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こ
の
間
、
『
朝
日
新
聞
』
で
あ
っ
た
か
、
『
読
売
新
聞
』
で
あ
っ
た
か
、
文
芸
欄
に
、
座
談
会
に
つ
い

て
の
モ
ラ
ル
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
。
座
談
会
の
席
上
で
は
勝
手
な
熱
を
ふ
い
て
か
き
ま
わ
し
て
お
き
な

が
ら
、
記
事
に
な
る
と
き
は
す
っ
か
り
そ
れ
を
削
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
は
よ
ろ
し

く
な
い
と
い
う
点
を
云
っ
て
い
た
。
座
談
会
の
常
識
と
し
て
は
、
他
に
い
く
つ
か
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
謂
わ
ば
自
分
の
う
ち
の
座
敷
へ
ひ
と
を
よ
ん
で
お
い
て
、
そ
こ
が
自

分
の
う
ち
だ
と
い
う
そ
の
場
の
気
分
的
な
も
の
か
ら
妙
に
鼻
ぱ
し
を
つ
よ
く
し
て
座
談
会
の
席
上
に
嘲
弄

的
、
揶
揄
的
口
調
を
弄
ぶ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
見
っ
と
も
な
い
こ
と
の
一
つ
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

『
文
学
界
』
（
二
月
）
の
座
談
会
は
一
種
の
印
象
を
与
え
た
。
あ
る
箇
所
で
気
分
的
に
亢たか
ぶ
っ
た
よ
う
な

も
の
が
あ
る
と
思
う
と
、
最
後
は
、
落
語
の
下
げ
の
よ
う
な
文
句
が
云
わ
れ
て
問
題
は
出
発
点
へ
逆
も
ど

り
し
た
ま
ま
、
お
や
か
ま
し
ゅ
う
、
と
お
開
き
に
な
っ
た
形
で
あ
っ
た
。
語
る
人
々
の
内
的
な
混
乱
や
堂

々
め
ぐ
り
が
そ
の
ま
ま
に
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
様
々
の
問
題
を
与
え
て
い
た
。

　
昨
今
作
家
の
生
活
、
作
品
が
現
代
一
般
人
の
生
活
か
ら
浮
き
離
れ
読
者
の
関
心
を
失
っ
て
来
て
い
る
と

い
う
こ
と
の
文
壇
人
自
身
に
よ
る
自
覚
と
、
そ
れ
に
対
す
る
対
策
と
が
こ
の
座
談
会
で
も
真
先
に
語
ら
れ
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て
い
る
。
林
房
雄
氏
は
、
真
面
目
な
文
学
者
評
論
家
は
当
今
意
識
的
に
文
壇
を
離
れ
た
が
っ
て
い
る
、
と

云
い
、
岸
田
国
士
氏
は
文
壇
が
重
荷
に
な
っ
て
い
る
、
と
明
言
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
学
が
大
衆

性
と
か
指
導
力
と
か
を
持
つ
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
実
業
家
・
官
吏
・
軍
人
等
の
真
面
目
な
要
求
と
共

通
す
る
も
の
を
文
壇
に
お
け
る
中
心
問
題
と
し
て
二
年
で
も
三
年
で
も
提
唱
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が

我
々
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
林
氏
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

「
小
説
の
刃
は
衂ちぬ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
芸
術
の
光
背
を
負
う
て
陸
離
た
る
が
如
く
あ
っ
た
室

生
犀
星
氏
が
、
近
頃
の
抱
負
と
し
て
「
家
で
は
よ
き
父
で
あ
り
夫
で
あ
り
、
規
律
を
守
り
一
家
一
糸
を
も

乱
さ
ず
暮
し
た
い
」
「
対
人
的
に
は
朋
友
を
信
じ
博
愛
衆
に
及
ぼ
し
」
近
衛
文
麿
、
永
井
柳
太
郎
等
が
文

学
を
判
ろ
う
と
し
て
い
る
誠
意
に
感
奮
し
て
、
「
実
行
の
文
学
」
を
唱
え
、
某
方
面
の
後
援
に
よ
っ
て
満

州
へ
出
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
る
ら
し
い
姿
も
、
林
氏
の
言
葉
に
つ
れ
て
読
者
の
心
に
思

い
浮
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
ま
た
は
思
想
に
お
け
る
日
本
的
な
も
の
の
追
求
が
近
頃
こ
れ
ら
の
作
家
達
に
よ
っ
て
熱
心
に
さ
れ

て
い
る
。
万
葉
、
王
朝
時
代
の
精
神
が
今
日
の
生
活
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
の

感
想
は
後
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
世
間
普
通
の
も
の
の
目
か
ら
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な
一
部
の
作
家
た
ち
の

今
日
の
姿
こ
そ
、
ま
こ
と
に
日
本
的
な
る
も
の
の
顕
著
な
実
例
と
し
て
、
こ
と
の
成
り
ゆ
き
を
う
ち
眺
め
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ざ
る
を
得
な
い
気
持
を
起
さ
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
分
る
よ
う
で
分
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の

が
あ
る
。

　
私
は
混
乱
を
か
き
わ
け
て
単
純
に
問
題
に
近
づ
い
て
行
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
先
ず
何
が
、
今
日
一

部
の
作
家
の
自
覚
を
そ
の
よ
う
に
迄
苦
し
め
て
い
る
文
学
と
一
般
読
書
人
の
生
活
感
情
の
疎
隔
を
生
じ
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
ま
た
、
壮
年
期
に
入
り
つ
つ
あ
る

