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人
を
つ
か
ま
へ
て
親
切
め
か
し
て
忠
告
す
る
の
は
、
人
を
つ
か
ま
へ
て
無

責
任
に
罵
倒
す
る
の
と
同
じ
位
い
い
氣
持
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
自
分
の
座
右
の
銘
で
は
無
い
。
大
正
七
年
二
月
深
川
區
猿
江
町
吉

村
忠
雄
と
封
筒
に
は
署
名
し
、
半
紙
七
枚
に
鐵
筆
で
細
か
く
書
い
た
「
水
上

瀧
太
郎
君
に
與
ふ
」
と
い
ふ
文
章
に
次
郎
生
と
名
告の
つ
た
人
か
ら
難
詰
状
を

受
取
つ
た
時
に
、
ふ
と
自
分
の
腦
裡
に
浮
ん
だ
安
價
な
る
詭
辯
で
あ
る
。

　
吉
村
忠
雄
氏
事
次
郎
生
、
若
し
く
は
次
郎
生
事
吉
村
忠
雄
氏
、
或
は
も
つ

と
正
確
に
い
へ
ば
吉
村
忠
雄
及
び
次
郎
生
事
某
氏
は
、

　
　
瀧
太
郎
君
足
下

　
　
余
は
君
と
は
昵
近
の
間
柄
の
も
の
で
あ
る
。
否
獨
り
君
の
み
と
は
言
は
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ず
君
の
一
族
同
胞
に
は
格
別
な
る
近
親
の
者
で
あ
る
　
　
君
の
生
立
や

　
　
兩
親
や
乃
至
は
平
常
生
活
か
ら
家
庭
に
於
け
る
起
居
皆
一
々
手
に
取
る

　
　
如
く
知
り
拔
い
て
居
る
も
の
ゝ
一
人
で
あ
る
。

　
　
で
は
あ
る
が
君
が
文
學
に
趣
味
を
持
つ
て
居
る
、
文
才
に
長
け
て
居
る

　
　
と
い
ふ
事
を
他
人
か
ら
聞
き
傳
へ
た
り
紙
上
で
見
た
り
し
た
の
は
比
較

　
　
的
後
の
事
に
屬
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
何
故
か
と
い
ふ
に
君
が
筆
を
執
る
際
は
必
ず
姓
名
共
に
別
名
を

　
　
用
ひ
て
居
る
こ
と
、
も
一
つ
は
余
が
餘
り
に
君
と
は
近
親
で
あ
る
か
ら

　
　
平
常
君
が
文
學
書
な
ど
繙
ひ
も
とい
て
居
る
の
を
知
つ
て
居
て
も
、
所
謂
文
士

　
　
仲
間
に
左と
や
右か
う
言
は
れ
る
程
で
は
勿
論
な
い
し
、
猶
又
何
に
彼あ
の
子

　
　
供
が
　
　
と
い
ふ
觀
念
が
先
入
主
と
な
つ
て
居
た
事
と
が
、
余
の
君
の
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文
才
を
知
る
こ
と
の
後おく
れ
た
主
た
る
原
因
で
あ
る
と
申
し
た
い
。

　
と
書
出
し
て
、
扨
て
そ
の
人
は
自
分
が
「
所
謂
文
士
の
仲
間
入
り
を
し
て

居
る
」
事
を
知
り
、

　
　
彼
の
子
供
が
何ど
ん
な
事
を
書
く
だ
ら
う
と
か
、
ど
ん
な
文
藝
上
の
手
腕

　
　
を
も
つ
て
居
る
だ
ら
う
と
か
、
或
は
題
材
は
何
ん
な
も
の
を
捉
へ
る
だ

　
　
ら
う
と
か
、
そ
れ
は
そ
れ
は
余
の
君
に
對
す
る
期
待
は
蓋
し
豫
想
外
に

　
　
大
き
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
と
稱
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
御
苦
勞
樣
に
も
「
多
忙
な
身
で
は
あ
る
が
、
三

田
文
學
に
出
た
作
品
は
一
つ
殘
ら
ず
讀
み
」
、
先
頃
大
阪
毎
日
及
び
東
京
日

日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
先
生
」
と
い
ふ
小
品
も
毎
日
缺
か
さ
ず
讀
ん
だ
の

だ
さ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
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余
の
期
待
の
餘
り
に
大
き
過
ぎ
た
爲
で
あ
つ
た
か
、
或
は
又
余
の
文
學

　
　
に
對
す
る
眼
識
が
偏
狹
で
あ
る
か
は
知
ら
ぬ
が
、
左
程
ま
で
に
大
な
り

　
　
し
余
の
期
待
は
君
の
作
品
を
漁
り
行
く
に
從
つ
て
次
第
々
々
に
薄
れ
て
、

　
　
果
て
は
大
な
る
失
望
と
化
し
去
つ
た
の
で
あ
る
。
特
に
「
先
生
」
の
一

　
　
篇
を
見
て
か
ら
は
更
に
其
感
を
深
く
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
と
殘
念
が
つ
て
ゐ
る
。

　
以
上
が
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
「
水
上
瀧
太
郎
君
に
與
ふ
」
の
は
し

が
き
で
、
自
分
及
び
自
分
の
家
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
て
、
水
上
瀧
太
郎
を
「
な

ん
の
彼
の
子
供
が
」
と
思
つ
て
ゐ
る
と
稱
す
る
大
人
は
、
次
の
如
き
詰
問
と

慢
罵
に
移
つ
て
行
つ
た
。

　
　
瀧
太
郎
君
足
下
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余
は
勿
論
君
と
は
生
活
状
態
も
違
ふ
し
、
文
藝
に
就
い
て
彼
是
れ
議
論

　
　
を
戰
は
す
程
の
素
養
を
持
つ
て
は
居
ら
ぬ
。

　
　
が
少
し
君
に
尋
ね
て
見
度
い
と
思
ふ
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
で
は
な
い
、

　
　
文
藝
の
價
値
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
れ
も
總
括
的
に
文
藝
其
物
に
就
て

　
　
で
な
く
新
聞
紙
の
如
き
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
　
　
階
級
と
い
つ
て
も
上
下

