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久
保
田
万
太
郎
君
と
自
分
と
の
お
つ
き
あ
ひ
も
既
に
十
年
に
な
つ
た
。
久

保
田
君
が
「
朝
顏
」
を
書
き
、
自
分
が
「
山
の
手
の
子
」
を
書
い
た
頃
か
ら

 

知  

己 

ち
か
づ
き

に
な
つ
た
の
だ
。

　
あ
れ
は
「
三
田
文
學
」
創
刊
の
年
の
秋
だ
つ
た
と
思
ふ
。
そ
の
頃
三
田
の

山
の
上
に
か
た
ま
つ
て
居
た
連
中
が
、
同
人
雜
誌
を
出
す
計
畫
を
し
た
。
誰

一
人
作
品
を
發
表
し
た
事
の
無
い
處
女
性
か
ら
、
「
三
田
文
學
」
と
い
ふ
や

う
な
立
派
な
雜
誌
を
舞
臺
に
す
る
事
は
思
ひ
も
よ
ら
な
か
つ
た
の
で
、
先
づ

手
習
に
同
人
雜
誌
を
出
さ
う
と
い
ふ
の
が
主
意
だ
つ
た
。
自
分
も
好
奇
心
に

驅
ら
れ
て
相
談
會
に
出
席
し
た
。
場
所
は
田
町
の
鹽
湯
の
二
階
だ
つ
た
と
記

憶
し
て
居
る
が
、
ど
ん
な
家
だ
つ
た
か
、
は
つ
き
り
目
に
浮
べ
る
事
は
出
來
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な
く
な
つ
た
。
十
數
人
集
つ
た
仲
間
の
半
分
以
上
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
顏

だ
つ
た
。
て
ん
で
ん
に
い
ろ
ん
な
希
望
を
述
べ
あ
つ
た
が
、
結
局
は
資
金
の

問
題
だ
つ
た
。
會
費
制
度
だ
と
聞
い
て
居
た
「
白
樺
」
の
噂
が
頻
に
出
た
や

う
に
覺
え
て
居
る
。
月
々
一
人
が
い
く
ら
い
く
ら
の
會
費
を
出
せ
ば
維
持
し

て
行
か
れ
る
、
い
や
そ
れ
で
は
足
り
な
い
、
そ
ん
な
に
は
出
せ
な
い
、
と
い

ふ
や
う
な
事
を
長
い
間
言
ひ
合
つ
た
。
雜
誌
さ
へ
出
せ
ば
、
直
ぐ
に
も
文
壇

の
一
角
に
勢
力
を
張
れ
る
や
う
な
口
を
き
く
者
も
、
計
算
の
事
に
及
ぶ
と
口

を
つ
ぐ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
み
ん
な
が
書
生
つ
ぽ
だ
つ
た
の
だ
。

　
そ
の
中
で
た
つ
た
一
人
、
際
立
つ
て
世
馴
れ
た
口
を
き
く
人
が
居
た
。
そ

れ
迄
に
、
一
度
も
顏
を
見
た
事
の
無
い
人
だ
つ
た
。
金
釦
の
制
服
を
着
て
、

人
々
の
後
の
方
に
ひ
か
へ
め
に
し
て
居
る
の
が
、
ま
る
で
新
入
生
の
や
う
だ
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つ
た
。
そ
の
人
は
一
册
の
雜
誌
を
出
す
に
は
、
ど
の
位
費
用
が
か
か
る
と
か
、

ど
の
位
の
部
數
で
、
ど
の
位
賣
れ
殘
る
も
の
だ
と
か
、
會
費
制
度
な
ら
ば
、

ど
の
位
な
け
れ
ば
足
り
な
い
と
か
い
ふ
や
う
な
事
を
、
事
細
か
に
述
べ
た
。

大
ざ
つ
ぱ
な
書
生
ば
か
り
の
中
に
、
た
つ
た
一
人
の
そ
の
人
は
、
怖
ろ
し
く

頼
母
し
い
人
に
見
え
た
。
唯
單
に
雜
誌
出
版
の
話
を
し
た
丈
だ
つ
た
け
れ
ど
、

聞
い
て
居
る
自
分
は
、
此
の
人
は
世
の
中
の
事
は
な
ん
で
も
知
り
盡
し
て
居

る
人
だ
と
い
ふ
や
う
な
氣
が
し
て
、
感
服
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
が
久
保
田

君
だ
つ
た
。

「
あ
れ
は
誰
だ
い
。
」

「
久
保
田
つ
て
ね
、
豫
科
の
生
徒
で
、
俳
句
か
な
ん
か
や
る
男
だ
と
さ
。
」

　
と
い
ふ
や
う
な
問
答
を
、
隣
席
の
友
だ
ち
と
さ
さ
や
き
か
は
し
た
事
を
覺
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え
て
居
る
。

　
そ
の
同
人
雜
誌
は
、
矢
張
り
資
金
の
問
題
で
物
に
な
ら
な
か
つ
た
が
、
間

も
無
く
久
保
田
君
は
「
朝
顏
」
一
篇
を
「
三
田
文
學
」
に
掲
げ
て
、
年
少
早

く
既
に
第
一
流
の
作
家
と
し
て
恥
し
く
な
い
手
腕
を
見
せ
て
世
間
を
驚
か
し

た
。

　
當
時
の
事
を
考
へ
る
と
、
記
憶
は
未
だ 

生  

々 

な
ま
〳
〵

し
く
、
久
保
田
君
の
金
釦

の
制
服
姿
も
、
昨
日
一
昨
日
の
事
の
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら

十
年
の
歳
月
は
、
流
石
に
さ
ま
ざ
ま
の
變
遷
を
物
語
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
自
分
が
、
世
の
中
を
知
り
盡
し
た
頼
母
し
い
人
に
思
つ
た
、
温
順
な
豫
科

の
生
徒
も
激
變
し
た
。
少
く
と
も
自
分
の
見
る
久
保
田
君
は
驚
く
程
變
つ
た
。
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中
學
時
代
も
同
じ
三
田
の
山
の
上
に
居
な
が
ら
、
年
齡
も
學
級
も
自
分
の

方
が
上
だ
つ
た
の
で
、
田
町
の
鹽
湯
で
頼
母
し
か
つ
た
久
保
田
君
以
前
は
知

ら
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
或
は
田
町
の
鹽
湯
で
見
た
時
か
ら 

暫  

時 

し
ば
ら
く

の
間
　

　
も
う
少
し
押
切
つ
て
い
へ
ば
、
久
保
田
君
の
第
一
集
、
「
淺
草
」
の
出
る

頃
迄
の
久
保
田
君
は
、
極
め
て
他
所
行

よ
そ
ゆ
き

の
久
保
田
君
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
今
日
の
久
保
田
君
に
は
、
そ
の
他
所
行
の
沈
着
さ
へ

失
は
れ
盡
し
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

「
君
は
變
つ
た
。
ほ
ん
と
に
變
つ
た
。
」

　
と
い
ふ
と
、

「
さ
う
か
し
ら
、
自
分
で
は
ち
つ
と
も
變
ら
な
い
つ
も
り
な
ん
だ
け
れ
ど
。
」

　
と
久
保
田
君
は
そ
の
癖
で
　
　
隨
分
小
汚
な
い
癖
だ
が
　
　
長
く
延
ば
し
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た
髮
の
毛
を
撫
で
あ
げ
撫
で
あ
げ
、
い
ぶ
か
し
さ
う
に
云
ひ
な
が
ら
、
そ
の