時
代
に
今
日
の
よ
う
な
社
会
情
勢
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
こ
れ
等
の
作
家
達
が
、
大
人
の
文
学
を
創
り
た
い
と

思
う
と
、
何
故
そ
の
精
神
的
な
拠よ
り
ど
こ
ろ
を
、
官
吏
・
軍
人
・
実
業
家
と
称
せ
ら
れ
る
社
会
の
範
囲
に

求
め
な
け
れ
ば
、
安
心
な
ら
な
い
よ
う
な
気
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
就
て
。

『
文
学
界
』
の
座
談
会
で
は
、
は
じ
め
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
文
学
は
、
既
に
文
学
が
人
間
を
ひ
っ

ぱ
り
ま
わ
し
て
い
る
の
で
、
人
間
が
文
学
の
主
で
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
文
学
青
年
は
、
小
説
や
評
論

か
ら
活
き
か
た
を
学
ぼ
う
と
す
る
よ
り
、
書
き
方
を
な
ら
お
う
と
し
て
読
む
、
そ
の
特
殊
な
読
み
方
に
作

者
が
追
随
し
て
来
た
か
ら
、
遂
に
こ
こ
に
到
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一

般
読
者
の
胸
の
中
に
は
、
折
り
か
え
し
て
、
で
は
何
故
、
現
代
の
文
学
愛
好
者
の
大
多
数
が
そ
う
い
う
自

他
と
も
に
低
め
る
よ
う
な
情
け
な
い
末
技
的
興
味
に
ひ
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
と
い
う

反
問
が
生
じ
る
。
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明
治
以
来
今
日
ま
で
の
七
十
年
間
、
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
は
み
な
少
か
ら
ぬ
波
瀾
を
経
て
来
た
。

い
く
つ
か
の
文
芸
思
潮
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
を
の
こ
し
て
過
ぎ
た
が
、
真
に
当
時
の
社
会
的
欲
求
と
全
面

的
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
反
映
し
つ
つ
民
衆
の
生
活
感
情
に
ま
で
浸
透
し
て
指
導
的
な
役
割
を
果
し
た
ブ

ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
時
代
と
云
え
ば
、
日
本
で
は
恐
ら
く
明
治
初
年
か
ら
国
会
開
設
ま
で
二
十
数
年
間
の
所い

   

謂 

わ
ゆ
る
開
化
期
の
文
学
活
動
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
佳
人
之
奇
遇
」
「
雪
中
梅
」
等
の
筆

者
達
は
、
福
沢
諭
吉
を
新
時
代
の
大
選
手
と
し
て
、
急
テ
ン
ポ
に
欧
化
し
、
資
本
主
義
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
当
時
の
日
本
の
社
会
感
情
の
先
達
と
な
っ
た
。
自
由
民
権
の
云
わ
れ
た
時
代
の
作
物
が
、
今

日
な
お
面
白
く
、
或
る
気
魄
に
よ
っ
て
読
ま
せ
る
の
は
、
筆
者
の
全
生
活
が
か
か
る
社
会
的
現
実
の
上
に

活
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
文
筆
家
は
、
実
際
に
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
最
も
必
要
と
し
た
文

明
開
化
の
輸
入
者
、
供
給
者
、
啓
蒙
者
で
あ
っ
た
。
所
謂
要
路
の
大
官
の
開
化
思
想
の
方
向
と
そ
の
実
行

の
内
容
を
暗
示
し
、
指
導
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
人
々
は
、
若
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
日
本
の
建
設

期
に
、
文
化
的
な
活
動
と
文
学
活
動
と
の
分
化
を
未
だ
認
識
せ
ず
、
商
売
を
は
じ
め
た
政
治
家
と
ひ
と
し

並
或
は
一
頭
角
を
ぬ
い
た
経
世
家
と
し
て
、
自
身
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
福
沢
諭
吉
は
勿
論
の
こ
と
、
東
海
散
士
、
末
広
鉄
腸
、
川
島
忠
之
助
、
馬
場
辰
猪
等
に
し
ろ
、
自
身
と
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専
門
的
な
作
家
、
小
説
家
の
生
活
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
な
ど
夢
想
さ
え
し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
川

島
忠
之
助
は
正
金
銀
行
の
支
配
人
と
し
て
活
躍
し
た
し
、
東
海
散
士
、
柴
四
朗
は
農
商
務
次
官
、
代
議
士
、

大
阪
毎
日
新
聞
初
代
社
長
、
外
務
参
事
官
、
閔
妃
事
件
で
下
獄
し
た
こ
と
も
あ
る
。
馬
場
辰
猪
は
、
明
治

四
年
頃
ロ
ン
ド
ン
で
法
律
を
学
び
、
自
由
党
解
散
の
前
年
「
天
賦
人
権
論
」
を
著
し
、
獄
中
生
活
の
後
、

渡
米
し
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
客
死
し
た
。

　
自
由
党
が
禁
圧
せ
ら
れ
、
国
会
開
設
が
決
定
さ
れ
、
今
日
殆
ど
総
て
の
作
家
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い

る
日
本
の
資
本
主
義
の
特
徴
あ
る
性
質
が
組
織
化
さ
れ
て
は
っ
き
り
正
面
に
押
し
出
さ
れ
て
来
る
と
同
時

に
、
文
筆
、
言
論
の
文
化
的
分
野
に
は
、
こ
の
胎
生
期
の
奔
放
、
自
由
が
失
わ
れ
た
。
今
日
ご
く
手
近
な

出
版
年
鑑
を
開
い
て
、
明
治
初
年
か
ら
四
分
の
一
世
紀
間
に
亙
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
実
に
新
聞
発
行
の

