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こ
の
頃
は
、
日
本
じ
ゅ
う
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
都
会
を
中
心
と
し
て
、
文

化
的
な
動
き
が
著
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
。

　
こ
れ
迄
、
そ
の
町
か
ら
一
冊
の
雑
誌
も
出
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ

か
ら
も
、
か
な
り
念
の
入
っ
た
出
版
物
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東

京
そ
の
ほ
か
の
大
都
会
は
破
壊
さ
れ
た
。
地
方
の
小
都
市
は
、
そ
の
犠
牲
か

ら
ま
ぬ
が
れ
た
。
そ
こ
に
は
様
々
の
理
由
か
ら
紙
が
あ
る
。
印
刷
所
が
あ
る
。

民
主
日
本
の
新
ら
し
い
潮
は
そ
れ
ら
の
条
件
に
さ
し
加
っ
て
、
若
い
世
代
を

中
心
と
し
た
文
化
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
の
が
、

一
応
の
事
情
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
化
の
中
心
の
全
国
的
な
散
開
と
い
う
新
し
い
事
実
に
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は
、
そ
れ
だ
け
の
現
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
日
の
日
本
に
と
っ
て
、
私
た
ち

の
明
日
の
よ
ろ
こ
ば
し
い
生
活
に
と
っ
て
、
深
甚
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
は
勿
論
の
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
文
化
の
中

心
は
決
し
て
た
だ
一
ヵ
所
の
首
都
に
集
注
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ボ
ス
ト
ン
だ

け
が
文
化
の
中
心
で
は
な
い
し
、
パ
リ
だ
け
が
文
化
の
中
軸
を
な
し
て
い
る

と
云
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、
各
地
方
に
、
独
自
的
な
伝
統
と
特
色
と

を
ゆ
た
か
に
も
ち
な
が
ら
全
体
と
し
て
そ
の
国
の
人
民
の
宝
と
し
て
十
分
評

価
さ
れ
る
だ
け
の
文
化
を
も
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
は
、
昔
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
、
封
建
諸
王
に
よ
っ
て
分
割
統
治
さ
れ
て
い
た
時
代
の
首
都
が
、
既
に
一

定
の
文
化
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
原
因
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
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も
っ
と
重
大
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
封
建
都
市
は
、
や
が
て
近
代
社
会
の
発

達
と
と
も
に
次
第
に
市
民
的
都
市
と
な
っ
て
行
っ
た
と
い
う
歴
史
で
あ
る
。

経
済
の
上
に
、
従
っ
て
政
治
的
権
力
の
上
に
、
自
分
た
ち
の
意
志
を
明
瞭
に

反
映
し
は
じ
め
た
近
代
第
三
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
と
し
て
の
市
民
た
ち
が
、

自
身
の
活
溌
な
精
神
の
表
現
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
市
に
、
大
学
を
建
て
、

大
図
書
館
を
建
て
、
劇
場
を
建
て
た
。
例
え
ば
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
大
市

場
は
、
世
界
の
物
資
を
集
散
し
て
目
を
瞠
ら
せ
る
壮
観
を
呈
し
た
。
同
時
に

そ
の
市
場
を
運
営
し
て
い
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
市
民
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
芸
術
を
生
む
母
胎
と
も
な
っ
た
。
ハ
ン
ザ
同
盟
に
加
っ
て

い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
自
由
都
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
わ
が
市
か
ら

出
発
し
て
商
業
の
上
で
世
界
を
一
ま
わ
り
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
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の
文
化
を
、
め
い
め
い
の
と
こ
ろ
で
最
高
に
ま
で
開
花
さ
せ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

　
寧
ろ
、
現
代
の
資
本
主
義
が
強
く
文
化
分
野
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
そ
の
取
引
場
と
し
て
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
い
う
風

な
首
都
が
、
文
化
・
芸
術
の
成
果
を
集
中
し
は
じ
め
た
。
文
化
・
芸
術
の
結

実
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
人
民
に
愛
さ
れ
、
貴
ば
れ
る
本
質
か
ら
変
化
さ
せ

ら
れ
て
商
品
化
し
、
投
資
の
対
象
と
化
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
、
パ
リ
は
芸
術
の
都
と
云
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
が
、
封
建
時
代
か
ら
よ
り
進
ん
だ
文
化