實
變
つ
た
事
を
承
認
し
、
且
變
つ
た
事
を
ほ
こ
り
と
す
る
色
さ
へ
浮
べ
る
の

で
あ
る
。
自
分
は
そ
れ
を
見
る
と
屡
々
腹
が
立
つ
て
來
る
。

　
第
一
久
保
田
君
に
は
頼
母
し
い
と
こ
ろ
が
な
く
な
つ
た
。
怖
ろ
し
く
出
た

ら
め
で
、
あ
て
に
な
ら
な
い
。
安
受
合
で
、
ち
や
ら
つ
ぽ
こ
だ
。
世
の
中
を

知
り
盡
し
た
や
う
な
お
ち
つ
き
が
な
く
な
つ
て
、
何
も
わ
け
の
わ
か
ら
な
い

半
可
通
ら
し
く
見
え
て
來
た
。
人
の
後
に
ひ
か
へ
め
勝
だ
つ
た
の
が
、
出
な

い
で
も
い
い
處
に
ま
で
無
闇
に
乘
出
し
て
馳
𢌞
つ
て
居
る
。
焦
躁
、
性
急
、

浮
調
子
に
な
り
切
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
そ
の
以
前
同
人
が
寄
集
る
と
、

「
久
保
田
つ
て
人
は
お
と
な
し
い
人
だ
ね
。
あ
れ
は
叔
父
さ
ん
見
た
い
な
氣
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が
す
る
よ
。
」

「
ほ
ん
と
に
あ
あ
い
ふ
の
が
居
て
く
れ
る
と
頼
母
し
い
。
」

　
な
ど
と
云
ひ
あ
つ
た
事
も
あ
つ
た
が
、
そ
の
自
分
さ
へ
近
頃
の
久
保
田
君

の
出
た
ら
め
に
は
幾
度
と
な
く
迷
は
さ
れ
て
、
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な

つ
て
、
癇
癪
を
起
し
た
事
も
數
へ
切
れ
な
く
な
つ
た
。

　
か
う
い
ふ
變
化
が
何
に
原
因
す
る
も
の
か
を
自
分
は
知
ら
な
い
。
恐
ら
く

は
小
説
家
の
常
と
し
て
、
久
保
田
君
は
之
を
戀
愛
に
で
も
歸
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
つ
く
づ
く
考
へ
て
み
る
と
、
矢
張
り
本
來
の
性
質
の
一
面
が
、

他
の
一
面
を
壓
服
し
て
特
別
の
發
達
を
遂
げ
た
も
の
と
見
る
の
が
至
當
か
も

し
れ
な
い
。

「
文
壇
電
話
」
と
い
ふ
綽
名
あ
だ
な
を
つ
け
た
人
が
あ
る
。
彼
方
此
方

あ
つ
ち
こ
つ
ち
と
喋
り
歩
い
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て
、
忽
ち
噂
を
廣
げ
る
と
い
ふ
意
味
な
の
だ
さ
う
だ
。
時
に
は
本
屋
の
番
頭

ら
し
い
事
が
あ
る
。
時
に
は
役
者
の
男
衆
ら
し
い
事
も
あ
る
。
そ
れ
程
變へん
て

こ
に
顏
が
廣
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
い
た
づ
ら
に 
狼  

狽 
あ
わ
た
ゞ

し
く
散
漫
な
日
常
生
活
は
、
到
底
久
保
田
君
を
し
て

充
分
に
創
作
の
才
能
を
發
揮
さ
せ
な
く
な
つ
た
。
大
正
五
年
の
秋
、
自
分
が

外
國
か
ら
歸
つ
て
來
た
時
、
久
々
で
逢
つ
た
久
保
田
君
は
、
恰
も
永
井
荷
風

先
生
が
編
輯
主
任
を
お
や
め
に
な
つ
た
後
の
、
つ
ぶ
れ
か
か
つ
た
「
三
田
文

學
」
を
、
如ど
何う
に
で
も
し
て
續
け
て
行
か
う
、
そ
れ
に
は
お
互
に
毎
月
必
ず

寄
稿
す
る
事
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
、
熱
心
に
話
を
持
掛
け
て
來
た
。
自

分
も
承
知
し
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
以
來
、
隨
分
苦
し
い
努
力
を
し
て
「
三
田

文
學
」
に
寄
稿
し
つ
づ
け
て
來
た
。
し
か
し
な
が
ら
肝
心
の
久
保
田
君
は
、
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殆
ど
纏
ま
つ
た
物
を
書
い
た
事
が
無
い
。
休
み
勝
だ
。
た
ま
に
出
た
か
と
思

ふ
と
、
四
五
頁
位
で
以
下
次
號
で
あ
る
。
ま
と
ま
つ
た
印
象
を
う
け
る
事
が

な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
、

「
久
保
田
君
も
駄
目
だ
ね
え
。
」

　
と
い
ふ
嘆
息
を
友
だ
ち
の
口
か
ら
も
聞
く
事
に
な
つ
た
。

　
久
保
田
君
自
身
も
、
常
に
お
ち
つ
か
な
い
心
の
状
態
が
、
創
作
の
邪
魔
に

な
つ
て
、
あ
せ
つ
て
も
あ
せ
つ
て
も
、
何
も
出
來
な
い
事
を
嘆
い
て
居
た
が
、

さ
う
い
ふ
時
は
、
日
常
友
だ
ち
を
相
手
に
無
責
任
な
雜
談
を
す
る
時
の
癖
で
、

誇
大
な
言
葉
を
用
ゐ
、
「
生
活
の
改
造
」
を
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
ふ
や

う
な
事
を
云
つ
て
、
心
に
も
な
く
力
ん
で
見
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
生

活
の
改
造
」
と
は
、  

要    

之  

え
う
す
る
に

女
房
を
持
つ
と
い
ふ
事
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
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る
。
自
分
で
は
如ど
何う
に
も
な
ら
な
い
、
女
房
に
如
何
に
か
し
て
貰
ふ
外
に
は

爲
方
が
無
い
と
い
ふ
や
う
な
、
久
保
田
君
獨
特
の
他
力
本
願
な
の
で
あ
る
。

何
事
に
も
人
を
頼
ま
ず
、
自
分
一
人
の
持
つ
て
る
丈
の
力
と
努
力
以
外
に
は

信
じ
兼
る
性
質
の
自
分
は
、
此
の
「
生
活
改
造
論
」
を
聽
か
さ
れ
る
と
、
本

氣
に
な
つ
て
反
對
し
た
も
の
だ
。
一
人
は
結
婚
生
活
の
幸
福
を
夢
み
、
女
房

が
欲
し
い
と
云
ひ
、
一
人
は
結
婚
生
活
を
馬
鹿
に
し
て
、
女
房
な
ん
か
欲
し

く
な
い
と
、
顏
を
合
せ
る
度
に
話
合
つ
た
が
、
そ
の
久
保
田
君
も
愈
々
良
縁

を
得
て
、
優
し
い
人
を
迎
へ
ら
れ
た
。
「
戀
の
日
」
は
遂
に
久
保
田
君
が
獨

身
生
活
に
別
る
る
時
の
紀
念
と
な
つ
た
。

　
久
保
田
君
と
い
へ
ば
、
無
責
任
な
書
肆
や
雜
誌
社
の
出
た
ら
め
か
ら
、
情

話
作
家
だ
と
考
へ
ら
れ
、
單
純
無
比
な
書
生
批
評
家
の
放
言
の
爲
め
に
は
、
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遊
蕩
文
學
の
作
者
だ
と
思
は
れ
て
し
ま
つ
た
。
現
に
「
戀
の
日
」
の
卷
尾
に

