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私
は
こ
の
大
阪
で
講
演
を
や
る
の
は
初
め
て
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
う
い

う
大
勢
の
前
に
立
つ
の
も
初
め
て
で
あ
り
ま
す
。
実
は
演
説
を
や
る
つ
も
り

で
は
な
い
、
む
し
ろ
講
義
を
す
る
気
で
来
た
の
で
す
が
、
講
義
と
云
う
も
の

は
こ
ん
な
多
人
数
を
相
手
に
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け

の
聴
衆
全
体
に
通
る
よ
う
な
声
を
出
そ
う
と
す
れ
ば
　
　
第
一
出
る
訳
が
な

い
け
れ
ど
も
、
万
一
出
る
に
し
て
も
十
五
分
ぐ
ら
い
で
壇
を
降
り
な
け
れ
ば

や
り
き
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
始
め
て
の
事
で
も
あ

る
し
こ
れ
ほ
ど
御
集
り
に
な
っ
た
諸
君
の
御
厚
意
に
対
し
て
も
な
る
べ
く
御

満
足
の
行
く
よ
う
に
、
十
分
面
白
い
講
演
を
し
て
帰
り
た
い
の
は
山
々
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
あ
ま
り
大
勢
お
出
に
な
っ
た
か
ら
　
　
と
云
っ
て
、
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け
っ
し
て
つ
ま
ら
ぬ
演
説
を
わ
ざ
わ
ざ
し
よ
う
な
ど
と
い
う
悪
意
は
毛
頭
無

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
な
る
べ
く
短
か
く
切
上
げ
る
事
に
し
て
、
そ
う

し
て
　
　
ま
だ
後
に
も
面
白
い
の
が
だ
い
ぶ
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
で
埋

め
合
せ
を
し
て
、
ま
ず
数
で
コ
ナ
す
よ
う
な
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。
実
際

こ
の
暑
い
の
に
こ
う
お
集
ま
り
に
な
っ
て
竹
の
皮
へ
包
ん
だ
寿す
司し
の
よ
う
に

押
し
合
っ
て
い
て
は
た
ま
り
ま
す
ま
い
。
ま
た
講
演
者
の
方
で
も
周
囲
前
後

左
右
か
ら
出
る
人
の
息
だ
け
で
も
　
　
ち
ょ
っ
と
こ
こ
へ
立
っ
て
御
覧
に
な

れ
ば
す
ぐ
分
り
ま
す
が
　
　
実
際
容
易
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ

う
い
う
よ
う
に
原
稿
紙
へ
ノ
ー
ト
が
取
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
時
々
こ
れ
を

見
な
が
ら
進
行
す
れ
ば
順
序
も
よ
く
整
い
遺
漏
い
ろ
う
も
少
な
く
、
大
変
都
合
が
好

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
手
温
て
ぬ
る
い
事
を
し
て
い
て
は
と
て
も
諸
君
が
お
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と
な
し
く
聴
い
て
い
て
下
さ
る
ま
い
と
思
う
か
ら
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
　
　
で

は
な
い
大
部
分
端
折
は
し
ょ
っ
て
し
ま
っ
て
や
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
も

し
お
と
な
し
く
聴
い
て
下
さ
れ
ば
十
分
に
や
る
か
も
知
れ
な
い
。
や
ろ
う
と

思
え
ば
や
れ
る
の
で
す
。

　
問
題
は
あ
す
こ
に
書
い
て
あ
る
通
り
「
文
芸
と
道
徳
」
と
云
う
の
で
す
が
、

御
承
知
の
通
り
私
は
小
説
を
書
い
た
り
批
評
を
書
い
た
り
大
体
文
学
の
方
に

従
事
し
て
い
る
た
め
に
文
芸
の
方
の
こ
と
を
お
話
す
る
傾
か
た
むき
が
多
う
ご
ざ
い

ま
す
。
大
阪
へ
来
て
文
芸
を
談
ず
る
と
云
う
こ
と
の
可
否
は
知
り
ま
せ
ん
。

儲もう
け
る
話
で
も
し
た
ら
一
番
よ
か
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
「
文
芸

と
道
徳
」
で
は
題
を
お
聴
き
に
な
っ
た
だ
け
で
も
儲
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
内

容
を
お
聴
き
に
な
っ
て
は
な
お
儲
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
別
に
損
を
す
る
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と
い
う
ほ
ど
の
縁
喜
え
ん
ぎ
の
悪
い
題
で
も
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

御
聴
お
き
き
に
な
る
時
間
ぐ
ら
い
は
損
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
く
ら
い
な
損
は
不
運

と
諦
あ
き
らめ
て
辛
抱
し
て
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
昔
の
道
徳
と
今
の
道
徳
と
云
う
も
の
の
区
別
、
そ
れ
か
ら
お
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
　
　
ど
う
も
落
ち
つ
い
て
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が

し
て
た
ま
ら
な
い
。
そ
の
前
に
ち
ょ
っ
と
こ
の
題
の
説
明
を
し
ま
す
が
、

「
道
徳
と
文
芸
」
と
あ
る
以
上
、
つ
ま
り
文
芸
と
道
徳
と
の
関
係
に
帰
着
す

る
の
だ
か
ら
、
道
徳
の
関
係
し
な
い
方
面
、
あ
る
い
は
部
分
の
文
芸
と
云
う

も
の
は
こ
こ
に
論
ず
る
限
り
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
文
芸
の
中うち
で
も
道
徳
の

意
味
を
帯
び
た
倫
理
的
の
臭
味
く
さ
み
を
脱
却
す
る
事
の
で
き
な
い
文
芸
上
の
述
作

に
つ
い
て
の
お
話
と
云
っ
て
も
よ
し
、
文
芸
と
交
渉
の
あ
る
道
徳
の
お
話
と
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云
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
で
ま
ず
道
徳
と
云
う
も
の
に
つ
い
て
昔
と
今

の
区
別
か
ら
お
話
を
始
め
て
だ
ん
だ
ん
進
行
す
る
事
に
致
し
ま
す
。

　
昔
の
道
徳
、
こ
れ
は
無
論
日
本
で
の
御
話
で
す
か
ら
昔
の
道
徳
と
い
え
ば

維
新
前
の
道
徳
、
す
な
わ
ち
徳
川
氏
時
代
の
道
徳
を
指
す
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
昔
の
道
徳
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
あ
な
た
方がた
も
御

承
知
の
通
り
、
一
口
に
申
し
ま
す
と
、
完
全
な
一
種
の
理
想
的
の
型
を
拵
こ
し
らえ

て
、
そ
の
型
を
標
準
と
し
て
そ
の
型
は
吾
人
が
努
力
の
結
果
実
現
の
で
き
る

も
の
と
し
て
出
立
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
忠
臣
で
も
孝
子
で
も
も

し
く
は
貞
女
で
も
、
こ
と
ご
と
く
完
全
な
模
範
を
前
へ
お
い
て
、
我
々
ご
と

き
至
ら
ぬ
も
の
も
意
思
の
い
か
ん
、
努
力
の
い
か
ん
に
依
っ
て
は
、
こ
の
模

範
通
り
の
事
が
で
き
る
ん
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
教
え
方
、
徳
義
の
立
て
方
で
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あ
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
一
概
に
完
全
と
云
い
ま
し
て
も
、
意
味
の
取
り

方
で
、
い
ろ
い
ろ
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
云
う
の
は
仏
語
ぶ
つ
ご
な
ど
で

使
う
純
一
無
雑
ま
ず
混まじ
り
気け
の
な
い
と
こ
ろ
と
見
た
ら  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
で
し

ょ
う
。
例
え
ば
鉱
あ
ら
が
ねの
よ
う
に
種
々
な
異
分
子
を
含
ん
だ
自
然
物
で
な
く
っ
て

純
金
と
云
っ
た
よ
う
に
精
錬
し
た
忠
臣
な
り
孝
子
な
り
を
意
味
し
て
お
り
ま

す
。
か
く
完
全
な
模
型
を  
標    

榜  
ひ
ょ
う
ぼ
う

し
て
、
そ
れ
に
達
し
得
る
念
力
を
も
っ

て
修
養
の
功
を
積
む
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
が
昔
の
徳
育
で
あ
り
ま
す
。

も
う
少
し
細
か
く
申
す
は
ず
で
す
が
、
略
し
て
ま
ず
そ
の
く
ら
い
に
し
て
次

に
移
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
う
い
う
風
の
倫
理
観
や
徳
育
が
ど
ん
な
影
響
を
個
人
に
与
え
ど
ん

な
結
果
を
社
会
に
生
ず
る
か
を
考
え
て
見
ま
す
と
、
ま
ず
個
人
に
あ
っ
て
は
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す
で
に
模
範
が
出
来
上
り
ま
た
そ
の
模
範
が
完
全
と
い
う
資
格
を
具そな
え
た
も

の
と
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
こ
の
模
範
通
り
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ん
、
完
全
の
域
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
云
う
内
部
の
刺
激
や
ら
外

部
の 

鞭  
撻 

べ
ん
た
つ

が
あ
る
か
ら
、
模
倣
と
い
う
意
味
は
離
れ
ま
す
ま
い
が
、
そ
の

代
り
生
活
全
体
と
し
て
は
、
向
上
の
精
神
に
富
ん
だ
気
概
の
強
い 

邁  

往 

ま
い
お
う

の

勇
を
鼓
舞
さ
れ
る
よ
う
な
一
種
感
激
性
の
活
計
を
営
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
社
会
一
般
か
ら
云
う
と
、
す
で
に
こ
う
い
う
風
な
模
範
的
な
間
然
す
る

と
こ
ろ
な
き
忠
臣
孝
子
貞
女
を
押
し
立
て
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
認
め
る
く

ら
い
だ
か
ら
、
個
人
に
対
す
る
一
般
の
倫
理
上
の
要
求
は
ず
い
ぶ
ん
苛
酷
な

も
の
で
あ
る
。
ま
た
個
人
の
過
失
に
対
し
て
は
非
常
に
厳
格
な
態
度
を
も
っ

て
い
る
。
少
し
の
過
ち
が
あ
っ
て
も
許
さ
な
い
、
す
ぐ
命
に
関
係
し
て
く
る
。
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そ
う
で
し
ょ
う
、
昔
の
人
は
何
ぞ
と
云
う
と
腹
を
切
っ
て
申
訳
を
し
た
の
は