盛
な
の
と
、
執
筆
者
た
ち
が
刑
罰
を
く
っ
て
、
罰
金
、
禁
獄
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
お
び
た
だ
し
い

の
は
誰
し
も
び
っ
く
り
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ら
の
罪
名
は
、
殆
ど
こ
と
ご
と
く
官
吏
侮
辱
に
よ

る
罪
で
あ
る
。
三
木
清
氏
等
に
よ
っ
て
、
明
治
以
来
、
政
府
は
文
化
政
策
と
い
う
の
を
持
た
な
か
っ
た
と

云
わ
れ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
問
題
も
今
日
そ
こ
の
こ
と
か
ら
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
か

ら
文
化
振
興
の
た
め
の
政
策
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
或
る
面
を
罰
す
る
こ
と
に
は
決
し
て

吝
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
。
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出
版
取
締
に
関
し
て
未
だ
こ
ま
か
い
法
規
が
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
の
新
し
き
日
本
社
会
で
、
或
る

種
の
著
作
が
官
吏
侮
辱
と
い
う
理
由
で
罰
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
興
味
あ
る
、
特
質
的
な
現
象

で
あ
ろ
う
。
今
日
の
情
勢
で
大
き
い
役
割
を
果
し
て
い
る
日
本
の
官
僚
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
発
生
の
歴

史
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
諸
国
の
そ
れ
と
は
異
り
、
日
本
の
特
別
な
近
代
化
の
過
程
で
生
じ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
長
谷
川
如
是
閑
氏
の
説
明
（
読
売
、
座
談
会
）
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
明
治
の
文
化
的

相
貌
も
、
当
時
の
所
謂
金
時
計
に
山
高
帽
子
の
官
員
さ
ん
の
全
面
的
登
場
と
と
も
に
、
次
第
に
変
化
し
た
。

新
し
い
日
本
の
文
学
が
分
化
し
、
ま
と
ま
り
は
じ
め
た
頃
は
、
既
に
そ
の
作
品
の
中
に
、
野
暮
で
厚
か
ま

し
い
官
員
さ
ん
に
対
す
る
庶
民
的
反
撥
の
感
情
（
一
葉
）
や
そ
れ
に
対
す
る
庶
民
的
憧
憬
・
追
随
の
感
情

（
紅
葉
）
が
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
普
通
一
般
人
の
生
活
感
情
と
そ
れ
を
語
ろ
う

と
す
る
文
学
と
は
役
所
的
な
も
の
、
権
力
に
属
し
た
も
の
と
漸
く
遠
い
懸
隔
を
示
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

が
、
明
治
文
学
が
、
そ
の
渾
沌
と
し
た
胎
生
期
に
お
い
て
、
一
方
に
は
福
沢
諭
吉
の
「
窮
理
図
解
」
を
持

ち
、
他
方
に
仮
名
垣
魯
文
の
「
胡
瓜
遣
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
文
学
の
事
情
に
ま
で

連
綿
と
し
て
実
に
よ
く
明
治
と
い
う
も
の
の
複
雑
な
歴
史
的
本
質
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
開
化
は
、
人
間
の
合
理
性
や
社
会
性
の
自
覚
、
人
格
、
個
性
、
自
我
の
自
覚
の
刺

戟
を
伴
っ
て
、
ガ
ス
燈
と
共
に
我
々
の
父
た
ち
の
精
神
に
入
っ
て
来
た
。
然
し
一
方
に
は
江
戸
文
学
の
伝
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統
を
そ
の
多
方
面
な
才
能
と
と
も
に
一
身
に
集
め
た
よ
う
な
魯
文
が
存
在
し
、
昔
な
が
ら
の
戯
作
者
気
質

を
誇
示
し
、
開
化
と
文
化
を
茶
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
発
端
を
示
し
て
い
る
新
し
い
も
の

と
旧
い
も
の
と
の
相
剋
錯
綜
は
、
日
本
文
学
の
今
日
迄
に
流
派
と
流
派
と
の
間
に
生
じ
た
ば
か
り
で
な
く
、

一
人
の
作
家
の
内
部
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
坪
内
逍
遙
の
「
小
説
神
髄
」
は
近
代
日
本
文
学
に
と
っ
て
の
暁
の
鐘
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
逍
遙

は
こ
の
論
文
の
中
で
、
馬
琴
風
な
封
建
的
枠
内
で
の
勧
善
懲
悪
文
学
を
否
定
し
て
、
文
学
に
お
け
る
写
実

・
客
観
的
観
察
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
猶
、
こ
の
新
し
い
写
実
文
学
の
提
唱
者
に
よ
っ
て
書

か
れ
た
小
説
「
当
世
書
生
気
質
」
が
、
作
品
と
し
て
は
魯
文
の
血
縁
た
る
強
い
戯
作
臭
の
中
に
漂
っ
て
い

た
。

　
二
年
後
の
明
治
二
十
年
に
、
二
葉
亭
四
迷
の
小
説
「
浮
雲
」
が
あ
ら
わ
れ
、
日
本
文
学
で
は
じ
め
て
の

個
性
描
写
、
心
理
描
写
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
説
が
当
時
の
知
識
人
に
与
え
た
衝
撃
は
深