添
へ
て
あ
る
舊
著
「
東
京
夜
話
」
の
廣
告
に
は
、
「
滅
び
ゆ
く
江
戸
の
名
殘

を
描
き
、
華
か
な
る
東
京
の
情
調
を
描
け
る
本
書
は
、
幹
彦
氏
の
西
京
藝
術

と
相
對
し
て
正
に
文
壇
の
雙
璧
也
」
と
書
い
て
あ
る
。
勿
論
本
屋
の
廣
告
の

事
だ
か
ら
、
自
分
の
如
き
も
の
さ
へ
「
正
に
こ
れ
文
壇
の
驚
異
な
り
」
位
の

事
は
書
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
久
保
田
君
の
作
品
の
何
處
に
「
華
か
な

る
東
京
の
情
調
」
が
あ
る
か
。
無
理
に
も
情
話
作
家
に
し
て
、
長
田
幹
彦
氏

あ
た
り
の
安
直
な
作
品
と
共
に
賣
れ
ゆ
き
を
よ
く
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
外

な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
批
評
的
能
力
を
缺
い
て
居
る
大
多
數
の
讀
書
子
も
亦
、

わ
け
も
な
く
雷
同
し
て
し
ま
つ
た
。
強
ひ
て
拾
ひ
出
せ
ば
、
「
お
米
と
十
吉
」

「
わ
か
る
る
時
」
そ
の
他
同
傾
向
の
作
品
が
不
幸
に
も
存
在
し
て
居
る
が
、
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そ
れ
と
て
も
嚴
密
な
意
味
で
情
話
と
は
い
ひ
に
く
い
。
矢
張
り
久
保
田
君
一

流
の
、
果
敢
な
い
心
持
を
主
と
し
て
描
い
た
作
品
で
、
少
く
と
も
長
田
幹
彦

氏
や
近
松
秋
江
氏
の
、
所
謂
艶
麗
な
作
品
な
ど
と
同
列
に
置
か
る
可
き
も
の

で
は
な
い
。
さ
う
し
て
此
種
の
作
品
は
、
ま
と
ま
り
の
い
い
、
簡
素
な
短
篇

を
得
意
と
す
る
久
保
田
君
に
は
似
も
や
ら
ず
、
冗
長
散
漫
で
、
常
に
失
敗
に

終
つ
て
ゐ
る
。
到
底
此
の
作
者
の
如
き
執
着
に
淡
い
人
は
、
戀
愛
小
説
の
作

者
に
は
な
り
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
結
婚
の
豫
告
と
共
に
贈
ら
れ
た
「
戀
の
日
」
を
手
に
し
た
時
、
そ
の
「
戀

の
日
」
と
い
ふ
表
題
が
、
い
か
に
も
内
容
に
そ
ぐ
は
な
い
も
の
に
思
は
れ
た
。

「 

末  

枯 

う
ら
が
れ

」
「
さ
ざ
め
雪
」
「
三
の
切きり
」
「
冬
至
」
「
影
繪
」
「
夏
萩
」

「
潮
の
音
」
「
老
犬
」
の
八
篇
、
何
れ
も
無
戀
愛
小
説
で
あ
る
。
何
處
に
も
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戀
の
場
面
は
無
い
。
だ
が
し
か
し
、
つ
ら
つ
ら
考
へ
る
と
、
或
は
久
保
田
君

に
と
つ
て
は
、
文
字
以
外
の
深
い
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
無
理
に

も
氣
を
𢌞
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
作
者
自
身
の
戀
の
日
に
出
來
た
創
作
な
の

で
、
作
品
そ
の
も
の
が
戀
の
日
な
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
果
し
て

さ
う
と
す
れ
ば
、
「
戀
の
日
」
一
卷
は
愈
々
久
保
田
君
の
結
婚
を
紀
念
す
る

も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
久
保
田
君
に
と
つ
て
は
　
　
同
君
自
身
の
幸
福
な
る
結
婚
は
別

と
し
て
　
　
世
上
の
戀
は
遂
に
果
敢
な
い
夢
に
等
し
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、

廣
大
な
力
を
以
て
押
迫
る
世
の
中
の
自
然
の
推
移
に
押
流
さ
れ
て
行
く
の
だ

と
、
あ
き
ら
め
て
居
る
久
保
田
君
の
根
本
思
想
か
ら
見
て
、
戀
愛
も
亦
一
瞬

間
の
覺
め
易
い
夢
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
果
敢
な
く
さ
め
て
、
殘
る
の
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は
涙
ぐ
ま
し
い
過
去
の
追
慕
か
、
或
は
寂
し
い
あ
き
ら
め
に
入
る
外
は
な
い
。

久
保
田
君
の
作
品
の
二
三
を
讀
め
ば
、
敏
感
な
る
讀
者
は
直
ぐ
に
氣
が
付
く

に
違
ひ
無
い
。
戀
の
成
就
と
い
ふ
事
は
、
詩
人
久
保
田
万
太
郎
君
に
と
つ
て

は
、
思
ひ
も
掛
け
な
い
事
で
あ
る
。
戀
は
破
れ
、
さ
う
し
て
そ
の
夢
は
白
々

と
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
白
々
と
さ
め
た
後
の
生
活
に
久
保
田
君

の
詩
は
完
全
に
育はぐ
く
ま
れ
る
。

　
詩
人
の
常
と
し
て
、
久
保
田
君
も
亦
常
に
夢
を
追
ふ
人
で
あ
る
。
同
時
に

又
執
着
に
淡
い
、
物
わ
か
り
の
早
い
東
京
の
人
の
弱
々
し
さ
か
ら
、
そ
の
憧

憬
も
夢
想
も
見
る
間
に
果
敢
な
く
破
れ
去
つ
て
し
ま
ふ
事
を
よ
く
知
つ
て
ゐ

る
。
結
局
は
淡
い
夢
の
世
界
か
ら
、
寂
し
い
あ
き
ら
め
の
世
界
へ
お
ち
つ
く

事
に
な
る
の
で
あ
る
。
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も
と
よ
り
久
保
田
君
に
と
つ
て
は
、
現
在
の
世
の
中
は
結
構
な
も
の
と
は

考
へ
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
ら
進
ん
で
蕪
雜
亂
脈
な
社
會
の
改
造
を
叫
ぶ
か
、

