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え

府、新
し
い
道
。
提
唱
者U

H庁
提

唱

交
通
戦
争
、
公
害
問
題
、
或
は
ゴ
ミ
戦
争
な
ど
|

社
会
情
勢
の
悪
化
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
最
も
憂
う
べ
き
問
題
は
、
学
校
教
育
の
荘
り
方
が

人
間
形
成

(
立
派
な
日
本
・
人
を
つ
く
る
)
の
路
線
か

ら
逸
脱
し
て
、
知
識
偏
重
に
陥
り
点
数
主
義
に
堕
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

然
も
、
教
育
の
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
は
民
族
の
独
自

性
(
日
本
人
の
持
味
)
を
喪
失
せ
し
め
て
い
る
。
素

よ
り
人
類
共
通
の
も
の
を
求
め
て
、
そ
れ
を
推
，進
し
、

調
和
の
道
を
ひ
ら
く
べ
き
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、

自
然
国
家
(
他
の
国
に
類
例
の
な
い
)
日
本
の
文
化

や
伝
統
は
、
人
工
国
家
ア
メ
リ
カ
と
は
、
そ
の
原
点

-6  



4 

に
お
い
て
異
な

っ
て
い

る
。

で
あ
る
。

原
点
と
は
、
魂
の
問
題

西
洋
は
、
智
脳
の
働
き
に

主
体
性
を
置
く
民
族
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
東
洋
こ
と
に
日
本
は
、
頭
脳
知

(心
)
で
な
く
、
腹
脳
知
|
魂
を
主
体
性
と
す
る
民

族
で
あ
る
。
こ
う
し
た
東
西
民
族
性
の
相
異
は
、
恰

も
柿
と
リ
ン
ゴ
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
と
え
同
じ
果

物
で
あ
っ
て
も
、
柿
と
リ
ン
ゴ
の
持
味
は
大
変
な
相

異
が
あ
る
。
も
し
、
柿
が
リ
ン
ゴ
と
同
じ
よ
う
な
味

に
な
っ
た
ら
、
柿
の
価
値
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
し
、

柿
は
柿
、
リ
ン
ゴ
は
リ
ン
ゴ
と
、
お
互
に
そ
の
持
味

を
発
揮
す
る
こ
と
が
調
和
へ
の
道
で
あ
る
。

知
上
の
意
図
を
も

っ
て
、

人
聞
の
原
点
た
る

。
魂
。

を
主
体
性
と
す
る
、
人
間
形
成
を
目
指
す

H

腹
能
大

学
。
創
設
を
弦
に
提
唱
す
る
。

新
刊

「人
間
に
内
在
す
る
無
限
力
の
場
を
聞
く
」
(新
し
い

道
セ
ン
タ
ー
刊
)
は
、
ニ
の
問
題
を
解
明
、
論
述
す
る
稀
有

の
書
で
あ
る
。

• 

一7 ー



久
‘~ 教

あ
た

ら
し

御

魂
み
た
ま
さ
ん
を
ど
う
見
ま
し
た

そ
の
元
が
お
腹
の
中
で

た
ま
じ
ゃ
は
な

お
分
り
で
す
か

わ
ん
や
/
¥

せ

ーコ

て、

いお

る 分
でり

fご
そ ろ
れう
カf な
た咽

ま自
じ分
やら

カf

た
ま
/
[
¥

お
品
別
さ
ん
ら

ん
だ
ろ
、
フ
え

た
ま

あみ曜
あ が
じい
やて

や

で
も
な
あ

こ
う
言
う
て
い
る

あ
れ
を
見
た
り

こ
う
い
う
道
な
ん
で
す

こ、
7
ド
レ
や

い

道

こ
れ
を
知
っ
た
り

お
斗
則
さ
ん
ら
に

嫌
だ
/
t
¥
こ
ん
な
の

こ
う
い
う
道
に
よ
っ
て

言
う
て
い
る
お
分
り
で
す
か

て

や

こ

れ

が

理

で

す

た
ま
を
み
が
く
に

き
あ
/

L、
、
/
¥
/
¥
き
l
l
a
i
-
-

れ
に
よ
っ
て

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
自
分
ら
の

び
か
/
¥
光
る
わ
な

た
ま
は
な
あ

l

ん
で
す

知
ら
な
い
ふ
う
で
f

こ
う
い
う
道
を
知
っ
て

き
あ
/
¥
/
¥
/
¥
/
¥
き
I
l
-
-

ま
あ

l
/
l
¥
有
難
か
っ
た
ら

心
が
し
に
く
い

づ
く
り

心
き
え

れ
な
の
に

も
う
今
で
は

ま
ー

J
/
r
t
、、，
f
l
、、、B
J
/
l
、、

、

そ
の
た
ま
は
な

日
頃
/
l
¥
が

そ
れ
が
理
で
す

何
ん
だ
ノ
ヘ

本
当
を
知
る

み
た
ま
さ
ん
に

も
う
お
分
り
な
さ
い

と
ん
で
も
な
か
っ
た

有
難
い
/
¥
有
難
い
お
方
が

ま

l
l
/
l
¥
/
l
¥
/
¥
/
¥
/
¥

元
が
あ
る

日
頃
/
¥
何
時
も

い

や

だ

そ

う

た
ま
み
が
い

-8ー

喜
ん
で
貰
え
る

こ
う
い
う
道
な そ

本
当
の
理
は

、
、
『

UJ
 

そ
こ
ら
中
で

そ

ま
あ



持
て
余
し
て
い
る

心
に
ま
っ
て
み
た
ま
さ
ん
は

こ
れ
だ
け

ご

一

統

さ

ん

変

だ

な

あ

!

と

思

は

な

い

様

に

成

程

々

々

な
あ
そ
れ
な
ら
大
し
た
も
ん
気
が
つ
く
ん
え
気
が
つ
き
ま
し
ょ
う
え

|

|

こ

う

い

う

道

で

ご

ざ

い

ま

す

成

程

々

々

円

い

/

¥

ま

ん

円

い

こ

う

い

う

道

な

あ

|

/

¥

ま

t

i

-

-

-

こ
れ
だ
け
を
よ
く
/
¥
お
う
け
な
さ
い
や

鹿
見
る
で
変
に
う
け
な
い
様
に
円
く
う
け
て
や
は
ら
/
¥
/
¥
/
¥
ほ
ら

l

ゃ
い

こ

れ

だ

け

で

す

如

何

で

す

か

心

と

い

う

も

の

は

自

分

次

第

で

自

分

に

よ

っ

て

自

分

と

は

日

頃

/

¥

毎

日

々

々

ほ

ら

/

¥

/

¥

/

¥

そ

の

自

分

や

で

甘

っ

ち

ょ

ろ

か

っ

た

自

分

と

い

う

も

の

当

心
づ
く
り

お
分
り
な
さ
い

そ

l
そ

l
そ

l
そ

l
そ

l

司
C

し
に
く
い
心
で

そ
れ
が

み
た
ま
さ
ん
や
で

晴
々
や
で

お
分
り
な
さ
い

き

き

」
れ
が
本

そ
う
だ
/
{
¥

そ
の
通
り
だ
っ
た

お

い

/

¥

気
が
つ
い
た

お
い
/
¥
/
¥

ま

た
ま
や
/
¥

た
ま
み
が
い
て
や

」
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
な

変
に
、
つ
け
た
ら

ほ
ら
|
|
|
ま
ー
ー
ー

平

気

で

す

よ

そ

れ

が

肝

自
分
と
い
う
も
の
が
な
成

も
う
一
遍
見
直
し
て
や

a馬

眠
円程

な
あ

き
あ

l

9-

さ

き

去
」
主
的

I
l
/
/
L
1

」
う
い
う
道
で

ご
ざ
い
ま
す

ろ
、
っ 」

の
道
に
よ
っ
て

平
気
で
し
ょ
う

筋
目
通
り

分
る
で
し
ょ
う

筋
目
正
し
く

自
分
を
な
ぐ
っ
て
や

自
分
を
な
ぐ
る
ん
で
す

自
分
を
な
ぐ

な
あ
/
(
¥
/
¥

な

I
l
l
l
な

IlllTJIll'