刻
且
つ
人
生
的
な
も
の
で
、
己
を
知
る
に
賢
明
で
あ
っ
た
逍
遙
が
人
及
び
芸
術
家
と
し
て
の
自
分
を
省
み
、

遂
に
生
涯
小
説
の
筆
を
絶
つ
決
心
を
か
た
め
る
に
到
っ
た
の
も
、
逍
遙
自
ら
率
直
に
語
っ
て
い
る
通
り

「
浮
雲
」
に
お
け
る
作
者
の
人
間
探
究
の
態
度
の
真
実
さ
に
打
た
れ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

「
浮
雲
」
が
発
表
さ
れ
る
前
後
に
、
山
田
美
妙
斎
に
よ
る
言
文
一
致
の
運
動
が
擡
頭
し
た
。
こ
れ
は
、
漢
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文
読
下
し
風
な
当
時
の
官
用
語
と
、
形
式
化
し
た
旧
来
の
雅
語
と
の
絆
を
脱
し
て
、
自
由
に
、
平
易
に
、

動
的
に
内
心
を
芸
術
の
上
に
吐
露
し
よ
う
と
い
う
欲
求
の
発
露
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
二
葉
亭
四
迷
の
芸
術
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
文
学
の
方
向
、
影
響
は
、
上
述
の
日
本
の
事
情

に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
に
は
発
展
さ
せ
ら
れ
ず
、
硯
友
社
尾
崎
紅
葉
等
の
作
風
に
遮
断
さ
れ
て
い
る
。

　
紅
葉
が
活
動
し
た
時
代
、
日
本
に
は
既
に
憲
法
が
あ
り
、
国
会
が
開
か
れ
て
お
り
、
官
員
さ
ん
の
全
盛

時
代
、
成
り
上
り
の
者
の
栄
華
が
目
立
っ
た
時
期
で
あ
る
。
文
学
者
の
世
界
は
当
時
の
権
柄
な
る
者
に
と

っ
て
も
は
や
自
身
の
啓
蒙
の
た
め
に
も
、
支
配
の
た
め
に
も
必
要
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
人
間
並
に
扱
わ

れ
な
か
っ
た
。
作
家
は
作
家
と
し
て
の
軽
侮
を
も
っ
て
こ
れ
に
報
い
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
経
済
・
政
治

生
活
か
ら
の
閉
め
出
し
は
、
客
観
的
に
は
紅
葉
を
再
び
魯
文
に
近
い
と
こ
ろ
へ
押
し
戻
し
た
。
俗
輩
ど
も

を
無
視
す
る
作
家
と
し
て
の
誇
り
を
、
紅
葉
は
自
身
の
文
学
的
感
覚
、
教
養
に
認
め
る
し
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
は
未
だ
彼
の
血
と
な
り
切
っ
て
お
ら
ず
、
境
遇
的
事
情
も
あ
っ
て
、
彼
は

自
身
を
通
人
と
し
て
、
文
人
と
し
て
伝
統
の
裡
に
活
か
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
面
白
く
思
わ
れ
る
の
は
、
自
由
民
権
が
唱
え
ら
れ
た
時
代
か
ら
の
よ
り
社
会
的
性
質
の
つ
よ

い
文
筆
家
た
ち
は
「
経
国
美
談
」
の
作
者
の
矢
野
龍
溪
に
し
ろ
中
江
兆
民
に
し
ろ
、
主
と
し
て
新
聞
人
と

し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
紅
葉
と
は
編
輯
者
対
寄
稿
家
と
い
う
現
代
の
関
係
が
既
に
生
じ
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て
い
る
。

「
金
色
夜
叉
」
は
一
世
を
風
靡
し
た
が
、
硯
友
社
の
戯
作
者
的
残
滓
に
堪
え
得
な
か
っ
た
北
村
透
谷
は
、

初
め
て
日
本
文
学
の
上
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
提
唱
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
た
。
高
く
、
広
く
、
輝
か
し
く

飛
翔
せ
ん
と
欲
す
る
自
我
、
人
間
性
は
、
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
焔
に
照
ら
さ
れ
て
、
通
人
の
妥
協
的
屈
服

的
世
界
観
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
続
い
て
藤
村
に
よ
っ
て
「
誰
か
旧
き
生
涯
に
安
ん
ぜ
ん
と
す
る
も
の
ぞ
。
お
の
が
じ
し
新
し
き
を
開
か

ん
と
思
へ
る
ぞ
、
若
き
人
々
の
つ
と
め
な
る
」
と
叫
ば
れ
、
「
遂
に
、
新
し
き
詩
歌
の
時
」
が
来
た
。

　
日
清
戦
争
後
に
起
っ
た
自
然
主
義
の
移
入
は
、
過
去
の
因
習
に
反
逆
す
る
と
同
時
に
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
人
間
性
へ
の
憧
憬
を
も
蹴
破
っ
た
。
人
間
生
活
の
暗
い
半
面
、
神
性
に
対
す
る
獣
と
し
て
の
人
間
が

描
か
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
自
然
主
義
も
日
本
の
特
殊
な
社
会
的
・
文
化
的
地
盤
へ
落
ち
て
は
、

独
特
な
花
を
開
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
精
神
史
に
お
い
て
ま
だ
一
度
も
人
間
ら
し
い
人
間
と
し
て

の
自
覚
、
活
動
の
歓
喜
を
味
っ
た
こ
と
の
な
い
日
本
の
知
識
人
の
生
活
感
情
の
裡
に
は
、
綿
々
と
し
て
尽

き
ず
、
人
間
性
に
お
い
て
成
り
成
ら
ん
と
す
る
意
欲
が
蠢
う
ご
めい
て
い
る
。
日
本
の
自
然
主
義
作
家
が
、
一
度