退
い
て
一
人
密
か
に
果
敢
な
が
つ
て
ゐ
る
か
と
い
へ
ば
、
久
保
田
君
は
當
然

第
二
の
道
を
歩
む
詩
人
で
あ
る
。
泉
鏡
花
先
生
の
や
う
に
、
聲
を
張
上
げ
て

威
勢
よ
く
、
現
代
の
野
暮
と
不
粹
を
罵
倒
し
た
り
、
永
井
荷
風
先
生
の
や
う

に
、
徹
底
的
に
社
會
人
事
の
虚
僞
と
僞
善
を
指
摘
す
る
事
は
、
久
保
田
君
に

は
思
ひ
も
及
ば
な
い
。
同
時
に
又
、
泉
先
生
の
や
う
に
、
過
去
の
讚
美
に
熱

狂
し
た
り
、
永
井
先
生
の
や
う
に
、
追
憶
囘
顧
の
文
字
に
詠
嘆
を
縱
ほ
し
い
まにゝ
す
る

程
抒
情
的
で
も
無
い
。
ま
し
て
況
や
新
し
き
村
に
、
不
便
を
忍
ん
で
移
住
す

る
程
の
實
行
力
も
芝
居
氣
も
無
い
。
夢
は
夢
で
、
憧
憬
の
實
現
に
努
力
す
る

の
は
馬
鹿
々
々
し
い
の
で
あ
る
。
且
つ
又
久
保
田
君
の
思
想
の
根
柢
に
は
、
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世
の
中
は
日
に
日
に
惡
く
な
る
ば
か
り
で
、
人
力
を
以
て
し
て
は
如
何
す
る

事
も
出
來
な
い
と
い
ふ
觀
念
が
根
強
く
わ
だ
か
ま
つ
て
居
る
。
世
の
中
の
惡

く
な
つ
た
嘆
き
を
身
の
周
圍
に
持
ち
な
が
ら
、
決
し
て
今
日
の
世
の
中
を
呪

詛
し
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
對
し
て
反
抗
も
し
な
い
。
そ
の
惡
く
な
つ
た

原
因
を
考
へ
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
原
因
を
取
除
か
う
と
も
し
な
い
。
何
故

惡
く
な
つ
た
の
か
、
何
故
惡
い
の
か
も
考
へ
な
い
。
あ
き
足
り
な
い
に
は
あ

き
足
り
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
そ
れ
が
熱
し
て
不
平
不
滿
に
な
る
の
で
も
な

い
。
た
だ
一
人
密
か
に
心
底
か
ら
寂
し
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
結
局

世
の
中
は
自
然
と
惡
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
又
、
そ
の
惡
く

な
る
事
は
不
可
抗
の
力
な
の
で
あ
る
。
久
保
田
君
の
言
葉
を
か
り
て
云
へ
ば

「
世
間
の
惡
く
な
る
事
が
ど
う
に
も
な
ら
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
此
の
社
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會
を
形
造
る
も
の
は
人
間
の
力
だ
と
い
ふ
信
念
を
持
た
な
い
で
、
世
の
中
が

人
間
を
壓
服
し
て
ゐ
る
状
態
を
、
殆
ど
無
條
件
で
承
認
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
社
會
觀
を
固
く
持
し
て
居
る
結
果
と
し
て
、
久
保
田
君
の
描
き

出
す
世
の
中
は
、
當
然
亡
び
ゆ
く
世
の
面
影
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
日

に
連
續
す
る
現
在
の
世
の
中
で
は
な
く
て
、
昨
日
に
連
續
す
る
現
在
な
の
で

あ
る
。  

從    

而  

し
た
が
つ
て

久
保
田
君
の
小
説
戲
曲
の
中
に
現
れ
る
人
物
は
、
殆
ど
總

て
、
今
日
の
文
明
に
は
何
物
を
も
貢
獻
し
な
い
人
間
ば
か
り
だ
。
た
だ
單
に

亡
び
行
く
世
の
推
移
と
共
に
押
流
さ
れ
て
行
く
人
々
で
あ
る
。
て
ん
で
ん
に

「
世
の
中
が
惡
く
な
つ
た
」
こ
と
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
、
し
か
も
此
の
惡
く
な

つ
た
世
の
中
の
茶
飯
事
に
終
始
し
て
一
生
を
送
る
人
々
で
あ
る
。
或
は
極
端

に
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
人
々
の
存
在
は
、
單
に
移
り
ゆ
く
世
の
雰
圍
氣
を
成
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す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
此
の
世
の
中
の
推
移
を
示
す
仕
出
し
だ
し
に
過
ぎ
な
い
。

「 
末  
枯 
う
ら
が
れ

」
の
中
の
人
物
、
田
所
町
の 

丁 

字 

屋 

ち
や
う
じ
や

の
若
旦
那
と
生
れ
な
が
ら
、

親
讓
の
店
も
深
川
の
寮
も
、
人
手
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
鈴
む

ら
さ
ん
　
　
ど
う
い
ふ
わ
け
で
む﹅
ら﹅
と
平
假
名
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
甚
し
く
か
う
し
た
事
に
依い
怙こ
地ぢ
な
久
保
田
君
は
、
鈴

村
さ
ん
と
書
い
た
の
で
は
、
そ
の
人
物
を
彷
彿
す
る
事
が
出
來
な
い
の
で
あ

ら
う
　
　
も
、
せ
ん
枝
も
、
扇
朝
も
、
さ
て
は
小
よ
し
も
、
死
ん
だ
柏
枝
も
、

さ
う
し
て
又
老
犬
エ
ス
も
、
そ
の
他
ち
ら
ち
ら
舞
臺
に
出
て
來
る
程
の
人
の

す
べ
て
が
、
何
れ
も
此
の
移
り
ゆ
く
世
の
犧
牲
者
に
外
な
ら
な
い
。

　
作
者
は
鈴
む
ら
さ
ん
に
つ
い
て
か
う
書
い
て
ゐ
る
。

　
　
こ
の
ご
ろ
の
鈴
む
ら
さ
ん
の
、
退
屈
な
、
さ
う
し
て
、
便
り
な
い
、
枯
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野
の
や
う
な
生
涯
が
い
ま
さ
ら
の
や
う
に
せ
ん
枝
の
胸
に
浮
ん
だ
。
　

　
　
　
蔭
で
、
種
々
、
何
の
か
の
と
勝
手
な
こ
と
は
い
つ
て
も
、
考
へ
る
と

　
　
　
　
す
こ
し
で
も
以
前
の
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
と
、
矢
張
、
な
ほ
、
せ

　
　
ん
枝
は
、
暗
い
、
泪
ぐ
ま
し
い
や
う
な
心
も
ち
に
な
る
こ
と
が
爲
方
が

　
　
な
か
つ
た
。

　
茲
に
枯
野
の
や
う
な
生
涯
と
い
は
れ
て
居
る
の
は
鈴
む
ら
さ
ん
の
事
だ
け

れ
ど
、
そ
れ
は
又
鈴
む
ら
さ
ん
の
事
を
胸
に
浮
べ
て
ゐ
る
せ
ん
枝
の
生
涯
に

も
、
義
理
を
知
ら
な
い
人
間
だ
と
い
は
れ
て
ゐ
る
扇
朝
の
生
涯
に
も
、
あ
て

は
ま
る
言
葉
で
あ
る
。
否
「
戀
の
日
」
一
卷
を
通
じ
て
　
　
或
は
久
保
田
君

の
全
作
品
を
通
じ
て
描
か
れ
て
居
る
人
々
と
、
そ
の
周
圍
の
光
景
に
外
な
ら

な
い
。
自
分
が
前
に
、
今
日
の
文
明
に
直
接
何
の
交
渉
も
無
い
人
々
だ
と
云
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つ
た
の
は
、
即
ち
彼
等
の
生
涯
が
枯
野
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
此
の
枯
野
の
生
涯
を
送
る
人
々
を
描
く
事
に
於
て
、
久
保
田
君
は
文
壇
に