諸
君
も
御
承
知
で
あ
る
。
今
で
は
容
易
に
腹
を
切
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
腹
を

切
ら
な
い
で
す
む
か
ら
し
て
切
ら
な
い
の
で
、
昔
だ
っ
て
切
り
た
い
腹
で
は

け
っ
し
て
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
切
ら
せ
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

 

詰  

腹 

つ
め
ば
ら

で
、
社
会
の
制
裁
が
非
常
に
悪 

辣 

苛 

酷 

あ
く
ら
つ
か
こ
く

な
た
め
生
き
て
人
に
顔
が

合
わ
さ
れ
な
い
か
ら
む
や
み
に
安
く
命
を
棄す
て
る
の
で
し
ょ
う
。

　
今
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
完
全
か
も
知
れ
な
い
が
実
際
あ
る
か
な
い
か
分
ら

な
い
理
想
的
人
物
を
描
い
て
、
そ
れ
ら
の
偶
像
に
向
っ
て
瞬
間
の
絶
間
な
く

努
力
し
感
激
し
、
発
憤
し
、
ま
た
随
喜
し
渇
仰
し
て
、
そ
う
し
て
社
会
か
ら

は
徳
義
上
の
弱
点
に
対
し
て
微
塵
み
じ
ん
の
容
赦
も
な
く
厳
重
に
取
扱
わ
れ
て
、
よ

く
人
が
辛
抱
し
て
お
っ
た
も
の
だ
と
い
う
疑
も
起
る
が
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
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ろ
の
原
因
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
一
に
は
今
の
よ
う
に
科
学
的
の
観
察
が
行

届
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
人
間
は
ど
う
教
育
し
た
っ
て
不
完
全
な
も
の
で
あ

る
と
云
う
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
不
完
全
な
の
は
、
我
々
の
心
掛
が

至
ら
ぬ
か
ら
の  
横    

着  
お
う
ち
ゃ
く

に
起
因
す
る
の
だ
か
ら
し
て
、
も
う
少
し
修
養
し

て
黒
砂
糖
を
白
砂
糖
に
精
製
す
る
よ
う
な
具
合
に
向
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん

と
い
う
考
で
一
生
懸
命
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昔
の
人
に
は
批

判
的
精
神
が
乏
し
か
っ
た
。
昔
か
ら
云
い
伝
え
て
い
る
孝
子
と
か
貞
女
と
か

称
す
る
も
の
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
姿
で
再
現
で
き
る
と
い
う
信
念
が

強
く
て
、
批
判
的
に
こ
れ
ら
の
模
範
を
視み
る
精
神
に
乏
し
か
っ
た
と
云
う
の

が
お
も
な
る
原
因
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
口
に
云
え
ば
科
学
と
云
う
も
の
が

あ
ま
り
開
け
な
か
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
そ
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の
当
時
は
交
通
が
非
常
に
不
便
で
あ
り
ま
し
て
、
東
京
か
ら
大
阪
へ
ち
ょ
っ

と
手
紙
一
本
で
呼
出
さ
れ
て
来
て
講
演
を
す
る
と
云
う
よ
う
な
こ
と
す
ら
、

で
き
な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か 

億  

劫 

お
っ
く
う

で
こ
う
手
軽
に
は
行
き

ま
せ
ん
。
来
る
に
し
て
も
駕か
籠ご
に
揺
ら
れ
て
五
十
三
次
を
順
々
に
越
す
の
だ

か
ら
、
た
や
す
く
は
間
に
合
い
か
ね
ま
す
。
間
に
合
わ
な
い
で
す
む
と
す
れ

ば
、
私
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
は
、
諸
君
に
知
れ
ず
に
す
ん
で
し
ま
う
訳

で
あ
る
。
知
ら
れ
な
け
れ
ば
よ
ほ
ど
え
ら
い
人
だ
と
思
っ
て
く
れ
や
し
な
い

か
と
思
う
。
こ
う
や
っ
て
演
壇
に
立
っ
て
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
も
着
ず
、
妙

な
神
戸
辺
の
商
館
の
手
代
が
着
る
よ
う
な
背
広
な
ど
を
着
て
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ

し
て
い
て
は
安
っ
ぽ
く
て
い
け
な
い
。
ウ
ン
あ
ん
な
奴やつ
か
と
い
う
気
が
起
る

に
き
ま
っ
て
い
る
。
が
駕
籠
の
時
代
な
ら
そ
う
ま
で
器
量
を
下
げ
ず
に
す
ん
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だ
か
も
知
れ
な
い
。
交
通
の
不
便
な
昔
は
、
山
の
中
に
仙
人
が
い
る
と
思
っ

て
お
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
江
戸
に
は
漱
石
と
い
っ
て
仙
人
で
は
な
い
が
、

ま
あ
仙
人
に
近
い
人
間
が
い
る
そ
う
だ
ぐ
ら
い
の
評
判
で
持
ち
切
っ
て
下
さ

れ
ば
私
も
は
な
は
だ
満
足
の
至
り
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、 

今  

日 

こ
ん
に
ち

汽
車
電
話
の

世
の
中
で
は
す
で
に
仙
人
そ
の
も
の
が
消
滅
し
た
か
ら
、
仙
人
に
近
い
人
間

の
価
値
も
自
然
下
落
し
て
、
商
館
の
手
代
そ
の
ま
ま
の 

風  

采 

ふ
う
さ
い

を
残
念
な
が

ら
諸
君
の
御
覧
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
始
末
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
昔

は
階
級
制
度
で
社
会
が
括くく
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
階
級
が
違
う
と
容
易
に

接
触
す
ら
で
き
な
く
な
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
今
で
も
天
子
様
な
ど
に
は
む

や
み
に
は
近
づ
け
ま
せ
ん
。
私
は
ま
だ 
拝  
謁 
は
い
え
つ

を
し
ま
せ
ん
が
、
昔
は
一
般

か
ら
見
て
今
の
天
皇
陛
下
以
上
に
近
づ
き
が
た
い
階
級
の
も
の
が
た
く
さ
ん
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お
っ
た
の
で
す
。
一
国
の
領
主
に
言
葉
を
交
え
る
の
す
ら
平
民
に
は
大
変
な

異
例
で
し
ょ
う
。
土
下
座
と
か
云
っ
て
地
面
じ
べ
た
へ
坐
っ
て
、
ピ
タ
リ
と
頭
を
下

げ
て
、 
肝  
腎 
か
ん
じ
ん

の
駕か
籠ご
が
通
る
時
に
は
ど
ん
な
顔
の
人
が
い
る
の
か
ま
る
で

物
色
す
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
一
駕
籠
の
中
に
は
化
物
が
い
る
の
か
人

間
が
い
る
の
か
さ
え
分
ら
な
か
っ
た
く
ら
い
の
も
の
と
聞
い
て
い
ま
す
。
し

て
み
る
と
階
級
が
違
え
ば
種
類
が
違
う
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
そ
の
極
は
ど

ん
な
人
間
が
世
の
中
に
あ
ろ
う
と
不
思
議
を
挟はさ
む
余
地
の
な
い
く
ら
い
に
自

他
の
生
活
に 

懸  

隔 

け
ん
か
く

の
あ
る
社
会
制
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て 

突 

拍 

子 

と
っ
ぴ
ょ
う
し

も
な
い
偉
い
人
間
す
な
わ
ち
模
範
的
な
忠
臣
孝
子
そ
の
他
が
世
の
中
に
は
現

に
い
る
と
い
う
観
念
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
に
違
な
い
。

　
以
上
の
諸
原
因
か
ら
し
て
自
然
模
範
的
の
道
徳
を
一
般
に
強し
い
て
怪
し
ま
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な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
強
い
ら
れ
て
黙
っ
て
い
も
し
、
あ
る

い
は
自みず
か
ら
進
ん
で
己
に
強し
い
も
し
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
維
新
以
後

四
十
四
五
年
を
経
過
し
た
今
日
に
な
っ
て
、
こ
の
道
徳
の
推
移
し
た
経
路
を

ふ
り
返
っ
て
見
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
一
定
の
方
向
が
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
方
向

に
の
み
遅
疑
な
く
流
れ
て
来
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
社
会
の
現
象
を
研
究

す
る
学
者
に
取
っ
て
は
な
は
だ
興
味
の
あ
る 

事  

柄 

こ
と
が
ら

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
し
か
ら
ば
維
新
後
の
道
徳
が
維
新
前
と
ど
う
い
う
風
に
違
っ
て
来

た
か
と
云
う
と
、
か
の
ピ
タ
リ
と
理
想
通
り
に
定
っ
た
完
全
の
道
徳
と
い
う

も
の
を
人
に
強し
う
る
勢
力
が
だ
ん
だ
ん
微
弱
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
昔
渇

仰
し
た
理
想
そ
の
物
が
い
つ
の
間ま
に
か
偶
像
視
せ
ら
れ
て
、
そ
の
代
り
事
実

と
云
う
も
の
を
土
台
に
し
て
そ
れ
か
ら
道
徳
を
造
り
上
げ
つ
つ 

今  

日 

こ
ん
に
ち

ま
で
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進
ん
で
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
は
完
全
な
も
の
で
な
い
、
初
め
は
無

論
、
い
つ
ま
で
行
っ
て
も
不
純
で
あ
る
と
、
事
実
の
観
察
に
本
も
と
づい
た
主
義
を

  

標    
榜  

ひ
ょ
う
ぼ
う

し
た
と
云
っ
て
は
間
違
に
な
る
が
、
自
然
の
成
行
を
逆
に
点
検
し

て
四
十
四
年
の
道
徳
界
を
貫
い
て
い
る
潮
流
を
一
句
に
つ
づ
め
て
見
る
と
こ

の
主
義
に
ほ
か
な
ら
ん
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
つ
ま
り
は 

吾  

々 

わ
れ
わ
れ

が
知
ら

ず
知
ら
ず
の
間
に
こ
の
主
義
を
実
行
し
て
今
日
に
至
っ
た
と
同
じ
結
果
に
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
自
然
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
に
申
せ
ば
、
た
と
い