で
も

こ

れ

だ

け

で

へ

い

/

¥

お

前

さ

ん

ら

棒
ぐ
ら
い
の
も
の
や
で
棒
で
は
困
る

自

分

を

削

い

で

杭

に

な

る

き

あ

/

¥

削
ぎ
も
し
な
い
で
棒
じ
ゃ
あ

ほ
ら
/
¥
ほ
ら
/
{
¥
ま
あ
|
|

こ
う
い
う
道
で
只
々

役
に
立
た
ん
の
え

い
い
と
こ
ろ
/
1
¥

棒
じ
ゃ
あ

そ
れ
位
で
は
何
ん
だ

あ

か

ん

で

棒

で

な

く

多

少

こ
れ
が
本
当
自
分
を
削
ぐ
か
ら

い
い
で

ど
う
し
た
ら

き

杭
や
で

l
v
ト晶、っ

分
り
ま
し
た

供
え
て
や
供
え
ま
し
ょ
う
は
な

あ
か
ん

ど、
7
し
土
品
し
ょ
、
っ

こ
、
つ
い
、
っ
と
こ
ろ

斗立点り//¥、、土
A
F



こ
れ
だ
け
で
す

だ
か
ら
言
う
ん
え

で

し

ょ

う

喜

ん

で

/

¥

て
ご
ら
ん
素
晴
し
い
わ
な

ほ
ら
/
人

/
¥
/
t
¥

新
し
い

天
か
ら
の

天
が
見
て
い
る
天
が
見
て
く
れ

ど
l
ど

i

こ
れ
だ
け
で
す
も
う
お
分
り

自

分

で

自

分

を

成

程

々

々

も

う

一

つ

な

ぐ

つ

も
う
分
り
ま
す
ほ
ら
/
¥
ほ
ら

l

こ
う
い
う
道
で
ご
ざ
い
ま
す

て
い
る

お
b 、

何
も
か
も

ど
う

l

見
す
え
で
す

ど、
7
や
/
{
¥

こ
れ
だ
け
で
す

ゃ
い

こ
の
道
の
お
方

へ
い
/
{
¥

ほ
ら
|
|
|

ど
ん

み
た
ま
さ
ん

ど
ん
/
¥
ど
ん
/
{
¥

ど
、
つ
し
ま
l
v
ト。

つ
新
し
い
道

そ
う
し
た
ら

は
ず
み
に
は
ず
み
は
ず
ま
し
て
い
る

夜
の
夜
中
に
大
分
の
お
方
が
み
た
ま
さ
ん
は
抜
け
て
出
て
い
る
夜
中
に
や
で

そ

う

し

て

な

何

か

か

に

か

天

網

に

ご

用

が

あ

る

ん

や

で

昼

間

の

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
そ
こ
の
塩
梅
を
ど
う
と
り
ま
す

こ
う
い
う
道
ご
用
じ
ゃ
は
な
あ

必
要
が
な
い
こ
う
言
い
ま
す

で
す
け
れ
ど

皆ぬ
んけ

て
行
く
ん
え

な
あ
は

ほ
ら
/
¥
ま
あ
/
[
¥
ま
I

l

-

-

が
な
い
ん
な
ら

分
り
ま
し
た

新
し
い
道
は

一
つ
の
理

」
ん
な
道
は

用
が
あ
る
か
ら

用
が
あ
る
ん
え

何
時
も
/
¥

」
う
い
う
道
が
あ
る
用

ご
用
で
す

- 10-

天
即
理

ゑり
p
り
+
ま
ふ
め

一
万
々
々 天

即
理一

克
の
一
五
や

」
れ
が
本
当

こ
の
道
は

こ
う
申
し
ま
す

元
の
理

フじ

ま
あ
|
|
|

」
う
申
し
ま
す元

か
ら
な
っ
た

ど
う
で
し
ょ
う

新
し
い
道
は

天
即
理

こ
う
申
し
ま
す

元~ ~. 
カミ 7 
らで
なし
つよ
たつ

天
即
理

一
克
々
々

こ
れ
が
本
当

一
克
の
一
克

こ
の
道
は
元
の
理

こ
う
申
し
ま
す

元
一
つ
の
理

あ
ら
ま
あ

昭
和
四
十
七
年
一
月
八
日

天
人
ま
っ
き
・
そ
お
え
ん
女
史
語
録
抄

、



一.
恥

上
制
函
入

A

5
版

写
真
版

二
、
五

O
O
円

七
八
五
頁

二
六
頁

一
二

O
円

天
人
ま
っ
き

• 
ぞ
う
え
ん
女
史
伝
記

頒

価

T 

こ
の
異
色
の
伝
記
は

平
凡
な
一
女
性
の
生
い
立
ち
か
ら

生
き
な
が
ら
天
に
上
昇
す
る
迄
の

奇
し
き
運
命
の
物
語
り
で
あ
る

し
か
し

彼
女
の
盤
根
錯
節
の
人
生
と
と
も
に

世
に
も
稀
れ
な

神
と
人
聞
が
結
ぼ
れ
る
神
秘
の
世
界
が

手
に
取
る
様
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
出
版
部

-11-

大
阪
府
羽
曳
野
市
埴
生
野
二
九
四
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前
川
I

砂
ル
パ
川
川

世

の

ぷベ

す

出

し

と

き

き

- 12 

富
士
山
麓
山
中
湖
畔
の
一
隅
に
、
二
十
数
年
来
定
住
す
る
老
碩
学
の
士
が
あ
る
。
そ
の
国
を
思
い
、
世
を
憂
え
る
熱
情

は
、
数
多
い
文
献
と
な
っ
て
、
重
患
の
浮
世
に
啓
蒙
の
役
を
果
し
て
い
る
。

静
寂
な
山
荘
の
窓
か
ら
、
日
夜
霊
峰
を
仰
ぎ
な
が
ら
湧
き
出
で
る
透
徹
し
た
思
索
は
、
ま
さ
に
、
現
代
に
対
す
る
枇
一
日
曜

の
、
こ
と
ば
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

こ
、
に
、
そ
の
著
「
未
来
学
原
論
」
(
昭
和
四
十
三
年
十
月
二
十
四
日
発
行
、
財
団
法
人
文
化
建
設
会
編
)
を
素
と
し

て
、
来
る
べ
き
時
代
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
(
本
稿
中
括
弧
を
附
し
て
託
す
数
字
は
本
書
の
参
照
頁
を
示
す
)

数
年
来
、
人
口
に
謄
来
し
た
一
九
七

0
年
代
も
い
よ
い
よ
本
番
の
期
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。

今
年
は
、
果
し
て
、
ど
う
い
う
年
で
あ
ろ
う
か
。

天
人
女
史
が
、
天
の
し
い
ま
わ
し
に
よ
っ
て
、

「
国
が
危
な
い
」
と
叫
ば
れ
て
か
ら
、

ま
さ
に
二
十
年
、
国
は
、

、

ま
す



~ 

ま
す
危
う
く
、
世
は
、
い
よ
い
よ
時
い
。
内
に
は
、
赤
化
の
危
機
、
外
に
は
、
核
戦
争
の
脅
威
、
ま
た
、
現
代
社
会
生
活