は
確
立
さ
れ
た
自
我
に
向
っ
て
振
う
痛
烈
な
自
己
の
鞭
打
の
精
神
力
を
も
ち
得
ず
、
低
く
日
常
茶
飯
事
を

観
照
し
写
実
的
作
用
を
営
む
と
こ
ろ
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
（
田
山
花
袋
）
の
は
、
理
由
な
い
こ
と
で
は
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な
か
っ
た
。

　
明
治
四
十
年
か
ら
十
年
間
に
亙
る
旺
盛
な
文
学
活
動
に
お
い
て
、
夏
目
漱
石
は
日
本
文
学
の
上
に
初
め

て
、
自
我
を
批
判
す
る
目
を
も
っ
た
自
我
の
姿
を
提
出
し
た
。
人
間
性
の
ひ
き
上
げ
て
と
し
て
の
人
間
性

観
察
者
・
批
判
者
と
し
て
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
意
義
と
任
務
と
を
、
漱
石
は
作
品
の
裡
に
強
烈
に

描
き
出
し
た
。
明
治
四
十
一
年
首
相
西
園
寺
公
望
が
、
文
士
を
招
待
し
て
雨
声
会
を
催
し
た
時
、
漱
石
は

そ
の
招
待
を
「
時
鳥
厠
な
か
ば
に
出
か
ね
た
り
」
の
一
句
を
送
っ
て
出
席
し
な
か
っ
た
。
漱
石
は
日
本
の

伝
統
で
あ
る
官
尊
民
卑
が
文
学
の
領
域
に
ま
で
浸
潤
す
る
こ
と
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
感

想
に
、
文
学
の
事
が
き
き
た
い
の
な
ら
ば
そ
の
こ
と
で
は
こ
ち
ら
が
師
匠
で
あ
る
、
そ
ち
ら
か
ら
出
向
い

て
し
か
る
べ
し
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
洩
し
て
い
る
。
漱
石
の
主
観
の
裡
で
は
、
一
箇
の
人
間
と
し
て

宰
相
と
同
等
で
あ
る
自
我
、
専
門
と
す
る
文
学
の
領
域
に
お
い
て
は
そ
の
分
野
に
お
け
る
権
威
者
と
し
て

自
己
を
主
張
し
た
気
概
が
窺
う
か
がわ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
漱
石
が
、
人
間
性
の
よ
り
高
さ
へ
の
批
判
を
も
っ
て
観
察
し
た
現
実
の
自
我
は
、
社
会

の
諸
制
約
に
よ
っ
て
歪
み
、
穢
さ
れ
、
細
分
さ
れ
、
自
我
と
利
己
と
の
分
別
を
さ
え
弁
え
ぬ
我
と
我
と
の

確
執
、
紛
糾
で
あ
っ
た
。
彼
が
晩
年
「
明
暗
」
を
執
筆
し
て
い
た
頃
の
日
記
に
は
、
こ
の
偉
大
な
芸
術
家

の
内
心
を
さ
え
む
し
ば
ま
ず
に
い
な
か
っ
た
日
本
文
化
の
矛
盾
が
露
出
し
て
お
り
、
殆
ど
肌
に
粟
を
生
ぜ
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し
め
る
も
の
が
あ
る
。
漱
石
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
自
分
の
最
高
の
到
達
点
で
「
明
暗
」

の
驚
く
べ
き
冷
静
、
緻
密
な
描
写
を
運
び
つ
つ
、
小
説
を
書
い
て
い
る
と
塵
っ
ぽ
く
て
や
り
切
れ
な
い
、

だ
か
ら
詩
を
つ
く
る
と
云
い
、
日
に
数
首
ず
つ
の
漢
詩
を
つ
く
っ
て
い
る
。
私
に
漢
詩
を
味
う
力
は
な
い

が
、
卒
読
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
詩
は
、
ど
れ
も
所
謂
仙
境
に
遊
ぶ
的
境
地
を
詠
っ
た
も
の
が
多
い
。

白
雲
飛
ぶ
と
こ
ろ
、
鶴
舞
い
遊
ぶ
と
こ
ろ
に
、
漱
石
は
、
「
明
暗
」
か
ら
日
に
一
度
ず
つ
逃
げ
て
行
っ
て

い
る
。
も
し
漱
石
が
「
明
暗
」
完
結
後
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
が
出
来
た
と
し
た
ら
、
こ
の
恐
ろ
し
き
矛

盾
、
自
我
の
分
裂
は
、
果
し
て
彼
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
芥
川
龍
之
介
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
背
骨
の
中
に
漱
石
が
の
こ
し
て
行
っ
た
宿
題
を
、
そ
の
生
涯
で

解
い
た
作
家
で
あ
っ
た
。
社
会
的
制
約
の
間
に
切
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
自
我
の
姿
を
凝
視
し
つ
つ
、
彼
は
自
己

を
破
壊
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
擡
頭
は
、
日
本
の
文
学
に
新
し
い
局
面
を
開
き
、
新
た
な
芸
術
の
価
値
と
質
的

展
開
の
可
能
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
二
年
以
後
の
日
本
の
社
会
事
情
は
、
最
も
瞠
目
的
な
方

法
と
過
程
で
、
そ
の
退
潮
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
作
家
と
し
て
、
自
己
の
帰
趨
に
迷
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作