い
か
な
忠
臣
で
も
孝
子
で
も
貞
女
で
も
、
一
方
か
ら
云
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
相
当

の
美
徳
を
具そな
え
て
い
る
の
は
無
論
で
あ
る
が
こ
れ
と
同
時
に
一
方
で
は
ず
い

ぶ
ん
い
か
が
わ
し
い
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
忠
で
あ
り
孝
で
あ
り

貞
で
あ
る
と
共
に
、
不
忠
で
も
あ
り
不
孝
で
も
不
貞
で
も
あ
る
と
云
う
事
で
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あ
り
ま
す
。
こ
う
言
葉
に
現
わ
し
て
云
う
と
何
だ
か
非
常
に
悪
く
な
り
ま
す

が
、
い
か
に
至
徳
の
人
で
も
ど
こ
か
し
ら
に
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
、

人
も
解
釈
し
自
分
で
も
認
め
つ
つ
あ
る
の
は
疑
も
な
い
事
実
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
。
現
に
私
が
こ
う
や
っ
て
演
壇
に
立
つ
の
は
全
然
諸
君
の
た
め
に
立

つ
の
で
あ
る
、
た
だ
諸
君
の
た
め
に
立
つ
の
で
あ
る
、
と
救
世
軍
の
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
た
っ
て
諸
君
は
承
知
し
な
い
で
し
ょ
う
。
誰
の
た
め
に
立
っ
て

い
る
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
社
の
た
め
に
立
っ
て
い
る
、
朝
日
新
聞
の
広
告
の

た
め
に
立
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
夏
目
漱
石
を
天
下
に
紹
介
す
る
た
め
に
立

っ
て
い
る
と
答
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
宜よろ
し
い
。
け
っ
し
て
純
粋
な

 

生 

一 

本 

き
い
っ
ぽ
ん

の
動
機
か
ら
こ
こ
に
立
っ
て
大
き
な
声
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
暑
さ
に
襟えり
の
グ
タ
グ
タ
に
な
る
ほ
ど
汗
を
垂
ら
し
て
ま
で
諸
君
の
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た
め
に
有
益
な
話
を
し
な
け
れ
ば
今
晩
眠
ら
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
奇
特
き
と
く
な
心

掛
は
実
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。
と
云
っ
た
と
こ
ろ
で
こ
う
見
え
て
も
、
満ま

   

更 

ん
ざ
ら
好
意
も
人
情
も
無
い
わ
が
ま
ま
一
方
の
男
で
も
な
い
。
打
ち
明
け
た
と

こ
ろ
を
申
せ
ば
今
度
の
講
演
を
私
が
断
っ
た
っ
て
免
職
に
な
る
ほ
ど
の
大
事

件
で
は
な
い
の
で
、
東
京
に
寝
て
い
て
、  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

が
あ
る
と
か
健
康
が
許

さ
な
い
と
か
何なん
と
か
か
と
か
言
訳
の
種
を
拵
こ
し
らえ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
す
む

の
で
す
。
け
れ
ど
も
諸
君
の
た
め
を
思
い
、
ま
た
社
の
た
め
を
思
い
、
と
云

う
と
急
に
偽
善
め
き
ま
す
が
、
ま
あ
義
理
や
ら
好
意
や
ら
を
加
味
し
た
動
機

か
ら
さ
っ
そ
く
出
て
来
た
と
す
れ
ば
や
は
り
幾
分
か
善
人
の 

面  

影 

お
も
か
げ

も
あ
る
。

 

有  

体 

あ
り
て
い

に
白
状
す
れ
ば
私
は
善
人
で
も
あ
り
悪
人
で
も
　
　
悪
人
と
云
う
の

は
自
分
な
が
ら
少
々
ひ
ど
い
よ
う
だ
が
、
ま
ず
善
悪
と
も
多
少
混まじ
っ
た
人
間
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な
る
一
種
の 

代  

物 

し
ろ
も
の

で
、
砂
も
つ
き
泥
も
つ
き
汚きた
な
い
中
に
金
と
云
う
も
の

が
有
る
か
無
い
か
ぐ
ら
い
に
含
ま
れ
て
い
る
く
ら
い
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思

う
。
私
が
こ
う
い
う
事
を
平
気
で
諸
君
の
前
で
述
べ
て
、
そ
れ
で
あ
な
た
方
が
た

は
笑
っ
て
聴
い
て
い
る
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
、
今
の
人
は
昔
に
比
べ
る
と
よ

ほ
ど
倫
理
上
の
意
見
に
つ
い
て
も
寛
大
に
な
っ
て
い
る
事
が
分
り
ま
す
。
こ

れ
が
制
裁
の
厳
重
で
模
範
的
行
動
を
他
に
強し
い
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
旧
幕
時

代
で
あ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
露
骨
を
無
遠
慮
に
い
う
私
は
き
っ
と
社
長
に
叱
ら

れ
ま
す
。
も
し
社
長
が
大
名
だ
っ
た
な
ら
叱
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
切
腹
を

仰おお
せ
つ
か
る
か
も
知
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
、
明
治
四
十
四
年
の
今
日

は
社
長
だ
っ
て
黙
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
あ
な
た
方
は
笑
っ
て
い
る
。
こ
れ

ほ
ど
世
の
中
は
穏
か
に
な
っ
て
来
た
の
で
す
。
倫
理
観
の
程
度
が
低
く
な
っ
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て
来
た
の
で
す
。
だ
ん
だ
ん
住
み
や
す
い
世
の
中
に
な
っ
て
御
互
に 

仕  

合 

し
あ
わ
せ

で
し
ょ
う
。

　
か
く
社
会
が
倫
理
的
動
物
と
し
て
の
吾
人
に
対
し
て
人
間
ら
し
い
卑
近
な

徳
義
を
要
求
し
て
そ
れ
で
我
慢
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
完
全
と
か
至
極
し
ご
く
と
か

云
う
理
想
上
の
要
求
を
漸
次
ぜ
ん
じ
に
撤
回
し
て
し
ま
っ
た
結
果
は
ど
う
な
る
か
と

云
う
と
、
ま
ず
従
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
評
価
率
（
道
徳
上
の
）
が
自
然
の

間
に
違
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
に
な
り
ま
す
。
世
の
中
は
恐
ろ
し
い

も
の
で
、
だ
ん
だ
ん
と
道
徳
が
崩くず
れ
て
く
る
と
そ
れ
を
評
価
す
る
眼
が
違
っ

て
き
ま
す
。
昔
は
お
辞
儀
の
仕
方
が
気
に
入
ら
ぬ
と
刀
の
束つか
へ
手
を
か
け
た

事
も
あ
り
ま
し
た
ろ
う
が
、
今
で
は
た
と
い
親
密
な  

間    

柄  

あ
い
だ
が
ら

で
も
手
数
の

か
か
る
よ
う
な 

挨  

拶 

あ
い
さ
つ

は
や
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
自
他
共
に
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不
愉
快
を
感
ぜ
ず
に
す
む
と
こ
ろ
が
私
の
い
わ
ゆ
る
評
価
率
の
変
化
と
い
う

意
味
に
な
り
ま
す
。
御
辞
儀
な
ど
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
す
べ
て
倫
理
的

意
義
を
含
む
個
人
の
行
為
が
幾
分
か
従
前
よ
り
は
自
由
に
な
っ
た
た
め
、
窮

屈
の
度
が
取
れ
た
た
め
、
す
な
わ
ち
昔
の
よ
う
に
強し
い
て
行
い
、
無
理
に
も

な
す
と
い
う 

瘠 
我 
慢 

や
せ
が
ま
ん

も
圧
迫
も
微
弱
に
な
っ
た
た
め
、
一
言
に
し
て
云
え

ば
徳
義
上
の
評
価
が
い
つ
と
な
く
推
移
し
た
た
め
、
自
分
の
弱
点
と
認
め
る

よ
う
な
こ
と
を
恐
れ
も
な
く
人
に
話
す
の
み
か
、
そ
の
弱
点
を
行
為
の
上
に

露
出
し
て
我
も
怪
し
ま
ず
、
人
も
咎とが
め
ぬ
と
云
う
世
の
中
に
な
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
私
は
明
治
維
新
の
ち
ょ
う
ど
前
の
年
に
生
れ
た
人
間
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
今
日
こ
の
聴
衆
諸
君
の
中うち
に
御
見
え
に
な
る
若
い
方
と
は
違
っ
て
、

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
中
途
半
端
の
教
育
を
受
け
た
海
陸
両
棲
動
物
の
よ
う
な
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怪
し
げ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
ら
の
よ
う
な
年
輩
の
過
去
に
比
べ
る
と
、

今
の
若
い
人
は
よ
ほ
ど
自
由
が
利き
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ま
た
社
会

が
そ
れ
だ
け
の
自
由
を
許
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
漢
学
塾
へ
二
年
で

も
三
年
で
も
通かよ
っ
た
経
験
の
あ
る
我
々
に
は
豪えら
く
も
な
い
の
に
豪
そ
う
な
顔

を
し
て
み
た
り
、
性
を
矯た
め
て 

瘠 

我 

慢 

や
せ
が
ま
ん

を
言
い
張
っ
て
見
た
り
す
る
癖
が

よ
く
あ
っ
た
も
の
で
す
。
　
　
今
で
も
だ
い
ぶ
そ
の
気
味
が
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
。
　
　
と
こ
ろ
が
今
の
若
い
人
は
存
外 

淡  

泊 

た
ん
ぱ
く

で
、
昔
の
よ
う
な

感
激
性
の
詩
趣
を
倫
理
的
に
発
揮
す
る
事
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