　
　
卑
賤
を
指さす
の
で
は
な
い
、
主
と
し
て
文
藝
を
解
す
る
解
せ
な
い
を
標
準

　
　
と
し
て
で
あ
る
　
　
に
接
す
る
機
關
に
公
表
す
る
場
合
の
も
の
を
い
ふ

　
　
の
で
あ
る
。
余
は
斯
う
し
た
場
合
の
價
値
は
其
作
品
即
ち
小
説
な
り
隨

　
　
筆
な
り
が
一
般
讀
者
の
感
興
を
惹
く
こ
と
の
多
少
と
、
勸
善
懲
惡
的
な

　
　
誘
導
力
の
多
少
と
に
由よ
り
決
す
る
も
の
と
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
し
て
此
點
が
文
藝
雜
誌
な
ど
に
て
發
表
す
る
場
合
と
違
ふ
事
と
思
ふ
の
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で
あ
る
。
君
は
之
に
關
し
如
何
樣
な
意
見
を
持
て
居
ら
る
ゝ
か
御
高
見

　
　
を
伺
ひ
度
い
。
余
は
後
者
に
於
て
は
其
讀
者
が
前
者
の
夫それ
と
は
違
ふ
し
、

　
　
又
後
者
其
物
の
天
職
も
前
者
と
は
違
ふ
。
同
じ
「
先
生
」
で
も
後
者
に

　
　
は
あ
れ
で
も
宜
い
か
知
れ
ぬ
が
前
者
に
は
不
向
な
も
の
と
思
ふ
。
單
に

　
　
不
向
な
許
り
で
な
く
第
一
物
に
な
つ
ち
や
居
な
い
。
余
は
彼あ
れ
を
讀
ん

　
　
で
何
等
の
感
興
を
催
さ
な
か
つ
た
。

　
こ
れ
は
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
文
藝
觀
で
、
如
何
に
大
人
と
い
ふ
も

の
は
頭
腦
あ
た
ま
の
惡
い
も
の
で
あ
る
か
を
證
明
し
て
ゐ
る
。
最
初
に
「
彼
是
議
論

を
戰
は
す
程
の
素
養
も
持
つ
て
は
お
ら
ぬ
」
と
公
言
し
て
は
ゐ
る
も
の
ゝ
、

續
い
て
自
己
の
文
藝
觀
を
説
い
て
相
手
方
の
意
見
を
伺
ひ
度
い
と
云
つ
て
ゐ

る
の
は
、
即
ち
「
彼
是
議
論
を
戰
は
し
」
度
い
の
で
あ
つ
て
「
素
養
も
持
つ
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て
居
ら
ぬ
」
と
い
ふ
の
は
單
に
自
ら
を
低
く
し
得
た
り
と
す
る
習
慣
的
禮
儀

に
過
ぎ
な
い
の
で
、
實
は
存
外
自
分
の
功
利
的
文
藝
觀
に
滿
足
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
か
う
し
て
自
分
の
立
場
を
明
か
に
し
て
置
い
て
、
吉
村
忠
雄
氏
又

は
次
郎
生
は
「
先
生
」
の
一
篇
に
對
し
て
批
評
を
下
し
た
。

　
　
恐
ら
く
余
ば
か
り
で
な
く
あ
あ
い
ふ
書
き
な
ぐ
り
物
で
は
天
下
の
人
皆

　
　
さ
う
で
あ
ら
う
。
先
生
は
天
下
の
人
の
認
め
て
、
以
て
偉
人
と
す
る
偉

　
　
人
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
人
の
平
素
の 

洒  

落 

し
や
ら
く

な
處
を
寫
さ
う
偉
な
る
言

　
　
行
を
寫
さ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
つ
と
讀
者
の
興
味
を
そ
そ
り
深
刻
な

　
　
る
印
象
を
頭
に
殘
す
樣
な
も
の
で
な
け
ら
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。
彼

　
　
の
作
は
此
點
に
於
て
先
づ
全
然
失
敗
し
て
居
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

　
　
即
ち
題
材
と
し
て
の
平
素
の
言
行
の
取
り
方
が
當
を
得
て
居
な
い
。
迅
は
や
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き
こ
と
風
の
如
き
も
の
の
後
に
は
動
か
ざ
る
こ
と
巖
の
如
き
も
の
を
、

　
　
靜
な
る
こ
と
林
の
如
き
も
の
の
後
に
は
波
瀾
幾
千
丈
と
い
つ
た
風
の
も

　
　
の
を
配
す
る
と
か
、
坦
々
で
な
く
紆
餘
曲
折
端
睨
す
べ
か
ら
ざ
る
中
に

　
　
偉
人
の
俤
を
偲
ぶ
と
い
ふ
風
に
す
る
の
が
眞
に
是
れ
偉
人
を
偉
人
と
し

　
　
て
遇
し
、
讀
者
の
興
味
を
彌いや
が
上
に
も
湧
き
立
た
せ
、
且
つ
は
後
世
の

　
　
人
々
を
し
て
其
俤
を
偲
ば
し
む
る
眞
の
方
法
で
は
あ
る
ま
い
か
、
文
筆

　
　
の
炳
乎
日
月
の
如
く
後
世
を
照
ら
す
と
は
實
に
此
事
を
言
つ
た
も
の
で

　
　
は
な
か
ら
う
か
。
或
は
足
下
は
言
は
ん
、
先
生
は
然さ
る
波
瀾
に
富
ん
だ

　
　
性
行
の
人
で
は
な
く
、
世
に
平
凡
な
る
偉
人
と
言
は
れ
し
通
り
頗
る
常

　
　
識
の
發
達
せ
る
平
凡
な
る
人
で
あ
つ
た
と
。
併
し
足
下
よ
言
ふ
勿
れ
、

　
　
當
時
は
吾
國
開
闢
以
來
の
思
想
の
動
搖
轉
換
期
に
し
て
實
に
先
生
は
其
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の
先
唱
者
に
し
て
又
中
心
點
な
り
し
な
り
。
其
の
言
行
や
奇
拔
に
し
て