家
の
一
部
は
、
こ
の
退
潮
を
目
撃
し
て
、
文
芸
復
興
の
呼
び
声
を
高
く
挙
げ
、
爾
来
こ
の
二
三
年
間
は
古
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典
の
研
究
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
、
純
粋
小
説
の
提
唱
、
能
動
的
・
行
動
的
精
神
の
翹
望
が
次
々
に
叫
ば

れ
つ
づ
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
文
学
の
実
際
の
復
興
は
困
難
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
退
潮
せ
し
め
た
力
は
、
社
会
情
勢
の
有
機
体
の
内
で
や
は
り
ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
学
を
も
萎
縮
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
実
際
と
な
っ
た
。
一
般
人
の
生
活
水
準
の
低
下
と
社
会
的
自
主
性
の

低
減
は
、
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
独
特
な
伝
統
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ッ
ヒ
・
ロ
マ
ン
と
は
ま
た
異

っ
た
歴
史
性
を
も
つ
私
小
説
に
つ
い
て
自
我
の
啓
発
、
探
求
を
も
と
め
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
芸

術
の
中
に
語
る
に
足
る
だ
け
の
自
我
の
内
容
と
発
動
と
を
、
作
家
生
活
の
実
質
か
ら
喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

『
文
学
界
』
の
座
談
会
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら
活
き
か
た
を
学
ぶ
読
者
が
減
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

と
り
も
直
さ
ず
、
作
家
自
身
、
示
す
べ
き
人
間
的
生
き
方
を
社
会
的
現
実
の
上
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

事
実
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貧
困
が
文
化
面
に
迄
及
ん
で
い
る
一
般
人
は
、
身
に
迫
っ
た
生
活
の
苦

痛
の
中
で
、
活
き
か
た
を
求
め
こ
そ
す
れ
、
こ
な
ご
な
の
よ
う
に
さ
れ
、
生
気
を
失
っ
て
い
る
自
我
が
あ

あ
で
は
如
何
、
こ
う
で
は
如
何
と
、
自
意
識
の
鏡
に
う
つ
し
て
身
を
よ
じ
る
文
学
の
眺
め
に
、
つ
い
て
行

け
な
い
の
は
当
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
壇
は
、
こ
の
冷
淡
さ
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
、
新
人
を
新
人
を

と
求
め
、
賞
を
氾
濫
さ
せ
て
い
る
。
文
学
青
年
が
益
々
、
い
か
に
書
く
か
を
見
習
お
う
と
し
て
、
一
部
の
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作
家
と
作
品
の
周
囲
に
集
る
の
も
ま
た
避
け
難
い
こ
と
と
思
え
る
。

　
近
代
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
お
い
て
、
常
に
綯な
い
ま
ぜ
ら
れ
て
来
た
退
嬰
的
な
妥
協
的
な
封
建
的

戯
作
者
風
の
残
り
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
進
歩
的
面
の
バ
ト
ン
の
運
び
手
で
あ
っ
た
自
我
の
探
求

は
今
日
、
未
開
の
ま
ま
外
な
ら
ぬ
生
み
の
親
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
者
の
手
で
毮むし
ら
れ
る
と
い
う
め
ぐ
り
合

わ
せ
に
置
か
れ
て
い
る
如
く
見
え
る
。
最
も
文
壇
的
勘
の
達
し
た
評
論
家
小
林
秀
雄
氏
な
ど
が
彼
を
し
て

存
在
さ
せ
て
い
る
文
学
青
年
を
否
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
壇
の

自
解
作
用
が
、
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
青
年
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
若
い
時
代
の
社
会
的
・
経
済
的
支
持
の
力
は
、
彼
等
の
苦
し
く
逼
迫

す
る
現
実
生
活
の
必
然
か
ら
、
従
来
の
所
謂
文
壇
人
の
生
活
を
負
担
し
が
た
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
文
芸
家
協
会
の
納
金
低
下
に
も
現
れ
、
修
飾
の
な
い
実
際
問
題
と
し
て
一
部
の
作
家
の
ダ
ン
ピ

ン
グ
的
執
筆
を
惹
き
起
し
て
い
る
。
新
進
作
家
の
経
済
的
困
難
は
誰
で
も
大
っ
ぴ
ら
に
語
る
状
態
で
あ
る
。

荒
木
巍
氏
が
、
最
近
出
版
さ
れ
た
小
説
集
の
印
税
代
り
に
、
出
版
書
肆
し
ょ
し
か
ら
ス
キ
ー
道
具
一
式
を
貰
い
、

「
滑
れ
銀
嶺
、
歓
喜
を
の
せ
て
」
雪
上
出
版
記
念
会
を
行
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
朗
ら
か
な
よ
う

で
は
あ
る
が
、
私
に
一
つ
の
こ
と
を
想
い
起
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
二
十
何
年
と
い
う
時
代
、
三
宅
花
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圃
、
田
沢
稲
舟
な
ど
と
い
う
婦
人
が
、
短
篇
小
説
を
当
時
の
文
芸
倶
楽
部
に
の
せ
た
時
、
出
版
書
店
は
御

礼
と
し
て
半
衿
一
か
け
ず
つ
を
呈
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
在
、
壮
年
に
な
っ
て
い
る
作
家
た
ち
が
、
他
の
職
業
に
た
ず
さ
わ
る
同
年
輩
の
男
の
社
会
的
・
経
済