大
体
吹
き
抜
け
の 

空  

筒 

か
ら
づ
つ

で
何
で
も
隠
さ
な
い
と
こ
ろ
が
よ
い
。
こ
れ
は
自

分
を
取と
り
繕つく
ろ
い
た
く
な
い
と
い
う
結
構
な
精
神
の
働
い
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
し
ょ
う
し
、
ま
た
隠
さ
な
い
明
け
ッ
放
し
の
内
臓
を
見
せ
て
も
世
間
で
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別
段
鼻
を
抓つま
ん
で
苦にが
い
顔
を
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

私
の
所
へ
時
々
若
い
人
な
ど
が
初
め
て
訪
問
に
来
て
、
後
か
ら
手
紙
な
ど
に

そ
の
時
の
感
想
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
て
送
っ
て
く
れ
る
場
合
な
ど
で
さ
え

思
い
も
よ
ら
ぬ
告
白
を
す
る
事
が
あ
る
か
ら
面
白
い
で
す
。
と
云
っ
て
大
し

た
弱
点
を
見
て
く
れ
と
云
わ
ん
ば
か
り
に
書
く
訳
で
も
な
い
が
、
と
に
か
く

こ
っ
ち
か
ら
頼
み
は
し
な
い
の
で
、
先
方
か
ら
勝
手
に
寄
こ
す
く
ら
い
の
酔

興
的
な
閑
文
字
す
な
わ
ち
一
種
の
意
味
に
お
け
る
芸
術
品
な
の
だ
か
ら
、
も

し
我
々
の
若
い
時
分
の
気
持
で
書
く
と
す
れ
ば
、
天
下
の
英
雄
君
と
我
と
の

み
と
ま
で
豪
が
ら
な
い
に
せ
よ
、
習
俗
的
に
高
雅
な
観
念
を 

会  

釈 

え
し
ゃ
く

な
く
文

字
の
上
に
羅
列
し
て
快
よ
い
一
種
の
刺
戟
し
げ
き
を
自
己
の
倫
理
性
が
受
け
る
よ
う

に
詩
趣
を
発
揮
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
今
例
に
引
こ
う
と
す
る
手
紙
な
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ど
に
は
そ
ん
な 

面  

影 

お
も
か
げ

は
ま
る
で
な
い
。
ま
ず
門
を
入
っ
た
ら
胸
騒
ぎ
が
し

た
と
か
、
格
子
こ
う
し
を
開
け
る
時
に
ベ
ル
が
鳴
っ
て
ま
す
ま
す
驚
い
た
と
か
、
頼

む
と
案
内
を
乞
う
て
お
き
な
が
ら 

取  

次 

と
り
つ
ぎ

に
出
て
来
た
下
女
が
不る
在す
だ
と
言

っ
て
く
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
と 

沓  

脱 

く
つ
ぬ
ぎ

の
前
で
感
じ
た
と
か
、
そ
れ
が
御
宅
で

す
と
い
う
一
言
で
急
に
帰
り
た
い
心
持
に
変
化
し
た
と
か
、
と
こ
ろ
へ
こ
ち

ら
へ
上
れ
と
ま
た
取
次
に
出
て
来
ら
れ
て
ま
す
ま
す
恐
縮
し
た
と
か
、
す
べ

て
そ
う
い
う
弱
い
神
経
作
用
が
い
さ
さ
か
の
飾
り
気
も
な
く
出
て
い
る
。
徳

義
的
批
判
を
含
ん
だ
言
葉
で
云
え
ば  

臆    

病  
お
く
び
ょ
う

と
か
度
胸
が
な
い
と
か
云
う

べ
き
弱
点
を
自
由
に
白
状
し
て
い
る
。
た
か
が
夏
目
漱
石
の
所
へ
来
る
の
に

こ
う
ビ
ク
ビ
ク
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
と
お
思
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
実
際

あ
る
の
で
す
。
し
か
し
私
は
こ
れ
が
今
の
青
年
だ
か
ら
あ
る
の
だ
と
信
じ
ま
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す
。
旧
幕
時
代
の
文
学
の
ど
こ
を
ど
う
尋
ね
て
も
こ
ん
な
意
味
の
訪
問
感
想

録
は
け
っ
し
て
見
当
る
ま
い
と
信
じ
ま
す
。
こ
の
春
で
し
た
が
あ
る
所
に
音

楽
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
私
の
知
っ
た
人
が
演
奏
台
に
立
っ
て
歌
を

う
た
い
ま
し
た
。
私
は
招
待
を
受
け
て
一
番
前
の
列
の 

真  

中 

ま
ん
な
か

に
い
て
聴
い

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
歌
は
下
手
で
し
た
。
私
は
音
楽
を
聞
く
耳
も

何
も
持
た
な
い 

素  
人 

し
ろ
う
と

で
は
あ
る
が
そ
の
人
の
う
た
い
ぶ
り
は
す
こ
ぶ
る
不ま

味ず
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
あ
と
で
そ
の
人
に
会
っ
て
感
じ
た
通
り
不
味
い

と
云
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
音
楽
家
は
あ
の
演
奏
台
に
立
っ
た
時
、
自

分
の
足
が
ブ
ル
ブ
ル
顫ふる
え
る
の
に
気
が
着
い
た
か
と
私
に
聞
き
ま
す
。
私
は

気
が
着
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
当
人
自
身
は
足
が
顫
え
た
と
自
白
す
る
。
昔

な
ら
た
と
い
足
が
顫
え
て
も
顫
え
な
い
と
云
い
張
っ
た
で
し
ょ
う
。
何
と
か
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負
惜
み
で
も
言
い
た
い
く
ら
い
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
て
、
人
の
気
が
つ
き

も
し
な
い
の
に
自
分
の
口
か
ら
足
が
ガ
ク
ガ
ク
し
た
と
自
白
す
る
。
そ
れ
だ

け
今
の
人
が
淡
泊
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
こ
れ
ほ
ど
淡

泊
に
な
れ
る
だ
け
世
間
の
批
判
が
寛
大
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
間
に
そ
の
く
ら
い
な
弱
点
は
あ
り
が
ち
の
事
だ
と
テ
ン
か
ら
認
め
て
い
る

の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
昔
と
今
と
比
べ
て
ど
っ
ち
が
善
い
と
か
悪

い
と
か
い
う
つ
も
り
で
は
な
い
、
た
だ
こ
れ
だ
け
の
区
別
が
あ
る
と
申
し
た

い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
過
去
四
十
何
年
間
の
道
徳
の
傾
向
は
明
か
に
こ
う

い
う
方
向
に
流
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
を
御
認
め
に
な
ら
ん
事
を
希
望
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
古
今
道
徳
の
区
別
は
こ
れ
で
切
上
げ
て
お
い
て
話
は
突
然
文
芸
の
方
へ
移
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り
ま
す
。
も
っ
と
も
文
芸
の
方
の
話
を
詳くわ
し
く
云
う
つ
も
り
で
は
な
い
か
ら
、

必
要
な
説
明
だ
け
に
留とど
め
て
、
ご
く
ざ
っ
と
し
た
と
こ
ろ
を
申
し
ま
す
が
、

近
年
文
芸
の
方
で
浪
漫
主
義
及
び
自
然
主
義
す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
広
く
行
わ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
そ

う
し
て
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
文
芸
界
専
有
の
術
語
で
そ
の
他
の
方
面
に
は
全

く
融
通
の
利き
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
取
扱
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
私
は
こ
れ
か
ら
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
意
味
性
質
を
極きわ
め
て
簡
略
に
述

べ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
前ぜん
申
上
げ
た
昔
と
今
の
道
徳
に
結
び
つ
け
て
両
方

を 

綜  

合 

そ
う
ご
う

し
て
御
覧
に
入
れ
よ
う
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
浪
漫
主
義
も
自

然
主
義
も
文
芸
家
専
有
の
言
語
で
は
な
い
と
い
う
意
味
が
分
れ
ば
そ
の
結
果

自
然
の
勢
い
で
こ
れ
ら
が
ま
た
前
説
明
し
た
二
種
の
道
徳
と
関
係
し
て
来
る
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と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
浪
漫
主
義
自
然
主
義
の
文
学
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
申
上
げ
る
前
に
あ

ら
か
じ
め
諸
君
の
御
注
意
を
煩
わ
ず
らわ
し
て
お
き
た
い
事
が
あ
り
ま
す
が
、
前
も

御
断
り
申
し
た
ご
と
く
今
日
の
お
話
は
す
べ
て
道
徳
と
文
芸
と
の
交
渉
関
係

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
種
類
の
文
学
の
う
ち
（
こ
と
に
浪
漫
主
義
の
文
学
の

う
ち
）
道
徳
の
分
子
の
交
っ
て
来
な
い
も
の
は
頭
か
ら
取
除
と
り
の
け
て
考
え
て
い

た
だ
き
た
い
。
そ
れ
か
ら
よ
し
道
徳
の
分
子
が
交
っ
て
い
て
も
倫
理
的
観
念

が
何
ら
の  

挑    

撥  

ち
ょ
う
は
つ

を
受
け
な
い
　
　
否
受
け
得
べ
か
ら
ざ
る
て
い
の
文
学

も
ま
た
取
り
除の
け
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
ら
を
除
い
た
上
で
こ
の

二
種
類
の
文
学
を
見
渡
し
て
見
る
と
浪
漫
主
義
の
文
学
に
あ
っ
て
は
そ
の
中

に
出
て
く
る
人
物
の
行
為
心
術
が
我
々
よ
り
偉
大
で
あ
る
と
か
、
公
明
で
あ
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る
と
か
、
あ
る
い
は
感
激
性
に
富
ん
で
い
る
と
か
の
点
に
お
い
て
、
読
者
が

倫
理
的
に
向
上
遷
善
の
刺
戟
し
げ
き
を
受
け
る
の
が
そ
の
特
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
影
響
は
昔
し
流は
行や
っ
た 

勧  

善  

懲  

悪 

か
ん
ぜ
ん
ち
ょ
う
あ
く
と
い
う
言
葉
と
関
係
は
あ
り
ま

す
が
、
け
っ
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
ず
っ
と
高
尚
の
意
味
で
云
う
の
で
す
か