を
も
ち
つ
づ
け
て
今
日
に
到
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
他
面
に
は
、
パ
リ
と

い
う
も
の
が
も
ち
つ
づ
け
た
そ
の
伝
統
的
な
地
位
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
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文
化
に
お
い
て
世
界
最
大
の
取
引
市
場
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

来
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
・
芸
術
の
純
文
化
的
、
芸
術

的
価
値
は
、
パ
リ
と
い
う
関
所
を
通
過
し
て
、
初
め
て
存
在
を
確
実
に
さ
れ

る
と
思
わ
れ
た
。
同
時
に
、
世
界
の
文
化
的
商
業
の
面
か
ら
、
パ
リ
で
売
れ

る
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
商
品
価
値
証
明
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ン

で
有
名
だ
っ
た
藤
田
嗣
治
、
と
い
う
の
と
、
パ
リ
で
有
名
だ
っ
た
藤
田
嗣
治

と
い
う
の
と
で
は
、
一
般
の
う
け
る
印
象
が
ち
が
う
。
日
本
に
お
い
て
彼
の

作
品
の
商
品
価
値
が
ち
が
う
。
戦
時
に
、
軍
部
が
こ
の
画
家
を
利
用
す
る
こ

と
に
お
い
て
の
熱
心
さ
ま
で
が
違
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
真
実
な
文
化
人
、
芸
術
家
た
ち
は
、

文
化
・
芸
術
の
悪
質
な
商
業
化
に
対
し
て
、
い
つ
も
戦
っ
て
来
た
。
科
学
者
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た
ち
も
、
こ
の
闘
い
に
は
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
自
分
た
ち

の
国
の
経
済
事
情
に
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
の
よ
り
高
い
発
展
が
も
た
ら

さ
れ
な
け
れ
ば
、
文
化
の
商
品
化
は
払
拭
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

資
本
と
い
う
も
の
の
天
性
は
、
一
つ
の
悪
鬼
に
似
て
い
る
。
人
間
の
労
力
か

ら
生
ま
れ
た
資
本
は
た
め
こ
ま
れ
て
、
や
が
て
人
間
を
喰
い
は
じ
め
、
そ
の

精
神
的
所
産
ま
で
を
貪
婪
に
食
い
つ
く
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
、
自
身
の
流
血
を
も
っ
て
闘
っ
た
。
第
二
次
世
界
戦
争
の
結
果

は
、
こ
う
い
う
意
味
で
、
疑
い
な
く
こ
れ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
或
る

程
度
ま
で
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
こ
の
間
の
事
情
が
大
分
、
異
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
第
一
、
封
建
時
代
の
日
本
大
名
た
ち
は
、
自
身
低
い
文
化
し
か
も
た
な
い
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軍
事
的
な
支
配
者
で
あ
っ
た
。
日
本
の
封
建
性
は
世
界
に
類
が
な
い
ほ
ど
狭

い
国
土
の
中
で
し
め
つ
け
ら
れ
て
発
達
し
、
諸
大
名
と
徳
川
と
は
君
臣
と
い

う
き
び
し
い
身
分
関
係
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
諸
王

と
国
王
と
の
対
等
に
近
い
関
係
と
は
ま
る
で
性
質
が
ち
が
っ
て
い
た
。
諸
大

名
に
対
す
る
密
偵
制
度
、
抑
圧
制
度
は
実
に
ゆ
き
届
い
て
い
た
か
ら
、
分
別

の
あ
る
諸
大
名
は
、
世
襲
の
領
地
を
徳
川
か
ら
奪
わ
れ
な
い
た
め
に
、
中
傷

を
さ
け
る
た
め
の
工
夫
に
、
自
分
た
ち
の
分
別
の
最
も
優
秀
な
部
分
を
浪
費

し
た
。
余
り
賢
く
あ
る
こ
と
、
余
り
英
邁
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
さ
え
も
脅
威

を
も
た
ら
し
た
。
殿
様
は
馬
鹿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
日

本
の
封
建
の
気
風
の
中
で
は
、
一
つ
の
藩
が
、
と
び
ぬ
け
て
卓
抜
な
学
者
、

芸
術
家
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
不
安
で
あ
っ
た
。
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東
北
の
伊
達
一
族
は
、
そ
の
胆
力
と
智
略
と
で
、
徳
川
か
ら
特
別
の
関
心