　
　
當
時
の
人
に
し
て
は
奇
想
天
外
よ
り
落
つ
る
と
い
ふ
樣
な
こ
と
ば
か
り

　
　
さ
れ
た
人
で
あ
る
。

　
　
君
の
「
先
生
」
に
對
し
て
詳
密
な
る
批
評
を
下
す
と
い
ふ
こ
と
は
又
他

　
　
日
に
讓
る
と
し
よ
う
。
茲
で
は
單
に
何
等
讀
者
に
感
興
を
起
さ
せ
な
い

　
　
作
は
價
値
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
君
の
「
先
生
」
は
正
し
く

　
　
斯
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
に
止
め
て
置
き
度
い
。

　
此
の
一
節
は
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
が
、
最
も
い
い
氣
持
で
書
い
た
も

の
ら
し
く
、
陳
腐
な
形
容
詞
を
澤
山
持
ち
出
し
て
、
見
當
違
ひ
の
議
論
を
吹

掛
け
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
近
代
の
文
章
特
に
「
先
生
」
の
鼓
吹
し
た
や
う
な

進
ん
だ
文
章
に
馴
れ
た
若
い
者
に
は
、
到
底
吹
出
さ
な
い
で
は
讀
め
な
い
程
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愛
嬌
に
富
ん
で
ゐ
る
。
自
分
は
非
常
な
る
興
味
を
以
て
讀
ん
だ
。
若
し
も
低

級
な
る
興
味
で
も
敢
へ
て
構
は
ず
、
讀
む
者
を
面
白
が
ら
せ
る
の
が
文
章
の

第
一
義
だ
と
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
が
考
へ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
期
せ
ず
し

て
人
を
失
笑
せ
し
め
る
氏
の
文
章
な
ど
も
「
炳
乎
日
月
の
如
く
後
世
を
照
ら

す
」
種
類
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
自
分
に
忠
告
し
て
左
の
如
く
述
べ
て

ゐ
る
。
故
意
か
粗
忽
か
今
度
は
、

　
　
瀧
太
郎
足
下

　
と
君
の
一
字
が
無
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
　
夫
れ
か
ら
次
に
も
一
つ
御
尋
ね
し
た
い
の
は
君
が
文
章
に
親
ん
で
居
ら

　
　
れ
る
の
は
あ
れ
は
好
き
か
ら
に
、
弄
ん
で
居
ら
れ
る
の
か
、
或
は
本
職
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的
に
沒
頭
さ
れ
て
居
る
の
か
、
余
は
何
れ
で
も
宜
し
い
の
で
あ
る
が
、

　
　
右
と
か
左
と
か
そ
れ
に
依
つ
て
些
か
注
文
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
強
あ
な
がち
君
に
對
し
て
興
味
を
棄
て
よ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
が
、
内
々
に
好

　
　
き
か
ら
に
筆
を
執
つ
て
樂
ん
で
居
る
と
い
ふ
の
な
ら
ば
餘
り
駄
作
は
公

　
　
表
せ
ぬ
が
宜よい
で
は
な
い
か
、
些
か
自
ら
文
筆
に
得
意
な
と
い
ふ
の
で
鼻

　
　
に
か
け
る
の
は
宜
ろ
し
く
な
い
。
時
々
の
創
作
物
を  

可    

然  

し
か
る
べ
き

先
生
な

　
　
り
先
輩
な
り
に
添
削
し
て
貰
つ
て
樂
ん
で
居
れ
ば
よ
い
譯
で
あ
る
。
何

　
　
も
公
表
し
て
見
せ
び
ら
か
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
か
ら
本
職
と
し

　
　
て
居
る
と
い
ふ
な
ら
ば
誠
に
情
け
な
い
こ
と
だ
と
思
ふ
。
先
き
に
も
一

　
　
寸
述
べ
た
通
り
世
間
で
左と
や
右か
う
云
ふ
か
ら
ど
ん
な
か
と
思
つ
て
居
た

　
　
ら
ま
だ
あ
ん
な
も
の
を
書
い
て
居
る
！
五
年
も
七
年
も
其
途
に
親
ん
で
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居
て
夫
れ
で
ま
だ
彼
れ
位
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
一
層
の
事
止
し
た
方
が

　
　
宜
し
か
ら
う
。
そ
れ
よ
り
も
君
が
專
門
に
修
め
た
も
の
で
も 

確  

乎 

し
つ
か
り

と

　
　
や
つ
た
が
何ど
れ
位
國
家
を
益
す
る
か
知
れ
や
せ
ぬ
。
二
兎
を
追
へ
ば
一

　
　
兎
を
も
得
ず
で
兩
方
と
も
半
噛
り
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。

　
　
君
が
先
年
笈
を
海
外
に
負
ひ
た
る
も
何
の
爲
で
あ
つ
た
か
、
徒
ら
に

　
　
「
汽
車
の
旅
」
を
書
く
爲
で
は
な
か
つ
た
ら
う
。
必
ず
や
其
修
め
得
た

　
　
處
の
も
の
を
以
て
大
に
活
動
せ
ん
が
爲
で
あ
つ
た
ら
う
。
今
や
國
事
は

　
　
日
々
に
多
端
で
三
文
文
士
の
御
託
ご
た
く
を
聞
く
よ
り
も
一
人
で
も
多
く
の
實

　
　
際
家
を
必
要
と
し
て
居
る
。
思
想
界
の
如
き
は
少
數
の
天
才
肌
の
人
に

　
　
任
せ
て
置
け
ば
宜
し
い
。
趣
味
を
持
つ
て
居
る
と
か
多
少
の
文
才
が
あ

　
　
る
と
か
云
つ
て
、
レ
ベ
ル
若
く
は
レ
ベ
ル
よ
り
稍
々
上
へ
出
た
位
の
者
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が
吾
も
吾
も
と
ウ
ヨ
ウ
ヨ
集
ま
る
必
要
は
な
い
。
思
想
界
の
明
星
と
な