ら
誤
解
の
な
い
よ
う
に
願
い
ま
す
。
ま
た
自
然
主
義
の
文
学
で
は
人
間
を
そ

う
伝
説
的
の
英
雄
の
末
孫
か
何
か
で
あ
る
よ
う
に
も
っ
た
い
を
つ
け
て
あ
り

が
た
そ
う
に
は
書
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
読
者
も
作
者
も
倫
理
上
の
感
激
に

は
乏
し
い
。
こ
と
に
よ
る
と
人
間
の
弱
点
だ
け
を
綴つづ
り
合
せ
た
よ
う
に
見
え

る
作
物
も
で
き
る
の
み
な
ら
ず 

往  
々 

お
う
お
う

そ
の
弱
点
が
わ
ざ
と
ら
し
く
誇
張
さ

れ
る
傾
か
た
むき
さ
え
あ
る
が
、
つ
ま
り
は
普
通
の
人
間
を
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
姿

に
描えが
く
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
に
関
す
る
方
面
の
行
為
も
疵し
瑕か
交
出
す
る
と
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い
う
こ
と
は
免まぬ
か
れ
な
い
。
た
だ
こ
う
い
う
あ
さ
ま
し
い
と
こ
ろ
の
あ
る
の

も
人
間
本
来
の
真
相
だ
と
自
分
で
も
首
肯
う
な
ず
き
他ひと
に
も
合
点
が
て
ん
さ
せ
る
の
を
特
色

と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
学
を
詳くわ
し
く
説
明
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
大
分

時
間
が
経
ち
ま
す
か
ら
、
ま
あ
誰
も
知
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
説
明
で
御
免
ご
め
ん
を

蒙こう
むっ
て
、
こ
の
二
つ
の
文
学
が
前
の
二
傾
向
の
道
徳
を
そ
の
作
物
中
に
反
射

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
気
が
つ
け
ば
、
こ
こ
に
始
め
て
文
芸
と
道
徳

と
が
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
関
係
が
あ
る
か
と
云
う
こ
と
も
明
か
に
な
っ
て

来
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
返
す
返
す
申
す
よ
う
で
す
が
題
が
す
で
に
文
芸
と
道
徳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

道
徳
の
関
係
し
な
い
文
芸
の
こ
と
は
全
然
論
外
に
置
い
て
考
え
な
い
と
誤
解

を
招
き
や
す
い
の
で
あ
り
ま
す
。
道
徳
に
関
係
の
無
い
文
芸
の
御
話
を
す
れ
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ば
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
今
私
が
こ
こ
へ
立
っ
て
む
ず
か
し
い
顔

を
し
て
諸
君
を
眼
下
に
見
て
何
か
話
を
し
て
い
る
最
中
に
何
か
の 

拍  

子 

ひ
ょ
う
し

で
、

卑
陋
ひ
ろ
う
な
御
話
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
放
屁
ほ
う
ひ
を
す
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
諸

君
は
笑
う
だ
ろ
う
か
、
怒おこ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
と
云

う
と
い
か
に
も
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
申
し
分
で
あ
る
が
、
私
は
諸
君
が

笑
う
か
怒
る
か
で
こ
の
事
件
を
二
様
に
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
私
の
考

で
は
相
手
が
諸
君
の
ご
と
き
日
本
人
な
ら
笑
う
だ
ろ
う
と
思
う
。
も
っ
と
も

実
際
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
話
だ
か
ら
ど
っ
ち
で
も
構
わ
ん
よ
う
な

も
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
諸
君
な
ら
笑
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て

相
手
が
西
洋
人
だ
と
怒
り
そ
う
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
う
云
う
結
果
の
相
違

を
来
す
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
同
じ
行
為
に
対
す
る
見
方
が
違
う
か
ら
だ
と
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言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
西
洋
人
が
相
手
の
場
合
に
は
私
の
卑ひ

陋ろう
の
ふ
る
ま
い
を
一
図
に
徳
義
的
に
解
釈
し
て
不
徳
義
　
　
何
も
不
徳
義
と

云
う
ほ
ど
の
事
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
と
に
か
く
礼
を
失
し
て
い
る
と
見
て
、

そ
の
方
面
か
ら
怒
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
だ
と
存
外
単
純

に
見み
做な
し
て
、
徳
義
的
の
批
判
を
下
す
前
に
ま
ず 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

を
感
じ
て
噴ふ
き
出だ

す
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
私
の
し
か
つ
め
ら
し
い
態
度
と
堂
々
た
る
演
題

と
に
心
を
傾
か
た
むけ
て
、
あ
る
程
度
ま
で
厳
粛
の
気
分
を
未
来
に
延
長
し
よ
う
と

い
う
予
期
の
あ
る
矢
先
へ
、
突
然
人
前
で
は
憚
は
ば
かる
べ
き
異
な
音
を
立
て
ら
れ

た
の
で
そ
の
矛
盾
の
刺
激
に
堪た
え
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
笑
う
刹
那
せ
つ
な
に
は
倫

理
上
の
観
念
は
毫ごう
も
頭
を
擡もた
げ
る
余
地
を
見
出
し
得
な
い
訳
で
す
か
ら
、
た

と
い
道
徳
的
批
判
を
下
す
べ
き
分
子
が
混
入
し
て
く
る
事
件
に
つ
い
て
も
、
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こ
れ
を
徳
義
的
に
解
釈
し
な
い
で
、
徳
義
と
は
ま
る
で
関
係
の
な
い 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

と
の
み
見
る
事
も
で
き
る
も
の
だ
と
云
う
例
証
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
も

し
倫
理
的
の
分
子
が
倫
理
的
に
人
を
刺
戟
し
げ
き
す
る
よ
う
に
ま
た
そ
れ
を
無
関
係

の
他
の
方
面
に
そ
ら
す
事
が
で
き
ぬ
よ
う
に
作
物
中
に
入
込
ん
で
来
た
な
ら

ば
、
道
徳
と
文
芸
と
い
う
も
の
は
、
け
っ
し
て
切
り
離
す
事
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
両
者
は
元
来
別
物
で
あ
っ
て
各
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
よ
う
な
説
も
或
る
意
味
か
ら
云
え
ば
真
理
で
は
あ
る
が
、
近
来
の
日
本

の
文
士
の
ご
と
く 

根  

柢 

こ
ん
て
い

の
あ
る
自
信
も
思
慮
も
な
し
に
道
徳
は
文
芸
に
不

必
要
で
あ
る
か
の
ご
と
く
主
張
す
る
の
は
は
な
は
だ
世
人
を
迷
わ
せ
る
盲
者

の
盲
論
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
芸
の
目
的
が
徳
義
心
を
鼓
吹
こ
す
い
す
る

の
を
根
本
義
に
し
て
い
な
い
事
は
論
理
上
し
か
る
べ
き
見
解
で
は
あ
る
が
、
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徳
義
的
の
批
判
を
許
す
べ
き
事
件
が
経
と
な
り
緯
と
な
り
て
作
物
中
に
織
り

込
ま
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
そ
の
事
件
が
徳
義
的
平
面
に
お
い
て
吾
人
に
善
悪

邪
正
の
刺
戟
し
げ
き
を
与
え
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
両
者
を
も
っ
て
没
交
渉
と
す
る

事
が
で
き
よ
う
。

　
道
徳
と
文
芸
の
関
係
は
大
体
に
お
い
て
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
前
に
挙あ
げ
た
浪
漫
自
然
二
主
義
に
つ
い
て
こ
れ
ら
が
ど
う
い
う
風
に
道

徳
と
交
渉
し
て
い
る
か
を
も
う
少
し  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
種
の
文
学
に
つ
い
て
ど
こ
が
道
徳
的
で
ど

こ
が
芸
術
的
で
あ
る
か
を
分
解
比
較
し
て
一
々
点
検
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
す
れ
ば
文
芸
と
道
徳
の
関
係
が
一
層
明
暸
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た

浪
漫
自
然
二
文
学
の
関
係
も
ま
た
一
段
と 

判  
然 

は
っ
き
り

す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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第
一
、
浪
漫
派
の
内
容
か
ら
言
う
と
、
前ぜん
申
し
た
通
り
忠
臣
が
出
て
来
た
り
、

孝
子
が
出
て
来
た
り
、
貞
女
が
出
て
来
た
り
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
人
物
が

出
て
来
て
、
す
べ
て
読
者
の
徳
性
を
刺
激
し
て
そ
の
刺
激
に
依
っ
て
事
を
な

す
、
す
な
わ
ち
読
者
を
動
か
そ
う
と
云
う
方
法
を
講
じ
ま
す
か
ら
、
そ
の
刺

激
を
与
え
る
点
は
取と
り
も
直なお
さ
ず
道
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
芸
術
的
に
違
な

い
。
（
文
学
と
云
う
も
の
が
感
情
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
吾
人
の
感
情
を
挑ち

     

撥   

ょ
う
は
つ

喚
起
す
る
の
が
そ
の
根
本
義
と
す
れ
ば
）
か
く
浪
漫
派
は
内
容
の
上

か
ら
云
っ
て
芸
術
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
の
取
扱
方
に
至
る
と
あ

る
い
は
非
芸
術
的
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
意
味
は
ど
う
も
そ
の
書
き
方

に
よ
く
な
い
目
的
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
う
い
う
事
件
を
こ
う
写
し
て
こ
う
感

動
さ
せ
て
や
ろ
う
と
か
こ
う
鼓
舞
し
て
や
ろ
う
と
か
、
述
作
そ
の
も
の
に
興
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味
が
あ
る
よ
り
も
、
あ
ら
か
じ
め
胸
に 