上
の
あ
ら
ゆ
る
不
合
理
、
無
軌
道
、
等
々
、
人
類
滅
亡
の
不
安
は
外
ご
と
で
は
な
い
。

こ
の
世
界
の
末
期
症
状
は
、
天
の
経
織
に
よ
る
「
新
し
い
道
」
が
、
世
に
の
し
出
す
以
外
に
は
、
救
済
の
道
は
な
い
。

天
人
女
史
は
、
切
々
と
、
天
の
せ
き
込
み
を
、
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
天
の
声
を
畏
み
、
本

年
並
び
に
本
年
以
後
の
難
局
に
、
き
お
い
を
新
た
に
し
、
し
か
も
こ
の
道
に
志
す
者
の
基
本
的
心
構
え
で
あ
る
下
座
(
謙

虚
な
心
)
に
徹
し
て
、
真
剣
に
立
ち
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
新
し
い
道
」
が
、
そ
の
使
命
を
果
す
べ
き
と
き
は
、
迫
り
つ
、
あ
る
。
道
友
の
使
命
感
は

い
よ
い
よ
、
燃
え
さ
か
る
。

ア

ン

ア

の

曙
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明
治
百
年
の
語
は
、
も
う
時
期
後
れ
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
あ
ら
あ
ら
百
年
の
日
本
の
過
去
の
歩
み
を
振
り
か
え
っ
て

み
る
と
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
に
脱
皮
し
、
民
権
の
樹
立
(
憲
法
制
定
、
国
会
開
設
)
と
、

国
防
の
完
備
(
建
軍
及
ぴ
軍
制
の
確
立
)
と
、
社
会
制
度
の
確
立
(
教
育
、
治
安
、
経
済
制
度
の
確
立
)
と
を
な
し
と
げ

た
わ
が
国
は
、
日
清
、
日
露
の
両
戦
役
に
よ
っ
て
、
民
族
意
識
を
高
帰
し
た
と
同
時
に
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
も
、
刺
戟
と

自
覚
と
を
与
え
る
先
駆
を
な
し
た
。

両
戦
役
は
、
辛
勝
の
経
過
を
踏
み
つ
、
も
、
結
果
は
大
勝
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治
維
新
の
総
仕
上
げ
で
も
あ
っ
た
。

白
人
の
東
洋
侵
略
は
、
こ
の
時
、
基
本
的
に
は
、
す
で
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
は
、
そ
の
後
百
年
、
(
明
治
維
新
以
来
)
即
ち
ム
7

日
に
い
た
る
ま
で
、
欧
米
に
は
常
に
一
専
を
輸
し
て
は
き
た

も
の
、
、
ア
ジ
ア
の
曙
は
、
こ
と
と
き
早
く
も
、
根
を
お
ろ
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
第
一
次
大
戦
は
、
全
盛
の
欧
洲
に
没
落
の
一
歩
を
近
づ
け
た
。
そ
の
後
、
ナ
チ
ス
独
逸
の
勃
興
を
見
た
が
、



こ
れ
は
、

飽
く
ま
で
一
時
的
、
変
則
的
の
現
象
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。

第
二
次
大
戦
は
、
前
大
戦
後
、
欧
洲
に
取
っ
て
代
っ
て
、
全
盛
を
極
め
た
米
国
に
、
黄
昏
を
告
げ
る
契
機
と
は
な
っ
た
。

米
国
は
、
た
し
か
に
戦
勝
国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
全
盛
は
、
そ
の
後
二
十
余
年
つ
ず
い
た
が
、
結
局
は
、
衰
運
の
道

に
さ
し
か
、
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に

ま
た
日
清
、

日
露
の
役
か
ら
大
東
亜
戦
争
に
い
た
る
ま
で
の
一
貫
し
た
真
の
意

物
質
文
明
の
限
界
を
見
る
。

義
を
知
る
。
(
日

-m)

近
代
は
、
以
上
の
よ
う
な
目
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
を
く
り
展
げ
た
が
、
今
や
数
千
年
の
昔
、
東
洋
文
化
が
栄
え
た
周
期

に
、
回
帰
す
べ
き
時
代
が
廻
り
来
た
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
長
い
長
い
白
人
支
配
の
世
界
は
、
終
罵
が
近
づ
い
て
い
る
。

西
洋
文
明
の
行
き
詰
り
が
、
切
実
に
感
ぜ
ら
れ
る
今
日
、
西
洋
文
化
(
主
と
し
て
物
質
文
化
)
東
洋
文
化
(
主
と
し
て

精
神
文
化
)
と
の
主
役
の
交
替
は
、
当
然
の
帰
趨
と
察
せ
ら
れ
る
。
問
)

ア
ジ
ア
は
、
今
、
曙
で
あ
る
。

- 14-

グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム

(由一

og=ω
ヨ
)
時
代

老
碩
学
の
士
は
、
未
来
学
を
グ
ロ
|
パ
リ
ズ
ム

(
3
)
の
語
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
綜
合
的
、
全
体
的
の
体
系
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
球
体
を
意
味
す
る
。
完
全
或
は
立
体
的
と
い
う
意
も
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。

西
洋
的
の
思
考
ほ
、
す
べ
て
分
析
的
、
部
分
的
に
於
て
、
す
ぐ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
綜
合
的
、
全
体
的
見
地
に
於
て

欠
け
る
点
が
多
い
。
東
西
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
共
に
人
類
の
進
歩
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
が
、
今
日

東
洋
文
明
は
、
西
洋
文
明
に
比
し
て
著
し
く
影
を
ひ
そ
め
、
反
対
に
、
西
洋
文
明
は
、
極
度
に
ま
で
発
達
し
て
い
る
現
状

に
於
て
、
そ
の
弊
害
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
き
た
結
果
が
、
近
来
の
人
聞
社
会
の
行
き
詰
り
を
招
い
て
い
る
。

、



ど
う
し
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
(
綜
合
的
)
の
方
向
に
進
む
の
で
な
け
れ
ば
、
現
代
文
明
の
危
機
を
逃
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
東
洋
文
明
の
拾
頭
が
待
望
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

東
洋
文
明
は
、
中
国
に
、
或
は
印
度
に
、
古
く
か
ら
貴
重
な
伝
統
を
有
し
て
い
る
が
、
現
在
の
共
産
中
国
の
将
来
は
甚

だ
不
安
定
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
し
、
印
度
は
国
家
と
し
て
の
力
は
な
い
。
将
来
の
東
洋
に
於
て
、
中
心
を
為
す

も
の
は
、
当
然
日
本
国
で
あ
り
日
本
民
族
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
9
)
そ
れ
は
、
ア

l
ノ
ル
ド
ト
イ
ン
ピ

ー
や
、
ハ
!
?
ン
カ
|
ン
な
ど
西
洋
の
未
来
学
の
権
威
者
も
、
ひ
と
し
く
公
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
い
将
来
、

東
洋
文
化
が
、
西
洋
文
化
に
代
え
て
、
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
と
な
れ
ば
、
日
本
が
そ
の
先
達
た
る
べ
き
は
、
必
然
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
的
に
も
そ
う
で
あ
る
し
、
天
人
女
史
の
説
か
れ
る
如
く
本
質
的
に
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
二
十
一
世
紀

に
於
け
る
世
界
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
二
十
世
紀
末
に
於
て
、
す
で
に
そ
の
時
期
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
、
日
本
が
、
そ
の
責
務
を
果
す
こ
と
は
、
決
し
て
、
生
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ソ
連
あ
り
、
中
国
あ
り
、

そ
の
世
界
の
大
固
と
し
て
の
権
威
は
高
い
。
米
国
も
、
斜
陽
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
大
国
の
列
か
ら
落
伍
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
欧
洲
諸
国
を
は
じ
め
、
世
界
中
の
諸
小
固
と
難
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
は
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
世
界
の
歩
み
は
、
な
か
な
か
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
国
連
の
無
力
も
、
そ
こ
に
原
因
す
る
。