比
類
の
無
い
作
家
だ
。
持
つ
て
生
れ
た
詩
人
的
氣
禀
の
爲
め
に
、 

沒 

分 

曉 

わ
か
ら
ず
や

の
批
評
家
は
、
徹
頭
徹
尾
現
實
に
は
縁
遠
い
、
物
語
の
作
者
だ
と
思
つ
て
ゐ

る
が
、
斯
く
の
如
き
は
誤
れ
る
事
甚
し
い
も
の
で
、
た
ま
た
ま
久
保
田
君
の

選
擇
す
る
社
會
の
一
斷
面
が
、
將
來
に
連
續
す
る
現
在
で
な
く
て
、
過
去
に

連
續
す
る
現
在
だ
と
い
ふ
事
實
か
ら
、
甘
い
お
伽
噺
の
作
者
と
間
違
へ
ら
れ

易
い
の
で
あ
る
。

　
實
際
久
保
田
君
自
身
は
寫
實
主
義
の
作
家
を
以
て
任
じ
て
居
る
。
詩
人
と

呼
ば
れ
る
事
を
喜
び
な
が
ら
、
そ
れ
に
は
些
か
不
服
を
唱
へ
る
が
、
寫
實
主

義
だ
と
い
は
れ
る
と
、
更
に
一
層
喜
ん
で
、
己
れ
を
知
る
人
の
爲
め
に
相
好
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を
崩
す
に
違
ひ
な
い
。
甚
だ
氣き
障ざ
な
申
分
で
は
あ
る
が
、
久
保
田
君
の
寫
實

主
義
を
認
め
る
の
は
、
東
京
の
人
で
な
け
れ
ば
難
か
し
い
と
思
ふ
。
其
の
描

く
世
界
が
、
極
め
て
特
異
の
地
方
色
を
帶
び
て
居
る
か
ら
で
、
少
く
と
も
山

の
手
の
東
京
の
人
と
、
下
町
の
東
京
の
人
の
區
別
を
知
る
ば
か
り
で
な
く
、

同
じ
下
町
の
人
で
も
、
日
本
橋
の
人
と
淺
草
の
人
と
の
間
に
は
、
動
か
す
可

か
ら
ざ
る
相
違
の
あ
る
事
を
認
め
る
能
力
が
無
い
と
、
久
保
田
君
の
寫
實
を

寫
實
だ
と
見
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
一
昔
前
、
久
保
田
君
の
第
一
集

が
出
た
時
に
、
之
を
「
淺
草
」
と
題
し
た
の
は
籾
山
庭
後
氏
だ
つ
た
と
記
憶

す
る
。
當
時
自
分
な
ど
は
淺
草
と
い
ふ
、
餘
り
上
等
で
な
い
、
何
方
ど
つ
ち
か
と
い

へ
ば
場
末
の
土
地
の
名
を
、
本
の
表
題
に
す
る
の
は
面
白
く
な
い
や
う
な
氣

が
し
た
が
、
今
に
な
つ
て
考
へ
て
み
る
と
、
籾
山
氏
の
烱
眼
は
夙
に
久
保
田
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君
の
作
品
の
地
方
色
を
明
確
に
認
め
て
居
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

「
久
保
田
君
の
作
は
、
も
う
十
年
た
つ
と
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」

　
と
同
じ
籾
山
氏
が
言
は
れ
た
事
が
あ
る
。
自
分
も
こ
れ
に
は
即
座
に
贊
成

し
た
。
十
年
待
つ
に
は
及
ば
な
い
、
今
既
に
久
保
田
君
の
作
品
は
、
多
く
の

人
に
と
つ
て
最
も
難
解
な
小
説
な
の
で
あ
る
。

　
久
保
田
君
は
淺
草
に
生
れ
、
淺
草
に
育
つ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
描
く
土
地

も
人
も
總
て
淺
草
を
離
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
　
　
恰
も
久
保
田
君
が
汽
車
に

乘
つ
て
東
京
を
離
れ
る
事
の
少
い
程
た
ま
に
は
、
淺
草
以
外
に
材
料
を
取
る

事
も
あ
る
け
れ
ど
、
矢
張
り
實
は
淺
草
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
第
一
そ
の
會
話

が
、
ど
う
し
て
も
東
京
の
眞
中
で
は
な
い
。
淺
草
に
限
る
粗
末
な
と
こ
ろ
が
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あ
る
。
久
保
田
君
と
い
へ
ば
、
無
條
件
で
江
戸
つ
子
だ
と
思
ふ
程
單
純
な
世

間
の
人
に
、
江
戸
つ
子
は
江
戸
つ
子
に
違
ひ
な
い
が
、
江
戸
つ
子
の
中
の
淺

草
つ
子
だ
と
い
ふ
事
を
教
へ
度
い
。

　
淺
草
の
詩
人
は
、
淺
草
を
知
る
事
が
深
け
れ
ば
深
い
程
、
淺
草
以
外
の
世

界
を
知
ら
な
い
事
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
「
戀
の
日
」
の
中
の
一
篇
「
潮
の

音
」
の
如
き
、
本
來
淺
草
に
は
縁
遠
い
學
生
々
活
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
れ

が
久
保
田
君
程
の
作
家
の
手
に
な
つ
た
も
の
と
は
受
取
れ
な
い
程
幼
稚
だ
。

新
派
の
役
者
の
演や
る
華
族
、
役
人
、
軍
人
の
や
う
に
氣
が
利
か
な
い
。
し
か

も
悲
慘
な
事
に
は
、
新
派
の
役
者
が
、
華
族
、
役
人
、
軍
人
な
ど
に
充
分
扮

し
得
た
つ
も
り
で
ゐ
る
や
う
に
、
久
保
田
君
自
身
は
、
ち
つ
と
も
此
の
半
馬
は
ん
ま

な
事
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
曾
て
久
保
田
君
が
淺
草
田
原
町
に
居
た
頃
、
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「
何
し
ろ
町
内
で
大
學
に
通
つ
て
る
の
は
私
一
人
き
り
な
ん
で
す
。
」

　
と
云
つ
た
事
が
あ
つ
た
。
家
庭
と
そ
の
周
圍
の
空
氣
が
、
學
校
と
い
ふ
も

の
に
は
全
く
縁
遠
い
爲
め
、
學
校
と
い
ふ
も
の
を
買
ひ
か
ぶ
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
既
に
大
學
を
卒
業
し
、
浪
花
節
語
か
た
りと
藝
術
家
と
を
ひ
つ
く
る
め
て
政

策
の
具
に
供
し
よ
う
と
す
る
大
臣
と
膝
組
で
、
演
劇
の
改
良
を
は
か
る
久
保

田
君
の
如
き
は
、
當
然
大
學
者
だ
と
思
は
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
か
う
い

ふ
周
圍
の
影
響
か
ら
、
久
保
田
君
自
身
さ
へ
、
學
校
を
正
當
に
了
解
し
て
ゐ

な
い
で
、
一
種
の
理
想
郷
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
た
事
は
、
そ
の
隨
筆
や
談
話