　
　
つ
て
國
民
を
左
右
す
る
の
も
宜
い
が
、
目
下
の
急
務
は
ハ
ン
マ
ア
を
能

　
　
く
使
ふ
人
を
國
家
は
よ
り
多
く
要
望
し
て
居
る
。
思
想
界
の
中
で
も
君

　
　
の
は
小
説
や
隨
筆
の
樣
な
も
の
で
目
下
大
し
て
缺
乏
し
て
居
る
も
の
で

　
　
も
な
い
。

　
論
旨
は
益
々
亂
暴
に
な
つ
て
、
攻
撃
さ
れ
て
居
る
筈
の
自
分
は
寧
ろ
喜
劇

を
見
て
ゐ
る
や
う
な
笑
ひ
を
止
め
る
事
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
瀧
太
郎
君
足
下

　
　
第
三
に
君
に
尋
ね
た
い
の
は
君
の
文
藝
名
で
あ
る
。
多
く
の
所
謂
文
士

　
　
と
稱
す
る
も
の
は
大
概
皆
名
前
だ
け
雅
號
樣
の
も
の
を
用
ひ
て
居
る
の

　
　
に
君
は
姓
ま
で
も
變
へ
て
居
る
。
彼
れ
は
何
故
本
姓
で
は
い
け
な
い
の

15



　
　
か
、
あ
れ
は
法
律
で
名
前
だ
け
に
し
ろ
と
定
め
て
あ
る
譯
で
な
く
各
自

　
　
が
勝
手
に
假
の
名
を
用
ひ
る
の
で
、
夫
れ
も
是
非
と
も
用
ひ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
と
い
ふ
規
定
が
あ
る
譯
ぢ
や
な
し
、
で
あ
る
か
ら
余
は
姓
迄

　
　
も
改
め
て
居
る
の
だ
と
言
へ
ば
夫
れ
ま
で
だ
が
、
男
子
が
筆
を
取
つ
て

　
　
天
下
に
見まみ
へ
る
の
な
ら
ば
須
す
べ
から
く
堂
々
と
や
る
べ
し
だ
。
そ
れ
が
慣
習

　
　
と
か
或
は
さ
う
す
る
に
至
る
歴
史
と
か
故
事
と
か
が
あ
る
と
い
ふ
な
ら

　
　
ば
名
前
だ
け
雅
號
を
用
ひ
て
、
姓
は
本
姓
に
し
て
置
け
ば
よ
い
で
は
な

　
　
い
か
、
何
う
だ
ら
う
此
事
は
？

　
吉
村
忠
雄
又
は
次
郎
生
と
稱
す
る
「
堂
々
た
る
男
子
」
で
、
し
か
も
匿
名

を
用
ゐ
て
ゐ
る
人
は
、
「
先
生
」
が
新
聞
に
出
て
ゐ
る
中
に
此
の
一
文
を
寄

せ
て
掲
載
を
中
止
さ
せ
よ
う
と
思
つ
た
程
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
他
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人
の
雅
號
を
用
ゐ
る
事
を
云
云
し
な
が
ら
、

　
　
余
は
今
此
書
を
匿
名
で
も
つ
て
君
に
呈
上
す
る
が
、
之
は
暫
時
許
し
て

　
　
呉
れ
玉
へ
、
其
中
に
は
屹
度
判
る
時
が
來
る
か
ら
、
君
も
此
書
を
手
に

　
　
し
た
か
ら
に
は
何
人
が
寄
越
し
た
か
と
屹
度
疑
念
を
抱
く
こ
と
だ
ら
う
、

　
　
何
人
で
あ
る
か
當
て
て
見
る
の
も
一
面めん
面
白
い
こ
と
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　
と
い
い
氣
な
よ
た
を
飛
ば
し
た
擧
句
に
、

　
　
以
上
の
問
に
對
し
て
日
々
紙
上
な
り
三
田
文
學
な
り
へ
御
答
を
し
て
下

　
　
さ
つ
た
ら
ば
、
余
の
頗
る
幸
甚
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
二
月
十
八

　
　
日
夜
）

　
と
最
後
を
結
ん
だ
。

　
吉
村
忠
雄
又
は
次
郎
生
は
、
自
己
の
匿
名
を
辯
護
し
て
、
「
何
人
で
あ
る

17



か
當
て
て
見
る
も
面
白
い
だ
ら
う
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
自
分
に
は
自
分
の

「
近
親
者
」
の
中
に
こ
ん
な
馬
鹿
々
々
し
い
人
間
を
發
見
す
る
事
は
出
來
な

い
。
こ
の
「
堂
々
た
る
男
子
」
は
深
川
區
猿
江
町
と
封
筒
に
は
書
い
て
居
る

け
れ
ど
、
郵
便
局
の
消
印
は
三
田
局
で
、
大
正
七
年
二
月
十
九
日
午
前
十
時

と
十
一
時
の
間
に
受
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
に
は
深
川
猿
江
町
に
住
む

親
類
も
友
人
も
無
い
か
ら
、
こ
れ
も
亦
「
堂
々
た
る
男
子
」
の
卑
怯
な
る
詐ト

   

術 

リ
ツ
ク
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
。

　
何
れ
に
し
て
も
自
分
に
は
誰
人
の
手
に
成
つ
た
一
文
で
あ
る
か
見
當
が
つ

か
な
い
。
文
中
見
る
と
こ
ろ
の
目
障ざは
り
な
田
舍
訛
、 

例  

之 

た
と
へ
ば

「
な
け
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
」
「
好
き
か
ら
に
筆
を
執
つ
て
」
な
ど
と
云
ふ
の
を
見
る
と
、
頭
腦

ば
か
り
で
な
く
起
居
動
作
も
粗
野
な
人
間
な
の
だ
ら
う
と
思
ふ
け
れ
ど
、
そ
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ん
な
粗
野
な
人
間
を
「
近
親
者
」
の
中
に
見
出
す
事
は
出
來
な
い
。
或
は
吉

村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
住
所
を
詐
り
、
姓
名
を
か
く
す
の
と
同
一
筆
法
で