綜
ん
H

は
、
分
析
よ
り
も
、
は
る
か
に
困
難
で
あ
る
。
日
本
が
、
西
洋
文
化
に
追
随
し
て
歩
い
た
過
去
の
道
に
較
べ
て
、

将
来
進
む
べ
き
綜
合
の
道
は
、
東
洋
日
本
の
本
質
と
は
い
き
な
が
ら
、
決
し
て
、
決
し
て
安
易
な
道
で
は
な
い
。

グ
ロ
|
パ
リ
ズ
ム
は
、
未
来
の
創
造
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(
問
)
未
知
な
る
も
の
‘
創
造
で
あ
る
。
創
造
は
即
ち
、

成
っ
て
く
る
姿
、
天
の
摂
理
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
理
が
あ
る
。
人
聞
が
創
造
す
る
の
で
は
な
い
。
天
(
自
然
、
神
)
が

創
造
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
天
の
経
論
に
仕
え
る
駒
で
し
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
は
、
人
聞
が
、
人
聞
の
智
能
を
過
信
し
て
、
天
(
大
自
然
の
法
則
)
を
蔑
に
し
た
。
そ
れ
が
西
洋
文
明
で
あ

っ
た
。
ま
た
現
代
の
科
学
で
あ
り
、
文
化
で
あ
る
。

人
聞
の
思
い
上
り
は
、
今
や
天
の
審
判
を
受
け
っ
、
あ
る
。
天
謹
と
い
う
べ
き
か
。

こ
れ
か
ら
は
、
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こ
れ
か
ら
は
、
天
の
分
霊
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
み
た
ま
」
個
人
々
々
の
魂
に
基
い
て
、
真
の
人
間
界
の
創
造
に
遁
進
す

べ
き
と
き
、
知
円
性
人
間
の
時
代
は
過
ぎ
て
、
霊
一
性
人
聞
の
時
代
を
迎
え
る
と
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
所
謂
グ
ロ
|
パ
リ
ズ
ム
時
代
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
こ
の
道
(
新
し
い
道
)
の
め
ど

う
(
目
的
目
牒
)
で
あ
る
。

現

在

の

未

来

学

近
来
、
世
の
識
者
は
、

づ
い
て
い
る
。

(
l
)

し
か
し
、
現
代
人
は
、
凡
ゆ
る
学
者
を
含
め
て
、
す
べ
て
知
目
性
(
頭
脳
)
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、

そ
の
軌
道
で
し
か
考
え
る
力
が
な
い
。
こ
、
数
年
来
勃
興
し
て
き
た
未
来
学
な
る
も
の
も
、
や
は
り
、
そ
の
範
囲
に
止
ま

っ
て
い
る
。
欧
米
の
学
者
に
よ
る
所
論
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
現
代
科
学
の
延
長
と
し
て
の
尺
度
で
推
定

し
た
も
の
が
、
現
花
の
未
来
学
で
あ
る
。

二
十
一
世
紀
に
は
、
日
本
が
最
優
位
に
立
つ
固
で
あ
ろ
う
と
い
う
ハ
!
?
ン
カ
|
ン
の
説
に
し
て
も
従
来
の
社
会
科
学

に
基
い
て
、
日
本
を
経
済
大
国
と
見
立
て
て
の
話
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
七

0
年
代
に
於
て
、
日
本
は
、
核
武
装
す
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
推
測
も
、
同
様
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
説
は
、
平
和
憲
法
下
の
日
本
人
と
し
て
は
、
意
外
と
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
公
正
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
推
測

は
、
正
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

智
性
文
明
の
延
長
で
あ
る
限
り
、
い
つ
か
は
、
戦
争
は
起
き
る
。
つ
ま
り
、
常
に
戦
争
発
生
の
可
能
性
を
抱
え
て
い
る
。

人
間
同
志
の
闘
争
を
絶
対
に
回
避
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
軍
縮
や
核
停
な
ど
は
、
一
つ
の
遊
戯
以
上
の
意
義
は
な

ひ
と
し
く
世
の
立
て
直
リ
、
国
の
建
て
替
え
な
く
し
て
は
、

人
類
は
、
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
気

16ー
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ぃ
。
平
和
法
規
ま
た
然
り
で
あ
る
。

即
ち
、
絶
対
平
和
は
、
在
り
得
な
い
の
が
知
日
性
人
聞
社
会
で
あ
る
。

な
い
。
そ
こ
に
、
経
済
大
園
、
軍
事
大
国
は
必
然
的
に
生
れ
る
。

ヲ

A
V

。

そ
れ
故
に
、
国
家
問
、

ま
た
資
本
主
義
、
社
会
主
義
、

民
族
聞
の
斗
争
は
絶
え

共
産
主
義
の
実
体
を
見

こ
う
い
う
体
制
の
下
に
於
て
は
同
一
国
家
内
、
民
族
内
に
於
て
す
ら
、
相
魁
葛
藤
の
絶
え
る
こ
と
は
な
い
の
を
現
状
が
語

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
未
来
学
の
結
論
が
、
平
和
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
欲
し
な
い
所
だ
か
ら
、
そ
の
活

路
を
、
宗
教
と
道
徳
と
に
求
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
既
に
、
人
類
の
霊
史
が
、
そ
の
不
可
能
を
訓
え
て
い
る
。
そ
れ
を
可

能
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
希
望
的
観
測
に
す
ぎ
な
い
と
、
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
犯
の
未
来
学
は
、
所
詮
、
現
代
科
学
を
基
盤
と
す
る
唯
物
史
観
を
、

一
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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天

の

lま

た

勺

く

時

「
未
来
学
原
論
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
宗
教
の
根
源
」
と
い
う
見
出
し
で
、

共
通
の
人
類
的
心
的
の
中
に
め
ば
え
た
、
宗
教
感
情
が
、
歴
史
的
に
、
各
地
に
育
成
す
る
と
き
、
そ
こ
に
異
っ
た
形

態
と
様
式
と
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
顕
著
な
特
徴
を
有
す
る
宗
教
を
つ
く
り
あ
げ
、
各
世
界
宗
教
圏
を
確
立
し
た
。

こ
の
文
明
の
危
機
を
救
泊
す
る
新
し
い
神
の
出
現
を
希
求
し
、
東
方
の
宗
教
の
-
持
発
見
が
な
さ
れ
つ
、
ぁ

「
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
の
原
理
」
|
|
「
地
球
文
化
」
|

る

(
的
)

「
永
遠
の
平
和
」
と
題
し
て

次
に



世
界
平
和
へ
の
、
熱
烈
な
願
望
は
全
人
類
の
共
通
の
意
志
と
し
て
、
深
刻
な
世
界
矛
質
に
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
戦
争

防
止
へ
の
幾
多
の
努
力
を
つ
ゾ
け
て
い
る
。
に
も
か
、
わ
ら
ず
、
文
明
の
危
機
は
、
何
等
解
決
さ
れ
ぬ
の
み
で
な
く

か
え
っ
て
、
現
実
的
に
は
い
っ
そ
う
激
甚
な
る
抗
争
を
増
大
す
る
の
み
で
あ
る
。

現
代
世
界
が
、
そ
の
文
明
、
世
界
原
理
に
立
っ
か
ぎ
り
、
つ
い
に
絶
滅
的
終
局
に
突
入
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
、
原

理
的
必
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
実
に
、
幾
多
、
試
み
ら
れ
て
い
る
政
治
的
努
力
、
法
律
的
提
略
、
或
は
、
国
連
の
活
動
、
軍
縮
、
平
和
宣
言
、
世

界
連
邦
運
動
、
宗
教
的
平
和
運
動
、
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
現
象
の
一
時
的
妥
協
に
終
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
が
、
い