を
も
た
れ
た
。
聰
明
な
伊
達
の
家
長
た
ち
は
、
そ
の
危
険
を
十
分
に
洞
察
し

た
。
伊
達
政
宗
が
わ
ざ
と
大
酔
し
て
空
寝
入
り
を
し
、
自
分
の
大
刀
に
錆
の

出
て
い
る
こ
と
を
盗
見
さ
せ
た
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。
伊
達
模
様
と
い
う
一

つ
の
流
行
語
が
作
ら
れ
、
今
日
ま
で
そ
れ
は
日
本
の
生
き
た
言
葉
と
し
て
の

こ
っ
て
い
る
。
そ
の
源
泉
は
、
や
は
り
こ
の
伊
達
の
智
慧
で
あ
っ
た
。
浪
費

と
軽
薄
の
表
徴
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
徳
川
の
警
戒
心
を
ゆ
る
め
よ
う

と
し
て
途
方
も
な
く
派
手
な
大
模
様
の
衣
類
を
つ
け
て
登
城
し
た
伊
達
に
対

し
て
、
伊
達
模
様
と
い
う
云
い
か
た
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
逆
用
さ
れ
て
い
る
智
慧
は
、
文
化
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
開
花
を
う
な

が
す
に
は
、
暗
く
寒
く
あ
り
す
ぎ
た
。
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前
田
家
の
よ
う
な
大
大
名
の
藩
で
発
達
し
た
文
化
が
、
能
・
茶
の
湯
、
宗

教
で
は
禅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
あ
る
。
当
時
の
社
会
生
活
か
ら
一

応
は
游
離
し
て
、
精
神
と
富
と
の
避
難
所
と
し
て
の
文
化
が
辛
う
じ
て
生
き

の
び
た
。

　
僅
に
、
九
州
や
中
国
の
、
徳
川
か
ら
の
監
視
に
や
や
遠
い
地
域
の
大
名
た

ち
だ
け
が
、
密
貿
易
や
僅
か
の
海
外
と
の
交
渉
で
、
よ
り
新
し
い
生
活
へ
の

刺
戟
と
な
る
文
化
を
摂
取
し
た
。
維
新
に
、
薩
長
が
中
心
と
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
深
い
必
然
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
明
治
維
新
、
日
本
の
資
本
主
義
国
家
の
誕
生
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
自
由
都
市
の
市
民
が
、
第
三
階
級
と
し
て
自
身
の
経
済
力
に
た
っ

て
近
代
の
社
会
機
構
に
移
っ
て
行
っ
た
の
と
は
、
全
く
性
質
を
異
に
す
る
。

11



　
明
治
政
府
は
市
民
が
下
か
ら
こ
し
ら
え
た
政
府
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
の

社
会
生
産
と
経
済
と
は
、
封
建
の
ま
ま
の
土
地
制
度
、
耕
農
手
段
を
基
礎
と

し
て
い
て
、
一
握
り
の
進
歩
的
大
名
と
、
革
新
的
下
級
武
士
と
、
外
部
か
ら

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
と
の
力
が
結
合
し
て
倒
幕
運
動
が
お
こ
さ
れ
、

日
本
の
近
代
企
業
、
銀
行
、
会
社
の
創
立
は
、
す
べ
て
、
政
府
の
上
か
ら
の

保
護
を
必
要
と
し
た
。
大
名
と
武
士
と
が
結
合
し
て
権
力
を
掌
握
し
、
近
代

化
そ
う
と
し
た
日
本
の
明
治
政
府
が
、
地
主
・
軍
人
の
保
守
性
、
侵
略
性
を

も
っ
て
出
発
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
な
必
然
で
あ
る
。
市
民
階
級
が
擡
頭
し

て
作
っ
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
と
全
然
ち
が
う
半
封
建
の
明
治
が
は
じ
ま

っ
た
。

　
明
治
の
大
啓
蒙
家
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
が
、
自
分
の
著
書
に
い
つ
も
東
京
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平
民
福
沢
諭
吉
と
署
名
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
彼
の

気
骨
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
反
面
に
、
明
治
が
、
そ
の
現
実
に
お
い
て
、