「
近
親
者
」
だ
な
ど
と
嘘
を
つ
い
て
ゐ
る
の
か
と
さ
へ
疑
は
れ
る
位
、
誰
人

の
所
業
か
推
測
さ
へ
も
不
可
能
で
あ
る
。
兎
に
角
自
分
は
自
分
の
近
親
者
の

中
に
、
か
う
い
ふ
沒
分
曉
漢

わ
か
ら
ず
や

の
居
な
い
事
を
希
望
す
る
。

　
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
「
あ
の
子
供
が
」
と
輕
蔑
し
た
語
調
で
繰
返

し
て
ゐ
る
が
、
子
供
は
常
に
大
人
よ
り
も
悧
巧
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
よ
り

も
年
長
の
者
よ
り
も
年
少
の
者
に
對
す
る
時
の
方
が
怖
ろ
し
い
。
若
き
時
代

は
常
に
一
種
の
脅
迫
的
壓
倒
力
を
以
て
自
分
の
後
に
迫
つ
て
來
る
。
子
供
を

馬
鹿
に
す
る
者
は
自
分
の
耄
碌
に
氣
の
附
か
な
い
人
間
に
違
ひ
な
い
。

　
詰
問
者
は
明
か
に
「
先
生
」
に
對
し
て
義
憤
を
發
し
て
ゐ
る
。
不
幸
に
し
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て
自
分
は
彼
の
一
篇
に
對
し
て
自
ら
そ
の
出
來
榮
の
勝
れ
て
ゐ
な
い
の
を
恥

ぢ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
彼
の
作
品
が
「
物
に
な
つ
ち
や
居
な
い
」
と
云
は
れ
て

も
爲
方
が
無
い
と
覺
悟
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の

言
ふ
や
う
な
見
當
違
ひ
の
攻
撃
に
對
し
て
は
、
甘
ん
じ
て
首
肯
す
る
事
は
出

來
無
い
。

　
第
一
に
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
文
藝
の
價
値
は
「
一
般
讀
者
の
感

興
を
惹
く
こ
と
の
多
少
と
勸
善
懲
惡
的
な
誘
導
力
の
多
少
と
に
由
り
て
決
す

る
」
も
の
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
。
尤
も
そ
の
前
に
、
そ
れ
は
「
新
聞
紙
の
如
き

上
下
卑
賤
あ
ら
ゆ
る
階
級
」
を
通
じ
て
讀
ま
れ
る
も
の
に
公
表
す
る
場
合
と

斷
り
、
更
に
上
下
卑
賤
と
は
文
藝
を
解
す
る
と
否
と
を
標
準
と
し
て
決
す
る

區
別
だ
と
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
全
體
の
論
旨
か
ら
推
測
し
て
、
此
の
制
限
は
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餘
り
重
要
な
意
味
は
無
く
、
難
者
は
勸
善
懲
惡
の
規
矩
に
よ
つ
て
藝
術
の
作

品
の
價
値
を
定
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
做
し
て
も
差
支
へ
な
い
ら
し

い
。
貴
重
な
る
紙
面
を
費
し
て
、
今
更  

教    

訓    

的  

ダ
イ
ダ
ク
テ
イ
ツ
ク

な
藝
術
の
作
品
は
價

値
の
高
い
も
の
で
な
い
事
を
茲
に
説
明
す
る
勞
は
避
け
る
事
に
す
る
が
、
吉

村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
論
理
か
ら
云
へ
ば
、
浪
花
節
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
音

曲
よ
り
も
價
値
の
あ
る
も
の
、
曾
我
迺
家
の
仁に
輪は
加か
は
歌
舞
伎
劇
よ
り
も
尊

い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
他
の
方
面
に
例
を
と
れ
ば
、
愚
夫
愚

婦
の
大
衆
に
信
奉
さ
れ
る
天
理
教
の
お
婆
さ
ん
は
並
ぶ
も
の
な
き
偉
人
で
あ

ら
う
。  

熟    

々  

つ
く
／
″
＼

考
へ
る
迄
も
無
く
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
如
き
は

「
上
下
卑
賤
の
階
級
」
の
最
も
卑
賤
な
る
部
類
に
屬
す
る
人
に
違
ひ
な
い
。

　
曾
て
乃
木
大
將
が
腹
を
切
つ
て
死
ん
だ
頃
、
渡
邊
霞
亭
と
い
ふ
小
説
家
が
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そ
の
逸
事
を
集
め
て
小
説
體
で
書
い
た
事
が
あ
つ
た
。
勿
論
「
一
般
讀
者
の

感
興
を
惹
く
こ
と
」
を
專
一
と
し
た
も
の
で
、
忠
君
愛
國
の
結
晶
、
勤
儉
尚

武
の
模
範
と
し
て
、
主
人
公
な
る
將
軍
を
神
の
座
に
押
直
さ
う
と
努
め
た
も

の
で
あ
つ
た
。
そ
の
一
節
に
、
將
軍
の
質
素
を
物
語
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。

兵
營
か
ら
時
た
ま
歸
つ
て
來
る
夫
を
慰
め
る
爲
に
、
夫
人
は
夫
の
好
物
の
豆

腐
は
も
と
よ
り
、
心
づ
く
し
の
料
理
を
膳
に
の
ぼ
せ
て
す
す
め
た
が
、
將
軍

は
數
々
の
料
理
の
並
ん
だ
の
を
見
て
反
つ
て
不
機
嫌
に
な
り
、
豆
腐
以
外
に

は
一
切
箸
を
つ
け
な
か
つ
た
。
食
事
が
濟
む
と
夫
人
に
向
つ
て
、
久
々
に
我

家
で
う
ま
い
食
事
を
し
た
喜
び
を
述
べ
た
後
で
、
「
若
し
豆
腐
だ
け
で
、
他

の
お
か
ず
が
な
か
つ
た
ら
も
つ
と
う
ま
か
つ
た
ら
う
」
と
將
軍
は
云
つ
た
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
話
を
讀
ん
だ
時
に
、
自
分
は
將
軍
の
芝
居
氣
の
多
か
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つ
た
事
に
は
反
感
を
持
つ
て
居
た
け
れ
ど
、
兎
に
角
珍
し
い
悲
劇
的
性
格
の

