
の
典
型
で
あ
り
ま
す
。
か
ゝ
る
典
型
へ

の
成
長
を
予
想
さ
せ
る
青
年
男
女
の
、
未
完
成
な
が
ら
溌
剌
と
し
た
、
一
方
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
に
つ
な
が

る
も
の
を
豊
か
に
も
ち
つ
ゝ
、
な
ほ
か
つ
、
未
来
の
知
ら
れ
ざ
る
世
界
へ
伸
び
る
可
能
性
を
十
分
に
発
揮

し
た
、
一
つ
の
若
々
し
い
精
神
の
す
が
た
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
つ
て
は
こ
の
上
も
な
く
愉
快
な

こ
と
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
か
う
い
ふ
「
精
神
の
す
が
た
」
は
、
如
何
な
る
文
学
的
表
現
も
限
り
あ
る
想
像
力
を

も
つ
て
し
て
は
容
易
に
描
き
出
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、
恐
ら
く
、
「
理
想
的
何
々
」

と
い
ふ
風
な
、
あ
る
限
ら
れ
た
条
件
の
な
か
で
、
特
殊
な
成
育
を
遂
げ
つ
ゝ
あ
る
一
つ
の
型
を
常
識
と
し
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て
想
ひ
浮
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
例
へ
ば
「
理
想
的
青
年
教
師
」
と
か
、
「
理
想
的
農

村
青
年
」
と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
私
は
、
「
理
想
的
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
往
々
に
し

て
、
類
型
化
さ
れ
た
卑
俗
な
調
子
に
引
き
さ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
み
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
見
非
の
う
ち
ど

こ
ろ
の
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
は
模
範
と
な
る
や
う
な
青
年
を
指
し
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
そ
こ
に
は
、

常
に
功
利
的
な
、
一
種
の
「
成
績
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
重
大
視
さ
れ
、
日
本
の
青
年
と
し
て
の
気
品

や
「
志
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
至
つ
て
少
い
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
屡
〻
、
模

範
青
年
の
名
に
於
て
、
青
年
ら
し
か
ら
ざ
る
「
分
別
」
と
「
迎
合
」
を
臭
は
せ
て
ゐ
る
あ
の
型
は
、
極
端

な
も
の
に
な
る
と
、
も
は
や
鼻
も
ち
な
ら
ぬ
程
度
に
達
し
て
ゐ
ま
す
。

　
要
す
る
に
、
時
代
の
空
気
を
表
面
的
に
身
に
纏
つ
た
、
一
時
の
装
ひ
に
す
ぎ
ぬ
型
と
い
ふ
も
の
は
そ
の

気
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
、
誰
に
で
も
す
ぐ
に
は
ま
り
得
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
型
は
、
ま
た

誰
が
見
て
も
軽
薄
な
一
面
を
暴
露
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
時
代
の
奇
怪
な
風
俗
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
一
方
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
跋
扈
す
る
た
め
に
、
そ
の
反
動
と
も
云
ふ
べ
き
皮
肉
と
自
嘲

と
が
、
ど
う
か
す
る
と
見
栄
の
如
く
に
対
立
す
る
や
う
な
現
象
も
な
い
と
は
云
へ
ま
せ
ん
。

　
今
日
、
国
を
挙
げ
て
必
勝
の
信
念
に
燃
え
、
臣
民
こ
と
ご
と
く
戦
場
に
在
る
覚
悟
を
も
つ
て
一
日
一
日

を
送
つ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
前
線
の
消
息
遥
か
に
し
て
、
敵
は
ま
だ
遠
い
と
い
ふ
や
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う
な
印
象
が
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
瞬
間
の
緩
み
を
生
じ
、
も
は
や
「
勝
つ
に
き
ま
つ
て

ゐ
る
」
と
高
を
括
る
か
、
或
は
、
「
戦
さ
に
勝
ち
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
」
と
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
に
し
て
も
、

そ
れ
か
ら
先
の
こ
と
を
つ
い
考
へ
よ
う
と
し
な
い
、
い
は
ゞ
安
易
な
空
気
が
何
処
か
に
頭
を
擡
げ
て
来
た

や
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
国
民
士
気
の
昂
揚
、
生
産
力
の
拡
充
、
人
口
の
増
強
、
貯
蓄
の
奨
励
と
い
ふ
風
な
、
い
は
ゆ
る
重
点
的

な
運
動
の
掛
け
声
は
、
そ
の
根
柢
を
貫
く
日
本
文
化
の
問
題
を
、
常
に
表
面
に
は
浮
び
出
さ
せ
な
い
結
果
、

国
民
の
錬
成
を
目
的
と
す
る
各
種
の
行
事
を
通
じ
て
も
、
日
本
人
の
資
質
を
綜
合
的
に
高
め
、
そ
の
能
力

を
指
導
民
族
の
矜
り
と
し
て
権
威
づ
け
る
配
慮
が
あ
ま
り
払
は
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

　
私
が
、
み
づ
か
ら
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
多
き
を
恥
ぢ
な
が
ら
、
敢
て
、
か
く
の
如
き
一
書
を
「
若
き
人
々
」

に
捧
げ
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
決
し
て
、
今
日
の
青
年
に
慊
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
不
遜
か
ら
出
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
寧
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
成
す
べ
く
し
て
果
し
得
な
か
つ
た
幾
多
の
事
業
を
通
じ
、

是
非
こ
れ
だ
け
は
次
代
の
手
に
よ
つ
て
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
一
事
、
す
な
は
ち
、
明

日
の
日
本
人
の
形
成
を
目
指
し
て
、
先
づ
、
新
し
い
青
年
の
典
型
を
創
造
す
る
基
本
と
な
る
べ
き
精
神
を
、

主
と
し
て
自
己
を
省
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
な
る
べ
く
率
直
に
述
べ
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
固
よ
り
、
か
ゝ
る
試
み
は
多
く
の
人
々
に
よ
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
未
熟
な
し
か
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も
匆
卒
の
間
に
な
さ
れ
た
考
察
が
、
せ
め
て
そ
の
機
運
を
少
し
で
も
早
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
男
女
青
年
諸
君
の
、
身
自
ら
を
も
つ
て
す
る
錬
磨
と
反
省
と
に
役
立
ち
、
更
に
望
む
ら

く
は
「
立
志
」
の
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
を
得
た
な
ら
ば
著
者
の
悦
び
こ
れ
に
過
ぐ
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　
昭
和
十
八
年
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集26

」
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年10

月8

日
発
行

　
　
　
「
岸
田
國
士
全
集25

」
岩
波
書
店

　
　
　1991

（
平
成3
）
年8

月8

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
力
と
し
て
の
文
化
―
―
若
き
人
々
へ
」
河
出
書
房

　
　
　1943

（
昭
和18

）
年6
月20

日
発
行

初
出
：
「
力
と
し
て
の
文
化
―
―
若
き
人
々
へ
」
河
出
書
房

　
　
　1943

（
昭
和18

）
年6

月20

日
発
行

※
底
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
た
「
青
年
へ
」
を
補
い
、
２
字
下
げ
で
組
み
入
れ
ま
し
た
。

※
こ
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
以
下
の
青
空
文
庫
の
テ
キ
ス
ト
を
組
み
入
れ
ま
し
た
。

「
青
年
へ
」
（
入
力
：tatsuki

、
校
正
：
門
田
裕
志
）

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志
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2010

年4

月19

日
作
成

2016
年4

月14

日
修
正

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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