っ
そ
う
世
界
の
内
部
的
矛
盾
を
深
刻
化
す
る
末
期
症
状
を
呈
し
て
い
る
。
(
臼
)

更
ら
に
、
論
旨
を
す
、
め
て
、
「
危
機
の
根
源
」

1

l
「
宗
教
、
国
家
、
観
念
」
|
|
「
宗
教
の
迷
蒙
」
と
の
標
題
の

も
と
に人

間
は
、
宗
教
に
、
国
家
に
、
観
念
に
、
そ
の
救
済
を
求
め
た
し
か
し
、
宗
教
は
と
も
す
れ
ば
、
今
日
で
は
現
実

社
会
に
背
を
向
け
て
、
ひ
た
す
ら
彼
岸
の
世
界
に
逃
避
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
国
家
は
人
間
を
地
域
的
に
定
着
さ
せ
、

権
威
の
前
に
、
一
個
の
生
物
学
的
因
果
的
存
在
と
化
せ
し
め
た
。
そ
し
て
、
観
念
は
生
命
の
活
動
を
停
止
さ
せ
、
一

般
的
抽
象
性
の
う
ち
に
想
像
力
を
枯
渇
さ
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

人
閉
め
歴
史
を
作
り
成
し
た
宗
教
的
な
も
の
、
国
家
的
な
る
も
の
、
観
念
的
な
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
あ
く
ま
で
も

人
聞
を
救
わ
ん
と
努
力
し
つ
も
も
、
つ
い
に
人
聞
を
し
て
、
今
日
の
最
大
の
危
機
に
直
面
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
(
剖
)

以
上
の
よ
う
に
、
人
聞
は
、
そ
の
長
い
歴
史
の
上
で
、
平
和
を
望
み
、
幸
福
を
願
い
、
争
乱
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
色

々
な
宗
教
を
編
み
出
し
て
、
こ
れ
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
し
、
ま
た
、
政
治
的
、
社
会
的
各
種
の
方
途
に
頼
ろ
う
と
試
み

た
が
、
そ
の
何
れ
も
が
、
人
類
の
理
想
を
実
現
す
る
、
決
め
手
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

見
方
を
変
え
れ
ば
、
人
間
は
、
天
(
神
)
の
期
待
に
応
え
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
蓋
も
、
天
の
理
想
は
人
聞
を
幸
福

な
ら
し
め
る
こ
と
に
在
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

、
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公
害
の
急
迫
、
戦
争
の
脅
威
、
相

E
の
相
魁
等
、
あ
ら
ゆ
る
難
関
に
直
面
し
て
い
る
。
人
類
将
来
の
光
明

を
見
出
そ
う
と
す
る
未
来
学
は
、
苦
悩
し
て
い
る
。
合
理
的
、
智
性
的
、
科
学
的
基
盤
に
立
つ
限
り
、
そ
れ
は
永
遠
に
未

解
の
宿
命
で
あ
る
。

未
来
学
は
、
神
秘
の
分
野
に
踏
み
入
ら
な
い
限
り
、
或
る
限
界
を
越
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
越
す
に
越
せ
な

い
、
通
る
に
通
れ
な
い
道
は
、
未
来
学
の
前
途
に
も
横
た
わ
っ
て
い
る
。

今
や
、
学
聞
の
時
代
で
は
な
い
。

天
の
は
た
ら
く
時
で
あ
る
。
昭
和
四
十
年
代
の
後
半
か
ら
、
ま
た
一
九
七

0
年
代
以
後
、
ま
さ
に
天
の
は
た
ら
く
時
で

あ
る
。
未
だ
嘗
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
類
の
転
換
期
で
あ
る
。

そ
の
転
換
は
、
教
百
年
、
数
千
年
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
害
は
刻
々
と
人
聞
の
生
命
を
犯
し
、
核
戦
争
の
危
機

は
一
朗
即
発
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
最
も
近
い
時
期
に
於
て
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
、
地
球
上
の
生
物
は
す
べ
て
、
生
命
を

終
る
外
な
き
に
い
た
ろ
う
。

い
み
じ
く
も
、
未
来
学
原
論
に
於
て
、
筆
者
老
碩
学
の
士
は
、
次
の
如
く
喝
破
し
て
い
る
。

「
綜
合
人
間
学
の
方
法
」
|
|
「
現
代
に
於
け
る
天
才
の
役
割
」
|
|
「
人
間
科
学
の
地
球
的
実
験
」
等
の
項
の
中
で
、

真
の
反
応
と
成
果
が
、
着
々
と
具
体
化
さ
れ
る
の
は
、
正
に
、
一
九
七

O
年
を
境
と
す
る
二
十
世
紀
の
後
半
で
あ
り
、

し
か
も
、
こ
の
過
渡
期
こ
そ
が
最
大
の
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
(
問
)
l
a
-
-

一
つ
の
文
明
が
、
ま
さ
に
終
駕
し
よ

う
と
し
次
に
来
る
べ
き
大
建
設
時
代
が
待
望
さ
れ
る
今
日
(
胤

)
i

か
つ
て
、
優
れ
た
芸
術
創
造
と
か
、
偉
大
な
る
真
理
探
求
は
、
常
に
あ
る
一
人
の
天
才
の
霊
感
に
よ
っ
て
導
か
れ
、

そ
の
推
理
と
直
感
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
明
に
し
た
。
今
日
に
お
い
て
も
、
こ
の
原
則
は
、
い
さ
も
か
の
変
化
も

な
い
。
(
削
)
'

か
つ
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
が
存
在
し
、
ゲ
|
テ
が
あ
り
、
カ
ン
ト
が
出
た
よ
う
に
、
今
日
、
人
類
文
明
の

最
大
の
転
換
期
に
立
っ
て
、
か
く
れ
た
る
天
才
、
ま
さ
に
二
十
世
紀
的
ゲ
|
テ
の
存
在
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
も
の
で

人
類
は
今
、
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あ
る
。
(
削
)

右
は
、
ま
さ
に
卓
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
惜
し
い
か
な
、
今
の
未
来
学
は
、
龍
を
画
い
て
未
だ
点
晴
に
至
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
に
未
来
学
の
苦
悩
が
あ
り
、
未
完
成
の
所
以
が
あ
る
。

然
る
に
、
天
人
女
史
の
存
在
は
、
ま
さ
し
く
、
未
来
学
に
点
晴
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

科
学
時
代
の
天
才
は
智
性
の
優
れ
た
ゲ

l
テ
で
あ
り
、
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
神
秘
霊
性
の
時
代
と
も
な

れ
ば
、
迄
か
に
次
元
の
高
い
天
才
が
出
現
す
べ
き
こ
と
は
、
理
の
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
、
人
聞
は
、
人
智
人
力
の
加
何
に
微
力
で
あ
る
か
を
、
思
い
知
・
わ
さ
れ
て
い
る
。
人
智
の
結
集
た
る
科
学
、
技
術
、

所
謂
機
械
文
明
と
い
わ
れ
る
現
代
文
化
が
、
宇
宙
大
自
然
の
前
に
、
如
何
に
・
砂
た
る
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
混

迷
と
公
害
と
の
中
に
身
を
置
い
て
、
い
や
と
い
う
程
自
覚
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
な
お
、
多
く
の
現
代
人
は
充
分
な

反
省
を
自
覚
し
て
い
な
い
。

人
間
は
、
あ
ま
り
に
も
増
上
慢
で
あ
っ
た
。
人
聞
の
分
(
分
際
、
分
限
、
本
分
)
を
知
ら
な
か
っ
た
。

人
聞
は
、
天
(
宇
宙
大
自
然
)
に
従
う
の
が
分
で
あ
る
。
天
に
従
之
ば
、
平
和
は
お
の
づ
か
ら
開
け
る
で
あ
ろ
う
。
万