的
地
位
を
観
察
し
た
時
、
作
家
生
活
の
現
実
は
、
彼
の
内
心
を
暖
く
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
冷
た
く
す
る
で

あ
ろ
う
か
。

　
今
日
の
社
会
的
情
勢
は
、
日
本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
の
大
部
分
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る
小
市
民
、
中
農

の
経
済
事
情
を
極
端
に
劣
悪
に
し
て
い
る
一
方
、
従
来
の
文
学
の
立
前
に
お
い
て
は
精
神
の
牙
城
を
喪
っ

て
い
る
。
荒
涼
た
る
心
持
で
周
囲
を
眺
め
、
大
人
の
文
学
を
つ
く
り
、
そ
の
大
人
の
文
学
に
よ
っ
て
現
実

社
会
で
官
吏
、
実
業
家
、
軍
人
等
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
支
配
的
上
層
部
に
伍
そ
う
と
し
た
と
し
て
、

そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
ユ
ー
ゴ
ー
が
宰
相
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー
テ
が
宰
相
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
十
八

世
紀
文
学
を
指
導
し
た
文
学
者
は
そ
れ
ぞ
れ
顕
職
に
あ
っ
た
と
い
う
例
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
わ
が
日

本
の
社
会
で
は
再
現
し
難
い
。
日
本
の
近
代
社
会
の
成
り
立
ち
、
官
製
文
明
国
と
し
て
の
特
質
が
、
日
本

的
な
現
実
性
に
お
い
て
そ
う
あ
ら
し
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
若
し
、
社
会
的
条
件
が
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
犬
養
健
氏
、
水
上
瀧
太
郎
氏
等
の
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文
学
が
、
今
日
在
る
の
と
は
全
然
変
っ
た
も
の
と
し
て
生
れ
た
で
あ
ろ
う
。
単
に
作
家
的
才
能
云
々
の
理

由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
が
、
一
部
の
読
者
を
退
屈
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
文
章
の
前
半
に
長
々
し
く
明
治
文
学
の
略
図
を
描
い

た
の
も
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
歴
史
的
の
姿
を
も
う
一
度
、
読
者
の
判
断
の
前
に
供
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　
文
学
の
仕
事
、
文
学
者
の
任
務
が
、
大
衆
の
指
導
に
あ
る
と
い
う
自
覚
と
、
そ
の
こ
と
で
大
衆
よ
り
経

済
的
に
も
優
位
に
お
か
る
べ
き
筈
で
あ
る
と
い
う
、
芸
術
至
上
的
な
自
己
評
価
の
習
慣
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
学
が
実
際
は
大
衆
の
生
活
感
情
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
て
も
猶
作
家
の
心
に
残
像
と
し
て
の
こ
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
読
者
と
し
て
の
大
衆
の
文
化
水
準
の
低
さ
の
み
が
こ
の
場
合
目
に
つ
け
ら
れ
、
作

家
そ
の
も
の
の
実
質
を
低
下
さ
せ
て
い
る
社
会
的
母
胎
の
質
の
問
題
が
見
落
さ
れ
た
時
、
一
部
の
作
家
自

身
が
云
う
よ
う
に
「
抽
象
的
な
情
熱
」
が
喚よ
び
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
今
日
万
葉
、
王
朝
の
精
神
を
唱
え
て
い
る
一
部
の
作
家
が
、
我
か
ら
そ
れ
を
「
抽
象
的
な
情
熱
」

と
云
っ
て
い
る
こ
と
を
、
実
に
意
味
ふ
か
く
思
う
。
明
治
、
大
正
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
潮
流
に
お
い
て

は
、
仮
に
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
孤
立
的
、
短
期
、
且
つ
不
成
功
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
度
も
「
抽
象
的

な
情
熱
」
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
云
わ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
二
葉
亭
の
一
生
に
し
ろ
、
北
村
透
谷
の
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生
涯
に
し
ろ
、
樗
牛
、
漱
石
、
芥
川
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
情
熱
は
、
生
活
的
で
あ
り
具
体
的
で
あ

っ
た
。
藤
村
、
晶
子
に
し
ろ
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代
の
空
想
を
さ
え
生
活
実
体
と
し
て
具
体
的
に
感
覚
し

得
た
だ
け
生
活
力
と
若
々
し
さ
を
も
っ
て
い
た
。

「
抽
象
的
な
情
熱
」
と
い
う
十
分
の
自
覚
に
立
っ
て
日
本
の
文
学
古
典
の
う
ち
最
も
生
活
と
芸
術
と
が
融

合
一
致
し
て
い
た
万
葉
時
代
の
、
生
命
力
に
溢
れ
た
芸
術
の
精
神
を
唱
え
る
と
い
う
人
々
の
矛
盾
を
、
私

た
ち
は
何
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
と
は
対
蹠
的
な
罪
業
や
来
世
の
観
念
に
貫
か
れ
た
王
朝
の

精
神
と
い
う
も
の
を
、
万
葉
と
と
も
に
、
抽
象
的
な
情
熱
と
し
て
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殆
ど
理
解
し

が
た
い
迄
に
困
難
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
時
代
精
神
を
享
受
す
る
情
熱
が
、
何
故
に
芭
蕉
の
芸
術
的
精
神
を
肯
け
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
抽
象
性
は
、
何
故
に
芭
蕉
に
面
し
て
透
明
を
欠
き
、
具
体
的
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
芭
蕉
の
作
物
に
は
源
氏
物
語
の
よ
う
な
書
き
だ
し
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
林
氏
の
よ
う
に
座