筆
記
の
中
に
、
屡
々
學
校
に
對
す
る
少
年
時
の
憧
憬
が
、
懷
し
さ
う
に
物
語

ら
れ
て
ゐ
る
事
實
に
よ
つ
て
推
測
さ
れ
る
。
「
潮
の
音
」
の
失
敗
の
如
き
は
、

此
の
無
理
解
に
基
因
す
る
事
い
ふ
迄
も
無
い
。
幸
に
し
て
久
保
田
君
は
、
此
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の
頃
世
に
謂
ふ
所
の
知
識
階
級
に
材
料
を
取
つ
た
た
め
し
が
無
い
。
ま
こ
と

に
己
を
知
る
も
の
で
、
萬
一
敢
て
此
の
冒
險
を
行
つ
た
ら
、
忽
ち
新
派
の
役

者
の
寫
實
に
な
る
事
は
疑
も
無
い
。

　
そ
の
か
は
り
に
、
故
郷
淺
草
を
背
景
に
し
た
場
合
に
は
、
久
保
田
君
程
適

確
微
妙
に
地
方
色
を
描
き
出
す
人
は
少
い
。
「
末
枯
」
も
「
老
犬
」
も
「
さ

ざ
め
雪
」
も
「
三
の
切
」
も
、
そ
の
他
曾
て
發
表
し
た
勝
れ
た
作
品
の
殆
ど

全
部
が
淺
草
で
あ
る
。
落
語
家
、
宗
匠
、
鳶
頭
、
細
工
物
の
職
人
、
小
賣
商

人
、
そ
の
女
房
、
番
頭
、
女
中
、
丁
稚
、
さ
う
し
て
時
に
旦
那
と
呼
ば
れ
る

そ
の
旦
那
さ
へ
、
何
處
か
に
安
い
と
こ
ろ
が
つ
い
て
𢌞
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
、

飽
迄
も
淺
草
で
あ
る
。
そ
の
人
々
の
心
の
底
迄
、
久
保
田
君
は
靜
に
、
し
か

し
お
も
ひ
や
り
深
く
味
は
ひ
盡
し
て
居
る
。
か
う
い
ふ
條
件
の
す
べ
て
を
完
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全
に
備
へ
、
し
か
も
久
保
田
君
一
流
の
寫
實
主
義
が
、
立
派
に
成
功
し
た
も

の
が
「
戀
の
日
」
の
卷
頭
を
飾
る
「 

末  

枯 

う
ら
が
れ

」
で
あ
る
。

　
世
の
中
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
だ
と
固
く
思
ひ
き
め
て
ゐ
る
久
保
田

君
は
、
總
て
大
が
か
り
な
悲
劇
を
冷
笑
し
て
し
ま
ふ
傾
向
を
持
つ
て
ゐ
る
。

人
間
の
意
志
の
力
を
些
か
も
認
め
な
い
か
ら
、
深
刻
な
悲
劇
は
嘘
と
し
か
考

へ
ら
れ
な
い
。
さ
う
し
て
此
の
傾
向
も
亦
、
獨
特
の
依
怙
地
か
ら
極
端
に
走

つ
て
、
何
で
も
か
ん
で
も
大
が
か
り
な
も
の
は
、
一
切
嫌
ひ
だ
と
い
ふ
と
こ

ろ
迄
行
つ
て
ゐ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
ウ
ス
キ
イ
、
ゾ
ラ
な
ど
の
長

篇
小
説
は
、
久
保
田
君
に
と
つ
て
は
些
か
く
す
ぐ
つ
た
い
に
違
ひ
無
い
。
日

本
の
作
家
に
し
て
み
て
も
、
尾
崎
紅
葉
先
生
や
夏
目
漱
石
先
生
の
や
う
な
、

構
へ
の
大
き
い
作
家
の
作
品
は
、
餘
り
顧
み
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
寧
ろ
片
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々
た
る
小
篇
に
、
屡
々
特
異
の
味
は
ひ
を
見
出
す
人
で
あ
る
。
言
葉
を
換
へ

て
云
へ
ば
、
こ
の
世
の
中
の
家
常
茶
飯
に
、
極
め
て
意
味
深
い
哀
韻
の
詩
を

見
出
し
て
、
之
を
描
き
出
す
作
家
な
の
で
あ
る
。

　
　
鈴
む
ら
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
こ
の
ご
ろ
扇
朝
が
始
終
這
入
り
こ
ん
で
ゐ
る

　
　
と
い
ふ
風
説
を
聞
い
て
、
せ
ん
枝
は
心
配
し
た
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば

　
　
い
け
な
い
と
思
つ
た
。
　
　
だ
が
何
と
か
し
た
い
に
も
、
一
月
あ
ま
り

　
　
と
い
ふ
も
の
、
鈴
む
ら
さ
ん
は
ま
る
で
せ
ん
枝
の
と
こ
ろ
へ
顏
を
み
せ

　
　
な
か
つ
た
。

　
こ
れ
が
「
末
枯
」
の
冒
頭
で
あ
る
。
目
の
惡
い
せ
ん
枝
は
、
秋
の
日
の
障

子
の
中
に
靜
に
坐
つ
て
ゐ
る
。
扇
朝
と
い
ふ
男
は
義
理
知
ら
ず
だ
か
ら
、
ち

か
づ
け
て
は
い
け
な
い
と
心
配
し
て
ゐ
る
の
だ
。
義
理
と
人
情
の
世
界
に
住
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む
東
京
の
人
は
、
屡
々
か
う
い
ふ
種
類
の
心
配
を
す
る
。
久
保
田
君
に
も
勿

論
此
の
傾
向
が
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
心
配
が
、
時
に
と
つ
て
は
、
　
　
せ

ん
枝
に
も
、
久
保
田
君
に
も
　
　
一
種
の
道
樂
に
等
し
い 

心  

慰 

な
ぐ
さ
め

で
あ
る
。

心
配
の
な
り
ゆ
き
を
考
へ
る
時
、
希
望
に
似
た
胸
の
と
き
め
き
が
あ
る
に
違

ひ
無
い
。
し
か
し
此
の
種
の
心
配
性
は
、
決
し
て
そ
の
心
配
に
拘
泥
し
て
、

進
ん
で
解
決
を
求
め
る
事
は
無
い
。
ぼ
ん
や
り
と
、
友
だ
ち
の
無
い
寂
し
さ

に
浸
り
な
が
ら
、
あ
の
人
は
如
何
し
た
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
、
こ

つ
ち
か
ら
相
手
を
探
し
出
し
て
心
配
し
て
や
る
執
着
は
無
い
。
そ
れ
は
心
配

す
る
事
の
重
大
と
否
と
に
は
拘
ら
ず
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
う
る
さ
く
拘
泥
す

る
事
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
心
の
底
の
底
に
は
、
矢
張
、
心
配
し
た
つ
て
ど

う
に
も
な
ら
な
い
と
、
寂
し
く
思
ひ
き
め
て
ゐ
る
の
だ
。
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何
事
に
も
動
き
易
く
、
目
的
も
無
く
浮
動
し
て
、
ふ
と
し
た
事
に
も
身
の