一  

物 

い
ち
も
つ

が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
土
台
に

人
を
乗
せ
よ
う
と
し
た
が
る
。
ど
う
も
や
や
と
も
す
る
と
そ
こ
に
厭
味
い
や
み
が
出

て
来
る
。
私
が
今
晩
こ
う
や
っ
て
演
説
を
す
る
に
し
て
も
、
私
の
一
字
一
句

に
私
と
云
う
も
の
が
つ
き
ま
つ
わ
っ
て
お
っ
て
ど
う
か
し
て
笑
わ
せ
て
や
ろ

う
、
ど
う
か
し
て
泣
か
せ
て
や
ろ
う
と
擽
く
す
ぐっ
た
り
辛
子
か
ら
し
を
甞な
め
さ
せ
る
よ
う

な
故
意
の
痕
跡
が
見
え
透す
い
た
ら
定
め
し
御
聴
き
辛づら
い
こ
と
で
、
た
め
に
芸

術
品
と
し
て
見
た
る
私
の
講
演
は
大
い
に
価
値
を
損
ず
る
ご
と
く
、
い
か
に

内
容
が
良
く
て
も
、
言
い
方
、
取
扱
い
方
、
書
き
方
が
、
読
者
を
釣
っ
て
や

ろ
う
と
か
、  

挑    

撥  

ち
ょ
う
は
つ

し
て
や
ろ
う
と
か
す
べ
て
故
意
の
趣
が
あ
れ
ば
、
そ

の
故わ
意ざ
と
ら
し
い
と
こ
ろ
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
す
な
わ
ち
芸
術
と
し
て
の
品

位
に
関
か
か
わっ
て
来
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
欠
点
を
芸
術
上
に
は
厭
味
い
や
み
と
い
っ
て
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非
難
す
る
の
で
す
。
こ
れ
に
反
し
て
自
然
主
義
か
ら
云
え
ば
道
義
の
念
に
訴

え
て
芸
術
上
の
成
功
を
収
め
る
の
が
本
領
で
な
い
か
ら
、
作
中
に
は
ず
い
ぶ

ん
汚
な
い
事
も
出
て
来
る
、
鼻
持
の
な
ら
な
い
事
も
書
い
て
あ
る
。
け
れ
ど

も
そ
れ
が
道
心
を
沈
滞
せ
し
め
て
向
下
堕
落
の
傾
向
を
助
長
す
る
結
果
を
生

ず
る
な
ら
ば
そ
れ
は
作
家
か
読
者
か
ど
っ
ち
か
が
悪
い
の
で
、
不
善
挑
撥
も

ま
た
け
っ
し
て
こ
の
種
の
文
学
の
主
意
で
な
い
事
は
論
理
的
に
証
明
で
き
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
善
悪
両
面
と
も
に
感
激
性
の
素
因
に
乏
し
い
と
い

う
点
か
ら
見
て
、
そ
こ
が
芸
術
的
で
な
い
と
難
を
打
つ
事
は
で
き
る
。
そ
の

代
り
そ
の
書
き
ぶ
り
や
事
件
の
取
扱
方
に
至
っ
て
は
本
来
が
た
だ
あ
り
の
ま

ま
の
姿
を
淡
泊
に
写
す
の
で
あ
る
か
ら
厭
味
に
陥
お
ち
いる
事
は
少
な
い
。
厭
味
と

か
厭
味
で
な
い
と
か
い
う
事
は
前
に
も
芸
術
上
の
批
判
で
あ
る
と
御
断
り
し
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て
お
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
同
時
に
徳
義
上
の
批
判
に
も
な
る
か
ら
し
て
自

然
主
義
の
文
芸
は
内
容
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
道
徳
と
密
接
な
縁

を
引
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
た
だ
あ
り
の
ま
ま
を
衒てら
わ
な

い
で
真
率
に
書
く
と
い
う
の
が
厭
味
の
な
い
描
写
と
し
て
の
好
所
で
あ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
を
衒
わ
な
い
で
真
率
に
書
く
と
こ
ろ
を
芸
術

的
に
見
な
い
で
道
義
的
に
批
判
し
た
ら
や
は
り
正
直
と
い
う
言
葉
を
同
じ
事

象
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
し
て
、
芸
術
と
道
徳
も
非
常
に
接
続
し

て
い
る
事
が
分
り
ま
し
ょ
う
。
の
み
な
ら
ず
芸
術
的
に
厭
味
が
な
く
道
徳
的

に
正
直
で
あ
る
と
い
う
事
が
こ
の
際
同
じ
物
を
指
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な

く
理
知
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
真
と
い
う
資
格
に
相
当
す
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま

り
は
一
つ
の
物
を
人
間
の
三
大
活
力
か
ら
分
察
し
た
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
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い
の
で
あ
り
ま
す
。
三
位
一
体
と
申
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
分
解
し
て
見
る
と
、
一
見
道
義
的
で
貫
ぬ
い
て
い
る
浪
漫
派
の
作
物

に
存
外
不
徳
義
の
分
子
が
発
見
さ
れ
た
り
、
ま
た
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
徳
義

の
方
面
に
何
ら
の
注
意
を
払
わ
な
い
自
然
派
の
流
を
汲
ん
だ
も
の
に
妙
に
倫

理
上
の
佳
所
が
あ
っ
た
り
、
そ
う
し
て
そ
の
道
義
的
で
あ
る
や
否
や
が
一
に

そ
の
芸
術
的
で
あ
る
や
否
や
で
決
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
二
者
の
関
係
は
一

層
明
暸
に
な
っ
て
来
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
浪
漫
、
自
然
と
名
づ
け
ら
れ

る
二
種
の
文
芸
上
の
作
物
中
に
こ
の
道
徳
の
分
子
が
い
か
に
織
り
込
ま
れ
る

か
も
た
い
て
い
説
明
し
得
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
余
論
と
し
て
以
上
二
種
の
文
芸
の
特
性
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
比
較
し

て
み
ま
す
と
、
浪
漫
派
は
人
の
気
を
引
立
て
る
よ
う
な
感
激
性
の
分
子
に
富
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ん
で
い
る
に
は
違
な
い
が
、
ど
う
も
現
世
現
在
を
飛
び
離
れ
て
い
る
の
憾うら
み

を
免まぬ
か
れ
な
い
。
妄みだ
り
に
理
想
界
の
出
来
事
を 

点  

綴 

て
ん
て
つ

し
た
よ
う
な
傾
か
た
む
きが
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
よ
し
そ
の
理
想
が
実
現
で
き
る
に
し
て
も
こ
れ
を
未
来

に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
書
い
て
あ
る
事
自
身
は
道
義

心
の
飽
満
悦
楽
を
買
う
に
十
分
で
あ
る
と
す
る
も
、
そ
の
実
己
お
の
れに
は
切
実
の

感
を
与
え
悪にく
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
自
然
主
義
の
文
芸
に
は
、
い

か
に
倫
理
上
の
弱
点
が
書
い
て
あ
っ
て
も
、
そ
の
弱
点
は
す
な
わ
ち
作
者
読

者
共
通
の
弱
点
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、  

必    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

ず
る
に
自
分
を
離
れ

た
も
の
で
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
、
汚
い
事
で
も
何
で
も
切
実
に
感
ず
る
の

は
吾
人
の
親
し
く
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
一
つ
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
普
通
一
般
の
人
間
は
平
生
何
も
事
の
無
い
時
に
、
た
い
て
い
浪
漫
派
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で
あ
り
な
が
ら
、
い
ざ
と
な
る
と
十
人
が
十
人
ま
で
皆
自
然
主
義
に
変
ず
る

と
云
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
意
味
は
傍
観
者
で
あ
る
間
は
、
他
に
対

す
る
道
義
上
の
要
求
が
ず
い
ぶ
ん
と
高
い
も
の
な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
紛ふ

   

紜 

ん
う
ん
で
も
過
失
で
も
局
外
か
ら
評
す
る
場
合
に
は
大
変
苛から
い
。
す
な
わ
ち
お

れ
が
彼
の
地
位
に
い
た
ら
こ
ん
な
失
体
は
演
じ
ま
い
と
云
う
己
を
高
く
見
積

る
浪
漫
的
な
考
が
ど
こ
か
に
潜ひそ
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
自
分
が
そ

の
局
に
当
っ
て
や
っ
て
見
る
と
、
か
え
っ
て
自
分
の
見
縊
み
く
び
っ
た
先
任
者
よ
り

も
烈はげ
し
い
過
失
を
犯
し
か
ね
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
そ
の
場
合
に
臨
む
と

本
来
の
弱
点
だ
ら
け
の
自
己
が
遠
慮
な
く
露
出
さ
れ
て
、
自
然
主
義
で
ど
こ

ま
で
も
押
し
て
行
か
な
け
れ
ば
や
り
き
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
私

は
実
行
者
は
自
然
派
で
批
評
家
は
浪
漫
派
だ
と
申
し
た
い
ぐ
ら
い
に
考
え
て
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い
ま
す
。
次
に
御
話
し
た
い
の
は
先
年
来
自
然
主
義
を
あ
る
一
部
の
人
が
唱
と
な

え
出
し
て
以
後
世
間
一
般
で
は
ひ
ど
く
こ
れ
を
嫌きら
っ
て
は
て
は
自
然
主
義
と

い
え
ば
堕
落
と
か 

猥  

褻 

わ
い
せ
つ

と
か
い
う
も
の
の
代
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
何
も
そ
う
恐
れ
た
り
嫌
っ
た
り
す
る
必
要
は
毫ごう
も
な
い

の
で
、
そ
の
結
果
の
健
全
な
方
も
少
し
は
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
元
来

自
分
と
同
じ
よ
う
な
弱
点
が
作
物
の
中
に
書
い
て
あ
っ
て
、
己
と
同
じ
よ
う

な
人
物
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
弱
点
を
有
す
る
人
間
に

対
す
る
同
情
の
念
は
自
然
起
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
自
分
も
い
つ

こ
う
い
う
過
失
を
犯
さ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
と
云
う  

寂    

寞  

じ
ゃ
く
ま
く

の
感
も
同
時
に
こ

れ
に
伴
う
で
し
ょ
う
。 

己  

惚 

う
ぬ
ぼ
れ

の
面
を
剥は
ぎ
取
っ
て
真
直
な
腰
を
低
く
す
る

の
は
む
し
ろ
そ
う
い
う
文
学
の
影
響
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
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自
然
派
の
作
物
で
あ
り
な
が
ら
こ
う
い
う
健
全
な
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
作
物
自
身
が
悪
い
の
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
悪
い
と
い
う
意
味
は
作
物
が 