談
会
へ
袴
を
穿
い
て
出
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
文
学
を
す
る
サ
ム
ラ
イ
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
芭
蕉
の
芸
術
家
と
し
て
の
生
き
か
た
は
、
当
時
の
時
代
的
環
境
に
よ
っ

て
、
鬱
屈
的
で
あ
り
、
浪
々
的
、
捨
て
身
す
ぎ
て
、
今
日
の
作
家
生
活
の
実
際
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら

で
も
あ
ろ
う
か
。
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万
葉
の
芸
術
家
た
ち
の
心
を
、
私
は
自
分
の
粗
雑
な
理
解
な
が
ら
親
し
み
ぶ
か
く
感
じ
て
読
ん
で
来
た
。

万
葉
の
芸
術
に
は
、
高
貴
な
方
の
作
品
も
あ
り
、
奴
隷
的
な
防
人
の
悲
歌
も
あ
る
。
万
葉
の
時
代
は
、
日

本
の
民
族
形
成
の
過
程
で
あ
り
、
奴
隷
経
済
の
時
代
で
あ
り
物
々
交
換
時
代
で
あ
り
、
現
実
に
今
日
私
た

ち
の
生
き
る
社
会
の
機
構
と
く
ら
ぶ
べ
く
も
な
い
。
万
葉
の
精
神
を
唱
え
る
作
家
自
ら
が
そ
れ
を
抽
象
的

情
熱
と
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
理
由
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。

『
読
売
新
聞
』
に
、
こ
の
一
月
座
談
会
記
事
が
連
載
さ
れ
て
い
た
間
の
或
る
日
「
て
ん
ぼ
う
だ
い
」
に
一

読
者
よ
り
と
し
て
の
投
書
で
の
せ
ら
れ
て
い
た
。
「
前
略
、
万
葉
古
義
を
拵
え
る
こ
と
も
勿
論
立
派
な
仕

事
と
思
い
ま
す
が
、
而
し
民
衆
は
そ
う
い
う
（
文
化
的
な
）
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
生
活
に
喰
い
こ
ん
だ

も
の
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
略
」

　
ぼ
ん
や
り
し
た
表
現
で
書
か
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
私
の
印
象
に
の
こ
っ
た
。
『
文
学
界
』
の
座
談
会

で
小
林
秀
雄
氏
は
「
や
っ
ぱ
り
で
た
ら
め
で
も
い
い
か
ら
嗾け
し
か
け
る
者
が
な
き
ゃ
だ
め
だ
。
（
中
略
）

や
っ
ぱ
り
民
衆
の
お
尻
を
く
す
ぐ
ら
な
き
ゃ
駄
目
だ
。
い
ま
お
尻
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
批
評
家
が
現
わ
れ

な
け
り
ゃ
駄
目
だ
」
と
力
説
し
て
お
ら
れ
る
が
、
民
衆
を
ど
の
よ
う
な
方
面
へ
嗾
し
か
け
、
尻
を
く
す
ぐ

っ
て
ど
う
し
よ
う
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
山
本
有
三
氏
は
或
る
意
味
で
大
衆
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
志
賀
暁
子
の
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公
判
に
検
事
が
「
女
の
一
生
」
に
ふ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
山
本
氏
が
氏
と
し
て
の
誠
意
と
研
究
と
を

も
っ
て
こ
の
社
会
に
対
し
て
い
る
真
実
さ
が
、
読
者
と
こ
の
作
者
と
を
繋つな
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
タ

イ
ル
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
作
家
も
民
衆
の
一
人
と
し
て
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
風
な
境
遇
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
林

氏
も
ふ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
そ
の
こ
と
で
益
々
大
人
に
な
る
こ
と
、
知
る
境
遇
に
な
り
た
い
こ
と
を
刺
戟

さ
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
点
に
、
島
木
健
作
氏
も
ふ
れ
て
い
る
。
島
木
氏
は
、
今
日
の
作

家
の
そ
の
よ
う
な
姿
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
で
却
っ
て
積
極
的
な
も
の
を
語
る
場
合
が
な
い
と
は
云
え
な
い
と

云
っ
て
い
る
。
唐
人
お
吉
が
自
分
の
惨
め
な
生
存
そ
の
も
の
で
当
時
の
社
会
に
抗
議
し
て
い
る
よ
う
に
、

作
家
の
惨
め
な
姿
そ
の
も
の
が
抗
議
で
あ
る
と
。

　
だ
が
、
こ
の
こ
と
も
、
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
を
自
覚
し
、
抗
議
と
し
て
生
存
し
て
い
る
明
瞭
な

意
欲
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
動
き
が
あ
っ
て
客
観
的
に
な
り
た
つ
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

　
日
本
の
文
学
は
明
ら
か
に
一
つ
の
画
期
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
抽
象
的
情
熱
」
に
よ
っ
て
日
本

的
な
も
の
を
探
求
し
つ
つ
あ
る
作
家
た
ち
が
、
生
活
の
必
要
か
ら
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
動
く
の
で
あ

ろ
う
か
と
、
注
目
を
ひ
か
れ
る
。
よ
り
多
く
、
よ
り
深
く
我
が
骨
を
埋
む
べ
き
日
本
を
具
体
的
に
知
ろ
う
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と
欲
し
て
い
る
も
の
、
愛
こ
そ
は
具
体
的
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
、
人
間
的
に
も
作
家
的

に
も
教
訓
ふ
か
き
眺
め
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
三
月
〕
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