世
の
た
め
に
太
平
は
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
か
ら
、
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
人
聞
は
、
分
に
帰
り
、
ひ
た
す
ら
天
に
従
う
べ
き
時
を
迎
え
る
。

社
会
開
発
も
、
人
間
尊
重
も
、
経
済
優
先
も
、
自
然
に
反
逆
す
る
方
向
を
取
る
限
り
根
本
的
に
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。

天
は
絶
体
で
あ
る
。
天
の
支
配
す
る
人
間
界
こ
そ
本
当
の
人
間
界
で
あ
ろ
う
。
天
意
の
ま
に
ま
に
生
き
る
人
間
(
生
物
)

こ
そ
真
の
人
間
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
既
に
人
間
思
案
の
上
に
立
つ
平
和
運
動
も
、
戦
争
放
棄
も
、
必
要
と
し
な
い
。

人
間
は
、
自
我
を
捨
て
、
業
を
去
り
、
天
に
随
順
す
べ
き
と
き
を
迎
え
た
。
人
聞
は
、
宇
宙
大
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
に
与
え
ら
れ
た
唯
一
つ
の
平
和
へ
の
道
で
あ
ろ
う
。

天
の
神
秘
の
、
は
た
ら
き
が
、
天
人
女
史
の
神
秘
な
る
存
在
を
通
じ
て
、
直
接
人
間
界
に
君
臨
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
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閑
院
純
仁
著

ん

|
日
本
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
|日

本
民
主
協
会
刊

定

価

七

O

O
円

B
6
判

ニ

四

一

頁

国
を
輿
し
、
国
を
守
っ
た
陸
軍
の
足
跡
は
、
今
は
、
残
光
と
し
て
、
わ
ず
か
に

世
の
一
隅
に
余
命
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
残
光
は
、
今
後
新
た
な
る
道
の
曙
光

に
更
生
し
て
、
国
を
守
り
、
国
を
興
し
、
世
を
建
て
替
え
る
使
命
を
担
う
で
あ

ろ
う
。
新
し
い
道
こ
そ
、
今
後
の
世
の
指
標
で
あ
る
。

(
本
文
よ
り
)
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大

垣

代

時

昭
和
十
六
年
、
大
東
亜
戦
争
が
始
ま
っ
た
頃
、
天
村
先
生
は
或
る

友
人
の
紹
介
で
長
瀬
産
業
の
社
長
と
縁
が
出
来
た
。
そ
し
て
社
長
の

要
請
で
、
子
会
社
の
興
亜
工
業
の
専
務
と
な
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ

た
。
輿
亜
工
業
は
海
軍
の
軍
需
工
場
で
岐
阜
の
大
垣
に
あ
っ
た
。

昭
和
十
九
年
、
阪
神
聞
の
空
に

B
mが
姿
を
現
わ
す
よ
う
に
な
っ

た
。
体
の
弱
い
女
史
は
防
空
演
習
に
も
出
れ
ず
、
近
所
の
人
に
気
を

つ
か
わ
れ
た
。
女
史
は
も
と
も
と
気
を
つ
か
う
性
だ
っ
た
。
重
い
も

の
を
持
て
な
い
体
な
の
で
演
習
の
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
が
出
来
な
い
。
ご

自
分
の
出
来
な
い
分
を
、
出
来
る
こ
と
で
何
か
と
気
を
配
ら
れ
た
。

体
が
弱
い
か
ら
出
来
な
い
、
と
い
う
事
に
甘
え
る
よ
う
な
事
は
な
か

っ
た
。
配
給
時
代
で
あ
る
。
ご
自
分
宅
へ
の
配
給
分
を
近
所
へ
ま
わ

し
た
り
な
さ
っ
た
。
こ
れ
を
後
年
、
女
史
は
、
百
た
ら
し
い
道
は
、

身
で
果
せ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
然
し
人
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
出
来
な

い
時
は
せ
め
て
せ
め
て
も
の
な
と
果
せ
H

と
い
う
理
と
し
て
我
々
に

教
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。

寝
た
き
り
の
病
人
で
は
な
く
、
は
だ
か
ら
見
た
目
に
は
普
通
で
あ

る
だ
け
に
、
女
史
に
は
苦
で
あ
っ
た
。

近
所
に
気
を
つ
か
う
女
史
を
見
て
、
先
生
は
近
く
の
天
満
宮
へ
桜

の
苗
木
を
百
本
寄
附
な
さ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
又
そ
の
た
め
に
、
「
松

木
さ
ん
は
気
が
早
い
」

と
に
も
な
る
。

と
い
わ
れ
た
が
大
垣
へ
早
め
に
疎
開
す
る
こ

十
九
年
十
二
月
、
大
垣
か
ら
三
里
離
れ
た
安
八
郡
の
名
森
村
に
移

ら
れ
た
。
名
森
村
は
四
十
二
軒
位
し
か
な
い
寒
村
で
あ
る
。
そ
こ
の

別
荘
を
手
に
入
れ
て
二
十
一
年
三
月
ま
で
住
ま
れ
た
。

野
菜
が
お
い
し
く
、
食
糧
に
は
図
ら
な
か
っ
た
が
、
女
史
に
は
言

葉
も
わ
か
ら
ず
、
淋
し
い
日
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
移
っ
て
間
も
な

く
、
御
影
は
空
襲
に
あ
い
、
そ
の
後
、
二
度
の
空
襲
で
も
と
の
家
は

奇
麗
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

名
森
の
家
は
三
百
坪
ほ
ど
の
屋
敷
に
、
六
十
坪
余
り
の
家
屋
で
あ

っ
た
。
玄
関
は
東
向
き
、
南
側
は
庭
で
、
西
側
は
柿
畠
で
あ
っ
た
。

こ
の
村
の
河
合
重
一
弥
さ
ん
は
、
松
木
家
へ
出
入
り
の
村
人
の
中
で
、

闇
商
売
を
し
な
い
律
義
な
人
だ
っ
た
の
で
女
史
の
一
番
の
気
に
入
り

だ
っ
た
。
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河
合
重
弥
き
ん
は
当
時
の
忘
れ
得
ぬ
印
象
と
し
て
、

語
っ
て
い
る
。

「
奥
さ
ん
(
女
史
)
は
、
勝
手
の
仕
事
を
し
て
い
る
時
は
普
通
の

姿
だ
っ
た
が
、
毎
朝
神
棚
を
拝
む
時
は
き
ち
ん
と
帯
を
し
め
て
心
か

ら
拝
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
何
時
行
っ
て
も
そ
う
だ
つ
た
。
こ
れ

は
普
通
の
人
で
は
出
来
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
J
」

彼
は
女
史
か
ら
贈
ら
れ
た
、
明
治
天
皇
の
御
製
と
四
君
子
に
吉
田

松
陰
の
和
歌
を
賛
し
た
半
切
二
幅
を
立
派
に
表
装
し
て
大
事
に
し
て

こ
ん
な
風
に



い
る
。女

史
は
、
人
の
困
る
頃
不
思
議
と
か
え
っ
て
不
自
由
し
な
か
っ
た
。

徳
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
女
史
自
ら
求
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
こ
の
大
垣
時
代
、
そ
し
て
終
戦
後
の
京
都
清
閑
寺
の
頃
に
も
、

こ
の
河
合
重
弥
さ
ん
が
食
糧
を
運
ん
で
く
れ
た
の
で
、
物
の
な
い
時

代
に
も
食
べ
る
事
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
松
木
家
は
大
垣
で
終
戦
を
迎
え
た
。