出 

来 

損 

で
き
そ
こ
な

っ
て
い
る
の
で
す
、
ど
こ

か
欠
点
が
あ
る
と
云
う
の
で
す
。
前ぜん
説
明
し
た
言
葉
を
用
い
て
評
す
れ
ば
、

そ
う
い
う
作
物
に
は
ど
こ
か
不
道
徳
の
分
子
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
ど
こ
か
非

芸
術
の
と
こ
ろ
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
ど
こ
か
偽
り
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
い

う
事
に
帰
着
す
る
の
で
す
。
あ
り
の
ま
ま
の
本
当
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
正

直
と
い
う
美
徳
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
自
然
と
芸
術
的
に
な
り
、
そ
の
芸
術
的
の

筆
が
ま
た
自
然
善
い
感
化
を
人
に
与
え
る
の
は
前
段
の
分
解
的
記
述
に
よ
っ

て
も
う
御
会
得

ご
え
と
く

に
な
っ
た
事
と
思
い
ま
す
。
自
然
主
義
に
道
義
の
分
子
が
あ

る
と
い
う
事
は
あ
ま
り
人
の
口
に
し
な
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
長
々
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と
弁
じ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
た
だ
新
ら
し
い
私
の
考
だ
か
ら 

御 

吹 

聴 

ご
ふ
い
ち
ょ
う
を
す

る
と
い
う
次
第
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
御
承
知
の
通
り
演
題
が
「
文
芸
と
道
徳
」

と
い
う
の
で
す
か
ら
特
に
こ
の
点
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
で
浪
漫
主
義
の
文
学
と
自
然
主
義
の
文
学
と
が
等
し
く
道
徳
に
関
係

が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
こ
の
二
種
の
文
学
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
明
治
以
前
の

道
徳
と
明
治
以
後
の
道
徳
と
を
ち
ゃ
ん
と
反
射
し
て
い
る
事
が  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に

な
り
ま
し
た
か
ら
、
我
々
は
こ
の
二
つ
の
舶
来
語
を
文
学
か
ら
切
り
離
し
て
、

直
に
道
徳
の
形
容
詞
と
し
て
用
い
、
浪
漫
的
道
徳
及
び
自
然
主
義
的
道
徳
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
私
は
明
治
以
前
の
道
徳
を
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
道
徳
と
呼
び
明
治
以

後
の
道
徳
を
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
チ
ッ
ク
の
道
徳
と
名
づ
け
ま
す
が
、
さ
て 

吾  

わ
れ
わ
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々 れ
が
眼
前
に
こ
の
二
大
区
別
を
控
え
て
向
後 

我  

邦 

わ
が
く
に

の
道
徳
は
ど
ん
な
傾

向
を
帯
び
て
発
展
す
る
だ
ろ
う
か
の
問
題
に
移
る
な
ら
ば
私
は
下しも
の
ご
と
く

あ
え
て
云
い
た
い
。
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
道
徳
は
大
体
に
お
い
て
過
ぎ
去
っ

た
も
の
で
あ
る
」
あ
な
た
方がた
が
な
ぜ
か
と
詰
問
な
さ
る
な
ら
ば
人
間
の
智
識

が
そ
れ
だ
け
進
ん
だ
か
ら
と
た
だ
一
言
答
え
る
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
智
識

が
そ
れ
だ
け
進
ん
だ
。
進
ん
だ
に
違
な
い
。
元
は
真
ま
こ
とし
や
か
に
見
え
た
も
の

が
、
今
は
ど
う
考
え
て
も
真
と
は
見
え
な
い
。
嘘うそ
と
し
か
思
わ
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
在
の
権
威
を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
単
に

実
在
の
権
威
を
失
う
の
み
な
ら
ず
、
実
行
の
権
利
す
ら
失
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
人
間
の
智
識
が
発
達
す
れ
ば
昔
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
道
徳
を

人
に
強し
い
て
も
、
人
は
誰
も  

躬    

行  

き
ゅ
う
こ
う

す
る
も
の
で
は
な
い
。
で
き
な
い
相
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談
だ
と
い
う
事
が
よ
く
分
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
の
道
徳
は
す
で
に
廃すた
れ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
今

日
の
よ
う
に
世
の
中
が
複
雑
に
な
っ
て
、
教
育
を
受
け
る
者
が
皆
第
一
に
自

治
の
手
段
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
天
下
国
家
は
あ
ま
り
遠
過
ぎ
て
直
接
に

我
々
の
眸
ひ
と
みに
は
映
り
に
く
く
な
る
。
豆
腐
屋
が
豆
を
潰つぶ
し
た
り
、
呉
服
屋
が

尺
を
度はか
っ
た
り
す
る
意
味
で
我
々
も
職
業
に
従
事
す
る
。
上
下
挙こぞ
っ
て
奔
走

に
衣
食
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
経
世
利
民
仁
義
慈
悲
の
念
は
次
第
に
自
家
活
計

の
工
夫
く
ふ
う
と
両
立
し
が
た
く
な
る
。
よ
し
そ
の
局
に
当
る
人
が
あ
っ
て
も
単
に

職
業
と
し
て
義
務
心
か
ら
公
共
の
た
め
に
画
策
遂
行
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

し
か
の
み
な
ら
ず
日
露
戦
争
も
無
事
に
済
ん
で
日
本
も
当
分
は
ま
ず
安
泰
の

地
位
に
置
か
れ
る
よ
う
な
結
果
と
し
て
、
天
下
国
家
を
憂
う
れ
いと
し
な
い
で
も
、
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そ
の
暇
に
自
分
の
嗜
欲
し
よ
く
を
満
足
す
る
計
を
め
ぐ
ら
し
て
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
時

代
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
や
こ
れ
や
の
影
響
か
ら 

吾  

々 

わ
れ
わ
れ

は
日
に
月
に
個
人

主
義
の
立
場
か
ら
し
て
世
の
中
を
見
渡
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
吾
々
の
道
徳
も
自
然
個
人
を
本
位
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
我
か
ら
し
て
道
徳
律
を
割
り
出
そ
う
と
試
み
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
日
本
の
大
勢
だ
と
す
れ
ば
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の

道
徳
換
言
す
れ
ば
我
が
利
益
の
す
べ
て
を
犠
牲
に
供
し
て
他
の
た
め
に
行
動

せ
ね
ば
不
徳
義
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
ア
ル
ト
ル
イ
ス
チ
ッ
ク
一
方
の

見
解
は
ど
う
し
て
も
空
疎
に
な
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
の
道
徳
す

な
わ
ち
忠
と
か
孝
と
か
貞
と
か
い
字
を
吟
味
ぎ
ん
み
し
て
み
る
と
、
当
時
の
社
会
制

度
に
あ
っ
て
絶
対
の
権
利
を
有
し
て
お
っ
た
片
方
に
の
み
非
常
に
都
合
の
好
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い
よ
う
な
義
務
の
負
担
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
親
の
勢
が
非
常
に
強

い
と
ど
う
し
て
も
孝
を
強し
い
ら
れ
る
。
強
い
ら
れ
る
と
は
常
人
と
し
て
無
理

を
せ
ず
に
自
己
本
来
の
情
愛
だ
け
で
は
堪た
え
ら
れ
な
い
過
重
の
分
量
を
要
求

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
独ひと
り
孝
ば
か
り
で
は
な
い
、
忠
で
も
貞

で
も
ま
た
同
様
の
観
が
あ
り
ま
す
。
何
し
ろ
人
間
一
生
の
う
ち
で
数
え
る
ほ

ど
し
か
な
い  

僅    

少  

き
ん
し
ょ
う

の
場
合
に
道
義
の
情
火
が
パ
ッ
と
燃
焼
し
た
刹
那
せ
つ
な
を

捉とら
え
て
、
そ
の
熱
烈
純
厚
の 
気  

象 
き
し
ょ
う

を
前
後
に
長
く
引
き
延
ば
し
て
、
二
六

時
中
す
べ
て
あ
の
ご
と
く
せ
よ
と
命
ず
る
の
は
事
実
上
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る

事
を
無
理
に
注
文
す
る
の
だ
か
ら
、
冷
静
な
科
学
的
観
察
が
進
ん
で
そ
の
偽

り
に
気
が
つ
く
と
同
時
に
、
権
威
あ
る
道
徳
律
と
し
て
存
在
で
き
な
く
な
る

の
は
や
む
を
え
な
い
上
に
、
社
会
組
織
が
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て
余
儀
な
く
個
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人
主
義
が
発
展
の
歩ほ
武ぶ
を
進
め
て
く
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
打
撃
を
蒙
こ
う
むる
の
は

明
か
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
と
何
だ
か
現
在
に
甘
ん
ず
る 

成  

行 

な
り
ゆ
き

主
義
の
よ
う
に
御
取
り
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
誤
解
さ
れ
て
は
遺
憾
い
か
ん
な
の
で
、
私
は
近
時
の

或
人
の
よ
う
に
理
想
は
要い
ら
な
い
と
か
理
想
は
役
に
立
た
な
い
と
か
主
張
す

る
考
は
毛
頭
な
い
の
で
す
。
私
は
ど
ん
な
社
会
で
も
理
想
な
し
に
生
存
す
る

社
会
は
想
像
し
得
ら
れ
な
い
と
ま
で
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
現
に
我
々
は
毎

日
或
る
理
想
、
そ
の
理
想
は
低
く
も
あ
り
小
ち
い
さく
も
あ
り
ま
し
ょ
う
、
が
と
に

か
く
或
る
理
想
を
頭
の
中
に
描
き
出
し
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
を
明
日
実
現
し

よ
う
と
努
力
し
つ
つ
ま
た
実
現
し
つ
つ
生
き
て
行
く
の
だ
と
評
し
て
も  

差  

さ
し
つ

  

支  

か
え

な
い
の
で
す
。
人
間
の
歴
史
は
今
日
の
不
満
足
を
次
日
物
足
り
る
よ
う
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に
改
造
し
次
日
の
不
平
を
ま
た
そ
の
翌
日
柔
ら
げ
て
、 