振
方
を
變
へ
て
し
ま
ふ
心
弱
い
人
間
を
描
い
て
、
久
保
田
君
は
そ
の
寂
し
い

心
の
底
の
底
迄
徹
し
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
扇
朝
と
い
ふ
落
語
家

は
な
し
か

の
半
生
の
物

語
の
如
き
、
淡
々
と
し
た
敍
事
の
中
に
、
そ
の
外
面
的
に
變
化
の
多
い
幾
年

と
共
に
、
無
智
で
氣
短
で
、
そ
の
癖
始
終
果
敢
な
く
遣
瀬
な
が
つ
て
ゐ
る
心

持
を
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
無
い
巧う
妙ま
さ
で
描
い
て
居
る
。
當
今
流
行
の
新

技
巧
派
な
ど
と
呼
ば
れ
て
居
る
作
家
等
が
、
無
駄
に
冗
長
な
る
心
理
解
剖
の

遊
戲
に
有
頂
天
に
な
つ
て
、
落
語
家

は
な
し
か

で
も
、  

幇    

間  

た
い
こ
も
ち

で
も
、
田
舍
藝
者
で

も
、
不
良
少
年
で
も
、
殿
樣
で
も
、
何
れ
も
小
説
家
の
や
う
に
も
つ
と
も
ら

し
く
、
理
窟
つ
ぽ
い
心
理
的
開
展
を
示
し
て
、
く
だ
く
だ
し
く
こ
だ
は
ら
せ

な
く
て
は
承
知
し
な
い
馬
鹿
々
々
し
い
素
人
脅
し
と
は
品しな
が
違
ふ
。
「
末
枯
」
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の
う
ま
み
の
わ
か
ら
な
い
人
間
が
多
い
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
世
の
中
が
惡

く
な
つ
た
」
の
で
あ
る
。

　
扇
朝
の
身
の
上
話
の
終
に
、
作
者
は
か
う
説
明
し
て
ゐ
る
。

　
　
そ
れ
か
ら
十
年
。
　
　
は
じ
め
の
う
ち
は
、
柳
朝
う
つ
し
の
人
情
噺
の

　
　
た
ん
ね
ん
な
と
こ
ろ
が
、
評
判
に
も
な
つ
た
が
、
年
々
に
後
か
ら
後
か

　
　
ら
と
、
若
い
、
元
氣
の
い
い
連
中
は
出
て
來
る
。
　
　
い
く
ら
負
け
な

　
　
い
氣
で
も
「
時
代
」
の
か
は
つ
て
く
る
こ
と
は
何
う
に
も
な
ら
な
か
つ

　
　
た
。

　
作
者
は
、
作
者
が
常
に
は
か
な
が
る
「
時
代
の
推
移
」
の
怖
ろ
し
さ
に
心

を
傷
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
犧
牲
者
に
對
し
て
同
情
を
寄
せ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
作
者
は
此
の
場
合
に
も
、
決
し
て
詠
嘆
も
し
な
け
れ
ば
嘆
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息
も
し
な
い
。
淡
々
と
し
た
「
情
緒
的
寫
實
主
義
」
を
亂
さ
れ
る
事
な
く
進

む
の
で
あ
る
。

　
前
に
も
云
つ
た
通
り
、
久
保
田
君
は
、
自
分
で
は
寫
實
主
義
の
作
家
を
以

て
任
じ
て
居
る
。
し
か
し
生
來
の
詩
人
的
氣
禀
は
、
無
差
別
の
寫
實
を
許
さ

な
い
。
常
に
そ
の
作
品
が
淡
い
愁
に
み
た
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
、
愁
の
陰
影
の

無
い
世
想
は
、
久
保
田
君
に
と
つ
て
は
藝
術
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
鈴
む

ら
さ
ん
が
、
先
代
丁
字
屋
傳
右
衞
門
か
ら
う
け
繼
い
だ
店
を
、
そ
の
儘
持
ち

堪
へ
て
と
き
め
い
て
ゐ
た
ら
、
彼
は
久
保
田
君
の
心
に
觸
れ
て
詩
に
な
る
身

の
上
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
せ
ん
枝
の
目
が
惡
く
な
ら
な
か
つ
た
ら
、

彼
も
亦
作
者
の
顧
み
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
鈴
む
ら

さ
ん
の
飼
つ
て
ゐ
る
犬
は
、
都
合
よ
く
老
犬
だ
つ
た
。
こ
れ
が
又
よ
く
吠
え
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つ
く
若
い
犬
だ
つ
た
ら
、
詩
人
は
遂
に
手
を
出
す
事
は
し
な
か
つ
た
ら
う
。

　
か
う
い
ふ
風
に
自
分
の
持
味
の
靜
寂
を
傷
つ
け
な
い
爲
め
に
專
心
な
作
者

は
、
恐
ら
く
は
無
意
識
で
、
自
然
描
寫
に
於
て
も
、
閑
靜
な
、
色
彩
の
暗
い

冬
景
色
を
選
ん
で
ゐ
る
。
俳
句
か
ら
來
た
影
響
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
殊
に

雨
か
雪
か
曇
日
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
末
枯
」
は
、

　
　
あ
る
夕
が
た
か
ら
降
り
出
し
た
雨
が
、
あ
く
る
日
に
な
つ
て
も
、
そ
の

　
　
あ
く
る
日
に
な
つ
て
も
や
ま
ず
、
ど
う
や
ら
そ
れ
は
暴
模
樣
の
や
う
に

　
　
も
な
つ
た
。
　
　
再
び
晴
れ
た
青
空
を
み
る
こ
と
が
出
來
た
と
き
、
そ

　
　
の
青
空
の
い
ろ
が
も
う
水
の
や
う
に
澄
み
盡
し
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
、

　
　
身
に
し
み
て
冷
め
た
い
風
が
ふ
い
た
。

34貝殼追放



　
と
い
ふ
秋
の
初
め
か
ら
、
年
の
暮
迄
の
時
雨
の
多
い
頃
で
あ
る
。

「
さ
ざ
め
雪
」
は
、

　
　
暗
い
、
時
雨
の
や
う
な
雨
が
來
て
、
漸
次
秋
の
深
く
な
つ
て
來
る
夜
ご

　
　
ろ

で
あ
る
。

「
三
の
切
」
は
、

　
　
暗
い
便
り
な
い
時
雨
の
日
が
つ
づ
い
て
、
今
年
も
そ
こ
に
十
一
月
が
來

　
　
た
、
酉
の
市
が
來
た
。

　
　
初
冬
の
宵
の
寂
し
さ
に
、
臺
所
の
障
子
の
か
げ
に
、
細
々
と
蛼
い
と
ゞの
な
く

　
　
頃
で
あ
る
。

「
冬
至
」
に
は
そ
の
題
の
示
す
通
り
、
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冬
至
だ
つ
た
。
　
　
雪
に
で
も
な
る
ら
し
く
、
暗
く
、
凍
て
つ
い
た
空

　
　
に
、
と
き
ど
き
、
一
文
獅
子
の
太
鼓
の
音
ば
か
り
が
心
細
く
響
い
た
。

「
老
犬
」
に
は
そ
の
初
め
に
、

　
　
十
一
月
の
末
か
ら
十
二
月
に
か
け
て

　
と
あ
つ
て
何
れ
も
冬
だ
。
さ
う
し
て
此
の
冬
空
の
灰
色
が
、
世
の
中
の
推

移
に
殘
さ
れ
て
ゆ
く
人
々
の
身
の
上
を
つ
つ
ん
で
、
一
層
靜
寂
を
増
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