人
と
し
て
崇
敬
も
し
て
ゐ
た
の
が
、
意
外
に
安
つ
ぽ
い
け
ち
な
人
間
に
思
は

れ
て
來
て
不
愉
快
だ
つ
た
。
教
訓
的
の
作
品
と
い
ふ
も
の
は
、
屡
々
か
う
い

ふ
弊
害
に
傾
き
易
い
事
を
知
つ
て
貰
ひ
度
い
。
學
校
で
教
へ
る
二
宮
金
次
郎

や
近
江
聖
人
を
道
具
に
使
ふ
修
身
よ
り
も
、
狐
や
烏
が
物
を
云
ふ
お
伽
噺
が

如
何
に
深
く
子
供
の
純
美
な
る
心
に
觸
れ
る
か
。
無
理
押
し
つ
け
に
押
し
つ

け
て
飮
み
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
修
身
が
、
殆
ん
ど
教
育
的
効
果
を
持
つ
て
ゐ

な
い
事
は
、
實
際
教
育
の
任
に
當
る
人
の
常
に
嘆
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
先
生
」
が
「
物
に
な
つ
ち
や
居
な
い
」
と
い
ふ
批
評
は
自
分
の
甘
受
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
彼
の
作
品
が
如ど

何う
い
ふ
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
全
然
了
解
し
て
ゐ
な
い
。
如
何
に
「
文
藝
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を
解
せ
ざ
る
卑
賤
の
階
級
」
の
一
人
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
自
負
し
過
ぎ
た

賤
民
で
あ
る
。
作
品
の
傾
向
を
了
解
し
な
い
の
は
爲
方
が
無
い
と
し
て
も
、

賤
民
の
癖
に
斯
く
あ
れ
と
指
導
し
て
ゐ
る
そ
の
指
導
が
、
全
く
作
者
と
し
て

の
自
分
の
常
に
避
け
度
い
と
思
ふ
と
こ
ろ
を
目
標
と
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
標
準
か
ら
「
物
に
な
つ
ち
や
居
な
い
」
と
罵
ら
れ
る
の
は
寧
ろ
名
譽
だ

と
い
つ
て
も
い
い
。

　
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
「
迅
き
事
風
の
如
き
も
の
の
後
に
は
動
か
ざ

る
こ
と
巖
の
如
き
も
の
を
、
靜
な
る
こ
と
林
の
如
き
も
の
の
後
に
は
波
瀾
幾

千
丈
と
い
つ
た
風
の
も
の
を
配
す
る
と
か
、
坦
々
で
な
く
紆
餘
曲
折
端
睨
す

べ
か
ら
ざ
る
中
に
偉
人
の
俤
を
偲
ぶ
と
い
ふ
風
に
す
る
の
が
眞
に
是
れ
偉
人

を
偉
人
と
し
て
遇
し
、
讀
者
の
興
味
を
彌
が
上
に
も
湧
き
立
た
せ
且
は
後
世
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の
人
々
を
し
て
其
俤
を
偲
ば
し
む
る
眞
の
方
法
」
だ
と
説
い
て
ゐ
る
が
、
そ

の
單
純
淺
薄
な
英
雄
化
、
戲
曲
化
を
避
け
る
の
が
、
眞
に
偉
人
を
偉
人
と
し

て
偲
ば
せ
る
も
の
だ
と
自
分
は
考
へ
る
。
古
來
我
國
の
歴
史
も
戲
曲
も
物
語

も
、
そ
の
中
に
現
れ
る
人
物
を
、
極
端
な
る
英
雄
豪
傑
聖
人
善
人
と
、
極
端

な
る
弱
蟲
卑
怯
者
佞
人
惡
人
の
二
派
に
分
け
る
慣
習
が
あ
る
の
で
、
そ
の
折

角
の
偉
人
豪
傑
、
又
は
反
對
の
惡
人
極
道
も
、
人
形
芝
居
の
人
形
よ
り
も
更

に
遙
に
人
間
ら
し
さ
を
缺
い
た
も
の
に
な
り
下
つ
て
し
ま
ふ
。
吉
村
忠
雄
氏

又
は
次
郎
生
が
要
求
す
る
處
も
、
即
ち
此
の
人
間
ら
し
か
ら
ぬ
人
間
と
し
て

「
先
生
」
を
描
け
と
い
ふ
に
外
な
ら
な
い
。

　
自
分
は
「
先
生
」
が
上
野
の
山
の
砲
聲
を
聞
き
な
が
ら
西
洋
の
經
濟
書
を

講
義
し
た
と
い
ふ
逸
事
や
、
伯
爵
に
敍
す
る
と
云
ふ
の
を
拒
ん
だ
と
い
ふ
話
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な
ど
よ
り
も
、
あ
れ
程
一
か
ら
十
迄
警
世
の
事
に
一
身
を
任
ね
た
人
も
家
庭

に
於
て
は
極
端
に
子
供
を
甘
や
か
し
た
と
い
ふ
話
を
聞
い
た
時
に
、
か
へ
つ

て
「
先
生
」
の
人
と
な
り
を
懷
し
く
思
つ
た
。
自
分
は
「
先
生
」
を
曲
解
し

て
、
人
形
や
土で
偶く
に
は
し
度
く
な
い
。
「
先
生
」
を
偉
大
な
り
と
思
ふ
丈

「
先
生
」
を
人
間
扱
ひ
し
度
い
の
で
あ
る
。

　
お
氣
の
毒
な
が
ら
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
單
に
文
藝
を
解
せ
ざ
る

「
卑
賤
民
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
然
文
字
を
解
さ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
さ
へ
疑
は
れ
る
。
そ
れ
は
「
足
下
は
言
は
ん
、
先
生
は
然
る
波
瀾
に
富

ん
だ
性
行
の
人
で
は
な
く
世
に
平
凡
な
る
偉
人
と
言
は
れ
し
通
り
頗
る
常
識

の
發
達
せ
る
平
凡
な
る
人
で
あ
つ
た
」
と
い
ふ
聞
き
捨
て
な
ら
ぬ
一
節
で
あ

る
。
自
分
の
「
先
生
」
の
何
處
に
「
先
生
」
を
平
凡
人
だ
と
書
い
て
あ
る
か
。
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自
分
は
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
考
へ
る
如
く
、
常
識
の
發
達
し
た
人
は