ど
ん
な
に
ま
で
封
建
的
で
あ
り
、
身
分
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
官
僚
主
義
が

横
行
し
て
い
た
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
市
民
社
会
を
土
台
と
し
て
そ
こ
か
ら
近
代
化
し
た
日
本
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
一
つ
の
事
実
は
、
明
治
以
来
の
日
本
の
文
化
に
、
重
大
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
。

　
日
本
全
国
の
諸
企
業
が
独
立
独
歩
出
来
な
く
て
、
中
央
政
府
の
保
護
を
必

要
と
し
た
と
い
う
一
つ
の
こ
と
は
、
同
時
に
日
本
中
の
各
都
市
の
独
自
な
発

展
、
経
済
的
能
力
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
れ
ら

の
都
市
で
の
文
化
も
、
決
し
て
強
い
独
特
な
隆
盛
を
も
ち
得
な
か
っ
た
の
で
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あ
っ
た
。

　
乏
し
い
故
の
中
央
集
権
が
、
日
本
各
地
方
の
文
化
に
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
、

ゆ
た
か
な
展
開
を
可
能
と
し
な
か
っ
た
上
に
、
一
層
わ
る
い
こ
と
は
、
そ
の

状
態
の
ま
ま
文
化
面
で
も
出
版
業
の
よ
う
な
利
潤
追
求
の
企
業
は
ど
ん
ど
ん

成
長
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ど
ん
な
国
で
も
、
都
会
人
口
よ
り
は
、
農
村
人
口
が
多
い
。
利
益
を
求
め

る
も
の
の
本
能
は
、
数
を
重
要
に
見
る
。
従
っ
て
、
儲
け
る
た
め
の
出
版
業

者
は
、
い
つ
も
「
地
方
」
を
対
象
に
お
き
、
そ
こ
で
売
れ
る
た
め
に
は
、
決

し
て
「
地
方
的
水
準
」
を
高
め
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
に
媚
び
、
お
も
ね
り
、

面
白
が
ら
れ
る
こ
と
を
商
売
の
上
手
と
し
た
。

「
地
方
巡
り
」
と
い
う
一
つ
の
文
化
上
の
タ
イ
プ
は
出
版
か
ら
、
娯
楽
か
ら
、
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あ
ら
ゆ
る
面
に
存
在
し
て
い
る
。
吉
本
興
業
の
よ
う
な
漫
才
発
明
の
興
行
者

か
ら
、
今
度
除
名
さ
れ
た
講
談
社
ま
で
、
彼
等
の
尨
大
な
富
は
、
地
方
を
文

化
の
市
場
と
し
て
、
地
方
の
低
さ
を
餌
食
に
し
て
、
築
き
上
げ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
都
会
の
文
化
と
地
方
の
文
化
と
は
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
企
業
家
に
と

っ
て
、
地
方
は
、
文
化
的
殖
民
地
め
い
た
関
係
に
お
か
れ
た
。
地
方
そ
の
も

の
の
文
化
的
創
造
力
は
高
め
よ
う
と
さ
れ
ず
、
そ
の
性
格
を
よ
り
充
実
さ
せ
、

高
貴
な
ら
し
め
よ
う
と
は
援
助
さ
れ
ず
、
た
だ
、
欲
求
だ
け
を
も
っ
て
い
て
、

そ
れ
と
引
か
え
に
与
え
ら
れ
る
い
か
が
わ
し
い
一
冊
の
本
で
あ
っ
た
。
一
晩

の
観
劇
に
対
し
て
、
無
抵
抗
に
支
払
う
も
の
と
し
て
だ
け
扱
わ
れ
て
来
た
の

で
あ
る
。
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こ
こ
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
封
建
性
と
近
代
資
本
社
会
の
混
合
し
た

恐
ろ
し
い
害
悪
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
文
化
機
構
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
戦
争
中
の
日
本
人
民
は
、
あ

の
よ
う
に
侵
略
思
想
で
統
一
さ
れ
、
偽
瞞
さ
れ
つ
く
し
た
。
金
を
儲
け
る
文

化
企
業
者
は
、
人
民
の
生
血
そ
の
も
の
を
も
、
平
気
で
自
分
の
利
益
に
換
え

た
。
軍
閥
・
資
本
家
の
結
托
と
い
う
と
、
政
治
綱
領
め
い
て
響
く
が
、
現
実

は
ま
ざ
ま
ざ
と
そ
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
民
主
化
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
実
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