　
其
處
に
久
保
田
君
獨
特
の
藝
術
境
が
あ
る
と
共
に
、
此
の
傾
向
は
屡
々
作

品
を
平
面
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
ふ
憾
う
ら
みが
あ
る
。
然
る
に
「
末
枯
」
の
一
篇

は
、
此
の
缺
點
を
脱
却
し
て
、
描
寫
も
す
べ
て
立
體
的
に
、
現
實
性
を
確
然

と
把
持
し
て
、
渾
然
と
し
た
傑
作
を
成
し
た
。
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
、
自
分
は
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近
頃
「
末
枯
」
程
の
作
品
を
見
た
事
が
な
か
つ
た
。

「
世
の
中
が
惡
く
な
つ
た
」
と
か
こ
ち
な
が
ら
、
浮
世
の
一
隅
に
、
氣
の
利

い
た
口
は
き
き
な
が
ら
、
心
寂
し
が
つ
て
ゐ
る
人
々
の
世
の
中
が
「
戀
の
日
」

一
卷
の
中
に  
沁    

々  
し
み
／
″
＼

と
味
は
れ
る
。

　
甚
だ
散
漫
な
自
分
の
感
想
は
、
何い
時つ
迄
た
つ
て
も
盡
き
さ
う
も
無
い
。

「
末
枯
」
の
う
ま
み
を
細
か
く
味
は
つ
て
ゐ
る
と
き
り
が
無
い
。
こ
こ
い
ら

で
ひ
と
つ
此
頃
流
行
の
一
手
を
學
ん
で
、
大
ざ
つ
ぱ
に
か
た
づ
け
て
し
ま
へ

ば
、
「
末
枯
」
の
作
者
久
保
田
万
太
郎
君
は
、
現
代
稀
に
見
る
完
成
し
た
藝

術
家
で
、
此
の
完
成
し
た
と
い
ふ
點
に
於
て
僅
か
に
肩
を
並
べ
得
る
人
は
、

徳
田
秋
聲
、
正
宗
白
鳥
二
氏
の
外
に
は
無
い
。
仲
間
ぼ
め
で
危
く
文
壇
に
地

歩
を
占
め
て
居
る
人
間
の
多
い
現
在
、
自
分
な
ど
が
聲
を
張
上
げ
る
の
は
誤

37



解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
藝
術
の
作
品
の
僞
物
と
ほ
ん
物
の
區
別
の
わ

か
る
人
々
は
、
此
の
陣
笠
の
聲
の
中
に
も
眞
實
の
あ
る
事
を
認
め
る
で
あ
ら

う
。

「
戀
の
日
」
を
再
讀
三
讀
し
て
卷
を
閉
ぢ
た
時
、
自
分
は
不
思
議
な
氣
持
が

し
た
。
そ
の
昔
頼
母
し
が
ら
れ
た
頃
は
い
ざ
し
ら
ず
、
此
の
頃
の
、
出
た
ら

め
の
、
安
受
合
の
、
ち
や
ら
つ
ぽ
こ
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
久
保
田
君
が
、
尚
斯

く
の
如
き
靜
寂
至
純
な
る
藝
術
境
を
把
持
し
て
、
完
全
無
缺
な
作
品
を
發
表

し
得
る
事
の
不
可
思
議
に
驚
い
た
の
だ
。
人
間
が
偉
く
な
け
れ
ば
、
立
派
な

作
品
は
出
來
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
自
分
の
信
仰
が
ぐ
ら
つ
い
た
。
矢
張
り
久

保
田
君
は
偉
い
人
だ
つ
た
の
か
と
思
ひ
出
し
た
。
幾
度
も
幾
度
も
、
此
の
問

題
を
頭
腦
あ
た
ま
の
中
で
繰
返
し
て
居
る
間
に
、
平
生
藝
術
家
久
保
田
君
を
見
く
び
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り
勝
な
、
其
處
い
ら
に
居
る
人
間
ど
も
の
ぼ
ん
く
ら
と
無
禮
が
癪
に
障
つ
て

來
た
。
自
分
自
身
の
目
は
し
の
利
か
な
か
つ
た
事
も
亦
腹
立
た
し
く
な
つ
て

來
た
。
正
直
の
と
こ
ろ
、
自
分
は
久
保
田
君
の
藝
術
の
力
に
、
完
全
に
頭
を

垂
れ
て
膝
ま
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
近
、
陸
軍
簡
閲
點
呼
に
召
集
さ
れ
て
上
京
し
た
時
、
忙
し
い
中
で
、
新

婚
の
久
保
田
君
夫
妻
に
逢
つ
た
。
も
の
優
し
い
新
夫
人
を
傍
に
し
て
坐
つ
た

久
保
田
君
は
、
見
違
へ
る
ば
か
り
身
體
か
ら
だ
は
ひ
き
し
ま
り
、
一
頃
の
浮
調
子
と

は
う
つ
て
變
つ
て
落
ち
つ
い
て
ゐ
た
。
堂
々
と
し
た
花
婿
だ
つ
た
。
さ
う
し

て
斯
う
い
ふ
場
合
に
は
、
兎
角
世
間
の
惡
賢
い
人
間
が
し
て
見
せ
る
氣
障
と

厭
味
を
離
れ
て
、
眞
面
目
に
結
婚
生
活
の
幸
福
を
説
い
て
止
ま
な
か
つ
た
。

女
性
を
輕
侮
し
、
結
婚
生
活
を
羨
し
い
と
思
つ
て
ゐ
な
い
自
分
さ
へ
、
久
保
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田
君
の
純
眞
な
る
喜
悦
の
前
に
は
、
お
ひ
や
ら
か
す
こ
と
さ
へ
出
來
な
か
つ

た
。
こ
れ
程
喜
べ
る
も
の
な
ら
ば
自
分
も
結
婚
し
度
い
と
思
つ
た
が
、
自
分

の
如
き
疑
深
い
卑
屈
な
根
性
の
者
に
は
、
到
底
そ
れ
は
不
可
能
の
事
で
あ
ら

う
。
結
局
自
分
は
、
久
保
田
君
の
結
婚
そ
の
も
の
よ
り
も
、
久
保
田
君
が
眞

心
か
ら
幸
福
を
感
じ
て
ゐ
る
心
持
の
方
を
羨
ん
だ
。

　
或
は
遂
に
久
保
田
君
は
「
生
活
の
改
造
」
を
爲し
遂
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
う
し
て
ほ
ん
た
う
に
久
保
田
君
の
偉
さ
が
、
一
時
の
浮
薄
に
打
勝
つ
て
光

を
現
し
て
來
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
世
の
中
が
よ
く
な
つ
て
來
た
」
の
か

も
し
れ
な
い
。
さ
う
い
ふ
奇
蹟
の
起
る
事
を
、
自
分
は
「
末
枯
」
の
作
者
の

爲
め
に
祈
つ
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
大
正
八
年
八
月
十
八
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
田
文
學
」
大
正
八
年
九
月
號
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