天
村
先
生
は
九
月
六
日
「
終
戦
に
臨
み
国
民
の
情
感
を
想
う
」
の

一
文
を
草
し
た
。
そ
の
一
部
を
次
に
紹
介
し
て
お
く
。い

〈
喜

「
，
聖
戦
は
清
戦
に
通
ず
。
此
度
の
帝
国
敗
北
の
戦
は
、
わ
れ
わ

れ
日
本
人
自
ら
を
清
め
る
べ
き
戦
い
を
以
て
、
終
戦
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
を
わ
れ
わ
た
は
深
く
覚
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
民
的
一

大
自
覚
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
戦
の
真
意
義
に
徹
す
る
の
で

あ
る
。日

清
、
日
露
の
戦
捷
に
わ
れ
わ
れ
国
民
の
抱
い
た
悦
ぴ
の
お
も
い

:
:
:
こ
れ
と
は
異
な
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
此
度
の
御

聖
断
を
か
た
じ
け
な
く
悦
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
御
聖
断
こ

そ
、
拘
に
宏
大
無
辺
千
載
の
歴
史
を
照
す
御
英
断
と
、
後
世
の
子
孫

の
仰
ぎ
奉
る
日
を
思
う
の
念
は
、
日
と
共
に
深
ま
り
ゅ
く
を
覚
え
る
。

若
き
特
攻
隊
の
尊
き
忠
節
は
、
空
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
多
く

の
英
霊
も
決
し
て
あ
だ
に
神
去
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
九
不
朽
の

熱
し
を
昭
和
日
本
の
礎
石
と
し
て
、
上
に
畏
く
も
聖
天
子
を
仰
ぐ
わ

. 

今
真
実
な
る
大
和
民
族
の
本
来
に
立
還
ら
ん
と
す

そ
う
し
て
も
う
一
度
、
世
界
の
舞
台
に
新
し
い
第
一

歩
を
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
道
は
遠
く
、
且
つ

多
難
で
は
あ
る
が
、
希
望
多
き
再
建
日
本
の
耀
し
い
門
出
で
あ
る
。

:
:
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
知
り
、
ほ
ん
と
う
の
も
の
に
触
れ
て
、
高

い
信
念
と
固
い
決
意
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
此
秋
、
真
剣
に
起
ち
上

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

れ
わ
れ
国
民
は
、

る
の
で
あ
る
。

京

都

代

時

大
垣
の
興
組
工
業
を
や
め
ら
れ
た
先
生
は
居
を
京
都
に
移
さ
れ
た
。

北
区
初
音
町
に
二
ヶ
月
ば
か
り
間
借
り
さ
れ
て
家
を
き
が
さ
れ
た
。

東
山
清
閑
寺
に
見
つ
か
っ
た
。

然
し
暗
雲
低
迷
去
り
や
ら
ず
、
爾
来
半
歳
は
起
き
上
る
べ
き
は
お

ろ
か
、
生
き
る
方
途
に
先
生
は
迷
い
苦
し
ま
れ
た
。

昭
和
廿
一
年
四
月
廿
二
目
、
幣
原
内
閣
退
陣
の
ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス

を
聴
き
な
が
ら
、
先
生
は
「
日
本
民
主
政
治
推
進
聯
盟
提
唱
論
」
を

草
さ
れ
た
。
そ
の
論
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
昭
和
廿
一
年
四
月
十
日
の
総
選
挙
こ
そ
、
国
民
大
衆
が
戦
争
の

辛
苦
と
敗
戦
の
虚
脱
か
ら
起
ち
上
り
、
真
の
民
主
々
義
国
家
再
建
へ

の
手
が
か
り
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
政
界
の
動
き
は
、
国
民
の
意
志
を

無
，
掛
し
、
独
善
的
官
僚
主
義
と
政
権
争
奪
の
離
合
集
散
を
繰
返
し
て
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よ
い
代
議
士
も
、
よ
い
政
党
も
、
よ
い
政
治
も
国
家
も
、
よ

い
生
活
も
そ
の
出
発
点
た
る
選
挙
の
施
行
を
正
し
く
完
壁
を
期
き
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
選
挙
に
関
す
る
一
切
を
挙
げ
て
、
わ
れ

わ
れ
国
民
の
管
理
に
よ
っ
て
行
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
己

天
村
先
生
の
こ
の
悲
願
も
、
現
実
に
は
あ
ま
り
に
遠
く
、
発
展
を

見
ず
に
終
っ
た
。

そ
こ
で
先
生
は
(
こ
の
頃
は
冬
村
の
雅
号
を
用
い
て
お
ら
れ
た
)

教
学
と
道
義
の
問
揚
こ
そ
、
祖
国
再
建
の
礎
石
と
の
確
心
を
得
ら
れ

て
、
民
生
教
を
創
始
し
よ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
横
須
賀
の
岳
父
も
大

賛
成
で
次
の
詩
を
贈
っ
て
こ
ら
れ
た
。

い
司
令
。

比
叡
翠
微
緑
更
に
濃
や
か
な
り

あ
つ
ま

冬
村
道
を
説
い
て
衆
多
く
鐘
る

民
生
教
は
清
閑
寺
よ
り
出
づ

救
国
済
民
此
{
一
不
に
待
つ

昭
和
丙
成
中
夏

安
東
天
涯

民
生
教
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
の
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
う

た
っ
て
い
る
。

「
本
教
団
は
神
、
仏
、
基
、
儒
教
等
の
開
祖
の
精
神
に
則
り
、
人

文
自
然
諸
科
学
の
融
合
を
図
り
、
統
一
的
総
合
教
学
の
創
造
発
達
を

期
し
、
是
を
人
生
指
導
原
理
と
し
、
人
類
の
恒
久
的
安
卒
、
平
和
幸

福
を
行
為
に
依
っ
て
推
進
実
現
す
る
に
花
り
」

そ
し
て
、
事
業
と
し
て
、
一
、
指
導
者
の
養
成
、
二
、
道
義
闇
揚

運
動
、
三
、
善
行
者
の
和
極
的
表
彰
並
に
真
実
な
る
生
活
者
に
対
す

る
生
活
安
定
援
護
等
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

昭
和
廿
一
年
七
月
の
事
で
あ
る
。

天
村
先
生
は
あ
る
日
京
都
の
街
中
を
歩
い
て
お
ら
れ
た
。
丁
度
そ

の
日
は
祝
祭
目
だ
っ
た
が
一
本
の
日
の
丸
も
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

戦
災
を
受
け
て
い
な
い
京
都
が
こ
の
有
様
と
は
何
事
か
と
、
先
生
は

あ
る
憤
り
を
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
、
日
の
丸
運
動
を
考
え

ら
れ
た
が
、
ま
だ
時
機
尚
早
と
見
送
り
、
キ
リ
ス
ト
教
者
の
顕
彰
を

25ー

企
画
さ
れ
た
。

平
和
の
凶
主
、
古
屋
登
世
子
を
通
じ
進
駐
軍
司
令
部
の
許
可
を
得

ら
れ
た
先
生
は
、
民
生
教
の
実
践
団
体
と
し
て
民
主
文
化
協
会
を
起

し
、
京
都
府
、
京
都
市
、
国
際
宗
教
同
士
山
会
の
協
賛
を
待
て
、
日
本

文
化
貢
献
基
督
教
先
駆
者
顕
彰
会
を
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
四
日

円
山
音
楽
堂
に
お
い
て
雌
大
に
挙
行
さ
れ
た
。

天
村
先
生
は
顕
彰
会
委
員
長
と
し
て
、
顕
彰
の
昨
を
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
な
か
で
新
島
市
裁
の
卓
越
せ
る
人
格
と
其
の
功
業
を
讃
え
、
予
言