即
ち
平
凡
人
だ
な
ど
ゝ
い
ふ
亂
暴
な
考
へ
は
持
つ
て
居
な
い
。
又
偉
大
な
る

人
は
必
ず
奇
行
に
富
む
も
の
だ
な
ど
ゝ
い
ふ
間
違
つ
た
考
へ
も
持
つ
て
居
な

い
。
「
當
時
の
人
に
し
て
は
奇
想
天
外
よ
り
落
つ
る
と
い
ふ
樣
な
こ
と
ば
か

り
さ
れ
た
人
で
あ
る
」
と
さ
も
ほ
こ
り
か
に
詰
問
者
は
書
立
て
て
ゐ
る
が
、

「
先
生
」
の
偉
ら
か
つ
た
の
は
、
最
も
吾
々
の
生
活
を
時
勢
の
進
歩
に
伴
は

せ
つ
つ
合
理
的
に
導
い
た
事
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
滿
洲
浪
人
や
衆
議
院
々

外
團
の
や
う
な
奇
行
を
賣
物
に
す
る
徒
輩
と
同
列
に
見
ら
れ
て
は
堪
ら
な
い
。

乃
木
將
軍
は
腹
を
切
つ
た
か
ら
偉
い
の
で
は
な
い
。
西
郷
隆
盛
は
犬
を
引
張

つ
て
立
つ
て
居
る
か
ら
偉
い
の
で
は
な
い
。
我
が
「
先
生
」
は
腹
ご
な
し
に

米
を
つ
い
た
か
ら
偉
い
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
れ
で
「
先
生
」
に
對
す
る
答
辯
は
濟
ん
だ
か
ら
、
つ
い
で
に
斷
つ
て
置

く
が
、
「
先
生
」
は
新
作
で
は
な
く
て
大
正
一
年
か
二
年
頃
に
、
小
説
ら
し

か
ら
ぬ
小
説
を
書
き
度
い
と
い
ふ
欲
求
の
起
り
始
め
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

特
に
末
尾
に
そ
の
稿
了
の
日
附
を
記
し
て
置
い
た
の
だ
が
、
古
い
原
稿
を
掲

げ
る
事
は
新
聞
社
の
喜
ば
ぬ
と
こ
ろ
だ
つ
た
と
見
え
て
、
作
者
に
は
無
斷
で

削
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
次
に
質
問
さ
れ
た
の
は
「
好
き
か
ら
に
文
筆
を
弄
ん
で
ゐ
る
の
か
或
は
本

職
的
に
沒
頭
し
て
ゐ
る
の
か
」
と
い
ふ
頭
腦
あ
た
ま
の
古
い
連
中
の
お
き
ま
り
文
句

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
道
樂
か
本
氣
か
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
自
分
の
創

作
慾
は
〔
十
七
字
略
〕
政
治
家
と
稱
さ
れ
る
人
間
が
憲
政
を
弄
ぶ
の
と
は
、

些
か
趣
を
異
に
し
て
居
る
。
自
分
は
文
筆
で
衣
食
は
し
て
ゐ
な
い
が
、
そ
れ
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が
本
氣
で
な
い
證
據
に
は
な
ら
な
い
。
銀
行
員
が
銀
行
の
仕
事
ば
か
り
し
て

ゐ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
人
が
本
氣
だ
と
は
限
ら
な
い
。
要
は

そ
の
意
志
に
あ
る
の
で
、
外
觀
の
差
別
は
問
題
の
外
で
あ
る
。
自
分
が
勸
善

懲
惡
を
專
一
に
し
た
り
、
「
卑
賤
階
級
」
を
顧
客
と
し
て
創
作
を
す
る
の
な

ら
、
そ
れ
は
本
氣
で
な
い
と
云
は
れ
て
も
爲
方
が
無
い
。
吉
村
忠
雄
氏
又
は

次
郎
生
の
如
き
、
お
粗
末
な
程
簡
短
な
人
間
に
は
、
手
取
早
い
職
業
別
に
よ

つ
て
、
人
を
見
る
以
上
に
人
間
性
を
見
る
丈
の
能
力
は
無
い
に
違
ひ
な
い
。

　
更
に
粗
雜
な
る
頭
腦
の
持
主
は
、
自
分
が
數
年
間
海
外
に
留
學
し
た
の
は

小
説
「
汽
車
の
旅
」
を
書
く
爲
で
は
な
く
、
「
必
ず
や
其
修
め
得
た
處
の
も

の
を
以
て
大
い
に
活
躍
せ
ん
が
爲
で
あ
つ
た
ら
う
」
と
難
じ
て
ゐ
る
が
、
自

分
は
「
汽
車
の
旅
」
を
書
く
爲
め
に
洋
行
し
た
の
だ
と
答
へ
て
も
構
は
な
い
。
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少
く
と
も
あ
の
一
篇
は
自
分
が
外
國
か
ら
歸
つ
て
か
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
自
分
が
何
か
し
ら
海
外
で
學
ん
だ
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
の
中

に
含
ま
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
正
直
の
と
こ
ろ
自
分
は
「
先
生
」
に
は
自
信

が
無
い
が
、
「
汽
車
の
旅
」
の
方
は
多
少
自
分
の
作
品
と
し
て
は
、
い
い
も

の
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
。
學
校
で
無
理
に
教
へ
る
學
問
な
ど
よ
り
も
遙
に
尊
い

も
の
が
、
あ
の
小
篇
の
中
に
潛
ん
で
ゐ
る
事
を
思
ふ
と
、
自
分
は
海
外
留
學

の
徒
事
で
な
か
つ
た
事
を
滿
足
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
さ
も
知
つ
た
ふ
り
を
し
て
「
君
が
專
門
に