日
本
の
民
主
化
は
、
全
く
じ
か
に
、
私
た
ち
の
人
間
性
の
主
張
と
自
覚
と
、

人
間
と
し
て
生
き
る
よ
ろ
こ
び
の
確
保
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
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で
あ
る
。

　
地
方
文
化
と
都
会
文
化
と
の
分
裂
、
地
方
が
文
化
上
の
搾
取
に
会
う
こ
と

は
、
民
主
精
神
が
伸
長
し
て
、
地
方
に
お
け
る
人
民
自
治
の
実
質
が
高
ま
っ

た
と
き
、
根
底
か
ら
変
化
さ
せ
ら
れ
る
。

　
社
会
政
治
の
全
面
に
、
わ
た
し
た
ち
の
健
全
な
判
断
力
が
反
映
し
て
ゆ
く

に
つ
れ
て
、
文
化
に
対
し
て
も
私
た
ち
は
、
自
主
の
権
威
に
み
ち
た
選
択
の

自
由
を
も
ち
、
創
造
の
自
由
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
本
当
の
民
主
の
生
活
と
そ
の
こ
こ
ろ
が
身
に
つ
け
ば
、
地
方
が
所
謂
地
方

主
義
に
陥
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
来
る
。
自
分
の
地
方
だ
け
の
独
特
性
、
そ

の
価
値
、
そ
の
主
張
を
固
執
す
る
心
理
の
原
因
は
、
一
方
に
単
調
な
、
画
一

な
中
央
主
義
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
亦
、
十
分
の
民
主
化
の
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な
い
社
会
文
化
に
お
こ
る
危
険
で
あ
り
、
民
主
化
に
よ
っ
て
だ
け
解
放
さ
れ

る
困
難
な
の
で
あ
る
。

　
今
日
、
地
方
に
、
文
化
の
動
き
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け

の
こ
と
で
は
な
い
と
思
え
る
。
日
本
の
全
社
会
が
、
ど
ん
な
に
動
き
出
し
て

来
て
い
る
か
と
い
う
証
拠
で
あ
る
と
思
う
。
若
い
世
代
が
、
自
分
た
ち
の
青

春
と
発
展
の
可
能
を
、
自
覚
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
で

あ
る
と
思
う
。
文
化
の
波
音
は
、
そ
の
社
会
、
そ
の
地
方
の
い
の
ち
の
動
き

の
歌
で
あ
る
。
解
放
へ
の
羽
づ
く
ろ
い
の
気
配
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
地
方
に
紙
が
あ
り
、
印
刷
能
力
が
あ
る
と
い
う
偶

然
以
上
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
十
分
に
会
得
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
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今
は
じ
め
て
、
私
た
ち
は
公
然
と
し
て
人
民
た
る
自
分
を
生
か
し
は
じ
め

た
。
私
た
ち
の
文
化
も
、 

漸  

々 

よ
う
よ
う

こ
れ
か
ら
私
た
ち
の
も
の
と
し
て
成
長
し

は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
隅
々
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
日
本

の
町
々
か
ら
、
日
本
の
人
民
の
議
論
と
、
笑
い
と
、
真
摯
な
物
語
り
と
や
さ

し
い
心
情
の
流
露
と
が
溢
れ
て
、
荒
廃
し
た
日
本
を
沃
土
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
日
本
は
、
こ
の
よ
う
に
小
さ
い
島
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
南
と
北
に
弓
な

り
に
張
ら
れ
て
い
て
、
地
方
の
文
化
的
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
は
貧
し
い
と
い
う

こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
よ
り
豊
か
に
よ
り
豊
か
に
と
、
成
育
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
小
さ
い
な
が
ら
も
充
実
し
た
文
化
を
も
つ
人
民
の
日
本
と
し
て
、
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晴
れ
晴
れ
と
、
自
信
に
み
ち
た
明
る
い
瞳
を
も
っ
て
世
界
に
登
場
し
よ
う
と

希
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
六
年
五
・
六
月
〕
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