今  

日 

こ
ん
に
ち

ま
で
つ
づ
い

て
来
た
の
だ
か
ら
、
一
方
か
ら
云
え
ば
ま
さ
し
く
こ
れ
理
想
発
現
の
経
路
に

過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
い
や
し
く
も
理
想
を
排
斥
し
て
は
自
己
の
生
活
を

否
定
す
る
の
と
同
様
の
矛
盾
に
陥
お
ち
いり
ま
す
か
ら
、
私
は
け
っ
し
て
そ
う
云
う

方
面
の
論
者
と
し
て
諸
君
に
誤
解
さ
れ
た
く
な
い
。
た
だ
私
の
御
注
意
申
し

上
げ
た
い
の
は 

輓  
近 

ば
ん
き
ん

科
学
上
の
発
見
と
、
科
学
の
進
歩
に
伴
っ
て
起
る
周

密
公
平
の
観
察
の
た
め
に
道
徳
界
に
お
け
る
吾
々
の
理
想
が
昔
に
比
べ
る
と

低
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
狭
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら

昔
の
よ
う
な
理
想
の
持
ち
方
立
て
方
も
結
構
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ま
た

我
々
も
昔
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
で
あ
り
た
い
が
、
周
囲
の
社
会
組
織

と
内
部
の
科
学
的
精
神
に
も
ま
た
相
当
の
権
利
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
順
応
調
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節
の
生
活
が
で
き
に
く
く
な
る
の
で
、
自
然
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
チ
ッ
ク
の
傾
向

を
帯
び
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
自
然
主
義
の
道
徳

と
云
う
も
の
は
、
人
間
の
自
由
を
重
ん
じ
過
ぎ
て
好
き
な
真ま
似ね
を
さ
せ
る
と

い
う
虞
お
そ
れが
あ
る
。
本
来
が
自
己
本
位
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
行
動
が
放 

縦 

ほ
う
じ
ゅ

不 

羈 

う
ふ
き

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
個
人
と
し
て
は
自
由
の
悦
楽
を
味
い
得
る
満

足
が
あ
る
と
共
に
、
社
会
の
一
人
と
し
て
は
い
つ
も
不
安
の
眼
を
睜みは
っ
て
他

を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
或
る
時
は
恐
ろ
し
く
な
る
。
そ
の
結
果

一
部
的
の
反
動
と
し
て
は
、
浪
漫
的
の
道
徳
が
こ
れ
か
ら
起
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
に
今
小
さ
い
波
動
と
し
て
、
そ
れ
が
起
り
つ
つ

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
要
す
る
に 

小 

波 

瀾 

し
ょ
う
は
ら
ん
の
曲
折
を
描えが
く
一

部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
大
体
の
傾
向
か
ら
云
え
ば
ど
う
し
て
も
自
然
主
義
の
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道
徳
が
ま
だ
ま
だ
展
開
し
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
以
上
を
総
括
し
て

今
後
の
日
本
人
に
は
ど
う
云
う
資
格
が
最
も
望
ま
し
い
か
と
判
じ
て
み
る
と
、

実
現
の
で
き
る
程
度
の
理
想
を
懐いだ
い
て
、
こ
こ
に
未
来
の
隣
人
同
胞
と
の
調

和
を
求
め
、
ま
た
従
来
の
弱
点
を
寛
容
す
る
同
情
心
を
持
し
て
現
在
の
個
人

に
対
す
る
接
触
面
の
融
合
剤
と
す
る
よ
う
な
心
掛
　
　
こ
れ
が
大
切
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
今
日
の
有
様
で
は
道
徳
と
文
芸
と
云
う
も
の
は
、
大
変
離
れ
て
い
る
よ
う

に
考
え
て
い
る
人
が
多
数
で
、
道
徳
を
論
ず
る
も
の
は
文
芸
を
談
ず
る
を
屑

い
さ
ぎ
よ

し
と
せ
ず
、
ま
た
文
芸
に
従
事
す
る
も
の
は
道
徳
以
外
の
別
天
地
に
起き
臥が
し

て
い
る
よ
う
に
独ひと
り
ぎ
め
で
悟さと
っ
て
い
る
ご
と
く
見
受
け
ま
す
が
、
蓋けだ
し
両

方
と
も
嘘うそ
で
あ
る
。
そ
の
嘘
で
あ
る
理
由
は
今
ま
で
や
っ
て
来
た
分
解
で
御ご
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合
点
が
て
ん
が
行
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
社
会
と
云
う
も
の
は
い
つ
で

も
一
元
で
は
満
足
し
な
い
。
物
は
極きわ
ま
れ
ば
通
ず
と
か
い
う
諺
こ
と
わ
ざの
通
り
、
浪

漫
主
義
の
道
徳
が
行
き
づ
ま
れ
ば
自
然
主
義
の
道
徳
が
だ
ん
だ
ん
頭
を
擡もた
げ
、

ま
た
自
然
主
義
の
道
徳
の
弊
が
顕
著
に
な
っ
て
人
心
が
よ
う
や
く
厭
気
い
や
け
に
襲
お
そ

わ
れ
る
と
ま
た
浪
漫
主
義
の
道
徳
が
反
動
と
し
て
起
る
の
は
当
然
の
理
で
あ

り
ま
す
。
歴
史
は
過
去
を 
繰  

返 
く
り
か
え

す
と
云
う
の
は
こ
こ
の
事
に
ほ
か
な
ら
ん

の
で
す
が
、
厳
密
な
意
味
で
い
う
と
、
学
理
的
に
考
え
て
も
ま
た
実
際
に
徴

し
て
み
て
も
、
一
遍
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
け
っ
し
て
繰
返
さ
れ
な
い
の
で
す
。

繰
返
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は 
素  
人 
し
ろ
う
と

だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
も
し

 

小 

波 

瀾 

し
ょ
う
は
ら
ん
と
し
て
こ
の
自
然
主
義
の
道
徳
に
反
抗
し
て
起
る
も
の
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
浪
漫
派
に
違
い
な
い
が
、
維
新
前
の
浪
漫
派
が
再
び 

勃  

興 

ぼ
っ
こ
う
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す
る
事
は
と
う
て
い
困
難
で
あ
る
、
ま
た
駄
目
で
あ
る
。
同
じ
浪
漫
派
に
し

て
も
我
々
現
在
生
活
の
陥
欠
を
補
う
新
ら
し
い
意
義
を
帯
び
た
一
種
の
浪
漫

的
道
徳
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
道
徳
に
お
け
る
向
後
の
大
勢
及
び
局
部
の
波
瀾
と
し
て
目
前
に
起
る
べ
き

小
反
動
は
要
す
る
に
か
く
の
ご
と
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
と
文
芸

と
の
密
接
な
る
関
係
も
ま
た
上
説
の
ご
と
し
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
わ
が
社

会
の
要
す
る
文
芸
と
い
う
も
の
も
ま
た
同
じ
方
向
に
同
じ
意
味
に
お
い
て
発

展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
ま
た
多
言
を
要
せ
ず
し
て
明
か
な
話
で
あ

り
ま
す
。
も
し
活
社
会
の
要
す
る
道
徳
に
反
対
し
た
文
芸
が
存
在
す
る
な
ら

ば
…
…
存
在
す
る
な
ら
ば
で
は
な
い
、
そ
ん
な
も
の
は
死
文
芸
と
し
て
よ
り

ほ
か
に
存
在
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
、
枯
れ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

54文芸と道徳



い
の
で
あ
る
。
人
工
的
に
幾
ら
声
を
嗄か
ら
し
て
天
下
に
呼
号
し
て
も
ほ
と
ん

ど
無
益
か
と
考
え
ま
す
。
社
会
が
文
芸
を
生
む
か
、
ま
た
は
文
芸
に
生
ま
れ

る
か
ど
っ
ち
か
は
し
ば
ら
く
措お
い
て
、
い
や
し
く
も
社
会
の
道
徳
と
切
っ
て

も
切
れ
な
い
縁
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
倫
理
面
に
活
動
す
る
て
い

の
文
芸
は
け
っ
し
て
吾
人
内
心
の
欲
す
る
道
徳
と
乖
離
か
い
り
し
て
栄
え
る
訳
が
な

い
。

　
我
々
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
存
在
す
る
以
上
ど
う
も
が
い
て
も
道
徳
を
離

れ
て
倫
理
界
の
外
に
超
然
と
生
息
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
道
徳
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
一
見
道
徳
と
は
没
交
渉
に
見
え
る
浪
漫
主
義
や
自

然
主
義
の
解
釈
も
一
考
し
て
見
る
価
値
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
文
学

者
の
専
有
物
で
は
な
く
っ
て
、
あ
な
た
方がた
と
切
り
離
し
得
べ
か
ら
ざ
る
道
徳
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の
形
容
詞
と
し
て
す
ぐ
応
用
が
で
き
る
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
、
な
ぜ
そ

う
応
用
が
で
き
る
か
と
い
う
訳
と
、
か
く
応
用
さ
れ
た
言
葉
の
表
現
す
る
道

徳
が
日
本
の
過
去
現
在
に
興
味
あ
る
陰
影
を
投
げ
て
い
る
と
い
う
事
と
、
そ

れ
か
ら
そ
の
陰
影
が
ど
う
い
う
具
合
に
未
来
に
放
射
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
予
想
と
　
　
ま
ず
こ
れ
ら
が
私
の
演
題
の
主
眼
な
点
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
十
四
年
八
月
大
阪
に
お
い
て
述
　
　

56文芸と道徳



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
夏
目
漱
石
全
集10

」
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房

　
　
　1988
（
昭
和63

）
年7

月26

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
筑
摩
全
集
類
聚
版
夏
目
漱
石
全
集
」
筑
摩
書
房

　
　
　1971

（
昭
和46
）
年4

月
〜1972

（
昭
和47

）
年1

月

※
底
本
で
、
表
題
に
続
い
て
配
置
さ
れ
て
い
た
講
演
の
日
時
と
場
所
に
関
す

る
情
報
は
、
フ
ァ
イ
ル
末
に
地
付
き
で
置
き
ま
し
た
。

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
大
野
晋

1999

年12

月23

日
公
開

57



2004

年2

月27

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
。

58文芸と道徳



文芸と道徳
夏目漱石

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