修
め
た
も
の
で
も
確
乎
し
つ
か
り
と
や
つ
た
が
い
ゝ
」
な
ど
ゝ
云
つ
て
ゐ
る
が
、
自

分
は
此
の
人
々
が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
意
味
で
專
門
な
ど
は
何
も
な
い
。
自

分
は
一
科
の
學
問
を
す
る
爲
に
外
國
へ
行
つ
た
の
で
は
無
い
。
自
分
は
自
分
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を
最
も
い
い
人
間
に
す
る
爲
の
教
養
を
深
め
よ
う
と
は
思
つ
て
ゐ
た
が
、
本

來
自
分
の
性
質
か
ら
云
つ
て
も
、
罐
詰
の
學
問
な
ど
は
修
め
度
く
な
か
つ
た
。

「
近
親
者
」
と
名
告
り
な
が
ら
、
そ
の
位
の
事
も
知
ら
な
い
の
は
、
愈
々

「
近
親
者
」
で
な
い
證
據
か
と
思
ふ
と
、
自
分
に
と
つ
て
は
限
り
無
き
喜
び

で
あ
る
。

　
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
「
卑
賤
階
級
」
の
人
間
に
特
有
な
「
今
や
國

事
は
日
日
に
多
端
で
三
文
文
士
の
御
託
を
聞
く
よ
り
も
一
人
で
も
多
く
の
實

際
家
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
」
と
、
よ
く
實
業
家
と
稱
さ
れ
る
人
間
の
中
の
、

金
力
と
頭
腦
の
力
の
不
平
均
な
も
の
が
、
恥
は
づ
かし
氣
も
無
く
繰
返
す
言
葉
を
口

に
し
て
自
分
の
教
養
の
無
い
事
を
正
直
に
曝さら
け
出
し
た
。
目
前
の
好
景
氣
に

浮
調
子
と
な
つ
た
成
金
は
、
如
何
に
頭
腦
の
無
い
「
實
際
家
」
の
集
團
に
よ
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つ
て
國
民
が   

衰      

頽   

デ
ジ
エ
ネ
レ
エ
ト

す
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
「
國
事
日
日

に
多
端
」
な
る
時
に
最
も
必
要
な
の
は
、
ハ
ン
マ
ア
ば
か
り
握
つ
て
ゐ
て
頭

腦
の
空
虚
な
人
間
が
不
必
要
だ
と
思
つ
て
居
る
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
原

始
時
代
の
人
間
は
食
物
丈
で
生
き
て
居
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
明
の
世
の

中
に
於
て
は
人
は
思
想
な
く
し
て
は
生
甲
斐
が
無
い
の
で
あ
る
。

　
匿
名
好
き
の
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
、
水
上
瀧
太
郎
の
匿
名
を
何
故

か
威
た
け
だ
か
に
詰
問
し
て
ゐ
る
。
見
聞
の
狹
い
「
卑
賤
民
」
は
雅
號
は
單

に
下
の
名
前
丈
を
變
へ
る
も
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
東
西
古
今
を
問
は
ず
、

幾
多
の
文
人
墨
客
の
中
に
は
全
姓
名
に
變
名
を
換
へ
用
ゐ
た
例
が
い
く
ら
も

あ
る
。
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
イ
、
ジ
ヨ
オ
ジ
・
サ
ン
ド
な
ど
い
ふ
の
も  

筆    

技  

ノ
ン
・
ド
・
プ

  

名  

リ
ユ
ム
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
戲
作
者
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
本
名
を
用
ゐ
て
ゐ
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な
い
事
は
、
勸
善
懲
惡
主
義
の
匿
名
好
き
の
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
も
先

刻
承
知
の
事
で
あ
ら
う
。
近
く
は
春
之
舍
お
ぼ
ろ
、
嵯
峨
之
舍
お
む
ろ
、
二

葉
亭
四
迷
の
如
き
、
更
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
太
田
正
雄
氏
の
如
き
は
木
下
杢

太
郎
、
き
し
の
あ
か
し
や
、
地
下
一
尺
生
、
そ
の
他
め
ま
ぐ
る
し
い
程
の
變

名
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
自
分
が
自
分
の
崇
敬
す
る
明
治
大
正
の
一
大
藝
術
家
泉

鏡
花
先
生
の
作
中
の
人
物
の
姓
名
を
無
斷
借
用
し
て
水
上
瀧
太
郎
と
稱とな
へ
た

の
は
、
別
段
深
い
意
味
は
な
い
。
子
供
の
時
分
か
ら
物
を
書
く
時
に
は
、
親

の
つ
け
た
名
前
よ
り
も
自
分
自
身
で
考
へ
た
名
が
つ
け
度
か
つ
た
の
で
、
さ

う
し
た
迄
の
事
で
あ
る
。
し
き
り
に
「
近
親
者
」
だ
「
近
親
者
」
だ
と
し
つ

つ
こ
く
云
ひ
な
が
ら
、
ち
つ
と
も
本
當
の
自
分
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
を
見
る

と
、
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
は
人
違
ひ
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
も

33



疑
は
れ
る
。
斷
つ
て
置
く
が
自
分
の
本
名
は
阿
部
章
藏
で
あ
る
。

　
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
愚
に
も
つ
か
な
い
質
問
に
長
々
と
答
へ
な
が

ら
、
自
分
は
自
分
の
正
直
過
ぎ
る
の
が
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
た
が
、
考
へ
て

見
る
と
吉
村
忠
雄
氏
又
は
次
郎
生
の
如
き
「
卑
賤
民
」
は
數
に
於
て
恐
る
べ

き
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
本
氣
で
努
力
し
て
ゐ
る
藝

術
の
爲
に
も
、
勞
を
い
と
は
ず
返
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
に
も
思
は

れ
る
。
讀
者
恐
ら
く
は
、
馬
鹿
々
々
し
い
詰
問
に
取
合
つ
て
ゐ
る
自
分
の
愚

を
救
ひ
難
し
と
す
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
自
分
の
馬
鹿
正
直
を
さ
し
て
即
ち

「
愚
者
の
鼻
息
」
と
題
し
た
の
で
あ
る
。
（
大
正
七
年
六
月
十
八
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
田
文
學
」
大
正
七
年
七
月
號
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