者
と
し
て
の
内
村
鑑
三
の
言
行
を
語
り
、
次
い
で
次
の
如
く
叫
ば
れ

た
の
で
あ
る
。

「
内
村
先
生
の
予
言
警
告
は
四
十
五
年
後
の
今
日
正
し
く
適
中
し

た
。
軍
隊
の
代
表
す
る
日
本
は
亡
ん
だ
。
斯
く
し
て
義
の
国
日
本
創

建
の
秋
は
与
え
ら
れ
た
。
今
や
わ
れ
等
は
剣
を
鍬
に
代
え
、
此
の
荒

廃
の
国
土
に
メ
シ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
信
受
し
て
世
界
平
和
の

た
め
に
蹴
起
せ
よ

l
」

戦
時
中
同
志
社
総
長
で
あ
っ
た
牧
野
虎
次
氏
は
こ
の
顕
彰
会
の
有

力
な
後
援
者
で
あ
り
、
当
日
牧
野
氏
の
「
日
本
文
化
と
基
督
教
」
と

題
す
る
講
演
は
聴
者
を
し
て
感
嘆
せ
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
。

「
義
の
国
日
本
創
建
の
た
め
、
愛
と
平
和
の
使
徒
を
顕
彰
す
」

ι
|

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。

基
督
教
先
駆
者
顕
彰
会
を
契
機
と
し
て
先
生
は
か
ね
て
の
念
願
の

日
の
丸
運
動
を
企
画
さ
れ
た
。
当
時
日
の
丸
に
戦
争
の
印
象
が
焼
き

つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
こ
れ
を
拭
い
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
旗
竿
を
緑
の
だ
ん
だ
ら
に
し
、
金
の
玉
を
白
鳩
に
変
え
た
「
平

和
国
旗
」
を
創
案
さ
れ
た
。
こ
れ
を
戸
毎
に
掲
げ
、
日
本
国
民
が
今

後
世
界
人
と
し
て
新
な
る
自
覚
の
下
に
、
世
界
平
和
促
進
に
献
身
の

努
力
を
致
す
覚
悟
を
固
め
る
運
動
を
提
唱
し
た
。

ま
ず
京
都
百
万
市
民
の
平
和
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
、
牧
野
虎
次

氏
を
委
員
長
に
、
京
都
府
知
事
、
市
長
、
商
工
会
議
所
会
頭
の
協
賛

を
得
、
多
数
の
名
士
を
委
員
に
委
嘱
し
、
先
生
自
ら
責
任
実
行
委
員

と
な
り
、
平
和
国
旗
運
動
京
都
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
。

昭
和
廿
五
年
三
月
十
八
日
、
京
都
新
聞
社
後
援
の
下
に
大
々
的
市

民
運
動
を
行
っ
た
。
戦
後
の
日
の
丸
運
動
と
し
て
全
国
に
魁
け
た
わ

け
で
あ
る
。

松
木
一
家
も
清
閑
寺
へ
移
る
時
は
多
少
の
貯
え
も
あ
っ
た
し
、
先

生
の
退
職
金
も
少
し
入
っ
た
。
然
し
先
生
は
私
財
を
持
ち
出
し
て
の

運
動
な
の
で
、
二
年
目
位
か
ら
経
済
的
に
困
っ
て
き
た
。
戦
災
に
遭

わ
な
か
っ
た
の
で
道
具
類
は
可
成
り
有
っ
た
。
そ
れ
を
売
っ
て
ま
で

先
生
は
運
動
を
つ
づ
け
ら
れ
た
。

そ
の
頃
の
事
を
天
人
女
史
は
次
の
よ
う
に
手
記
さ
れ
て
あ
る
。

「
佳
子
(
お
嬢
さ
ん
)
は
大
垣
の
女
学
校
を
卒
業
し
て
、
京
都
女

子
専
門
学
校
英
語
科
に
入
学
し
た
。
こ
の
時
は
二
十
一
年
だ
っ
た
か

ら
月
謝
も
安
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
直
に
月
謝
が
三
倍
位
に
値
上
げ
と

な
り
驚
い
た
。
そ
れ
で
私
は
家
計
を
助
け
る
た
め
、
お
茶
と
お
花
の

弟
子
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
私
は
病
身
だ
か
ら
、
年
と
っ
て
き
っ
と

困
る
。
そ
の
時
愚
痴
っ
ぽ
い
年
寄
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
近
所
の
人

に
お
茶
で
も
教
え
て
楽
し
む
つ
も
り
で
精
一
杯
努
力
し
て
き
た
。
月

謝
を
も
ら
う
の
が
本
意
で
は
な
か
っ
た
筈
な
の
に
、
遂
に
そ
う
し
な

く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
自
分
も
本
当
は
恥
し

か
っ
た
。
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ょ
ん
ど
こ
ろ
な
く
、
昔
の
幼
稚
閣
時
代
の
お
宅
に
相
談
し
て
み
た
。

み
な
大
賛
成
で
二
十
人
位
す
ぐ
出
来
た
。
そ
れ
か
ら
花
を
活
け
に
い

く
宿
屋
、
料
理
屋
等
で
、
私
の
収
入
は
結
構
佳
子
(
お
嬢
さ
ん
)
を

学
校
へ
や
っ
て
、
家
庭
を
支
、
え
る
に
役
立
っ
た
。
只
清
閑
寺
は
、
ず

っ
と
町
か
ら
離
れ
て
い
る
小
高
い
と
こ
ろ
で
淋
し
い
道
だ
っ
た
。
夜

の
十

一
時
、
十
二
時
に
な
る
と
人

一
人
通
ら
な
い
。
私
は
大
き
な
声

で
歌
を
う
た
っ
て
帰
っ
た
も
の
だ

っ
た
。

こ
れ
も
修
行
だ
っ
た
と
思

う」
「
私
は
お
花
を
活
け
て
も
天
地
人
で
、
娘
さ
ん
た
ち
に
い
つ
も
人

の
道
を
聞
か
し
な
が
ら
、
つ
い
話
し
に
花
が
咲
い
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
で
小
阪
(
州
地
)
で
は
私
の
稽
古
場
を
大
変
喜
ん
で
く
れ
た

O

H

お
花
の
先
生
は
い
く
ら
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
松
木
先
生
は
よ
い

こ
と
を
話
し
て
聞
か
せ
て
下
さ
る
u

と
非
常
に
評
判
が
よ
か

っ
た
。

こ
れ
ほ
藤
尾
先
生
の
う
け
売
り
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
宇
治
の

賞
柴
に
も
、
花
の

師
匠
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
」

女
史
は
先
生
の
社
会
運
動
に
つ
い
て
別
に
異
論
は
な
く
、
結
構
な

こ
と
と
思

っ
て
い
た
。
私
慾
の
露
ほ
ど
も
な
い
人
だ
が
家
を
思
わ
な

い
の
に
は
困

っ
た
。
何
か
と
い
う
と
す
ぐ
「
親
子
三
人
よ
ろ
こ
ん
で

飢
え
死
に
す
る
」
と
云
う
。
女
史
に
は
そ
れ
が
苦
で
あ

っ
た
。
人
を

指
導
す
る
者
が
、
自
分
の
生
活
も
ょ
う
せ
ん
よ
う
で
は
何
か
矛
盾
し

て
い
る
と
心
の
な
か
で
思
っ
て
お
ら
れ
た
。

民
生
教
は
教
義
で
あ
っ
て
、

別
に
信
者
と
か
説
教
と
か
は
な
い
の

で
至
極
都
合
が
よ
い
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
宗
教
法
人
に
す
る
と
聞

か
れ
て
女
史
は
ま
ご
つ
か
れ
た
。
信
者
の
な
い
宗
教
な
ん
て
不
思
議

で
あ
り
、
夫
が
民
生
教
管
長
と
い
う
の
が
少
し
お
か
し
い
と
思
わ
れ

た
。そ

れ
も
そ
れ
で
あ
る
が
、
日
の
丸
国
旗
運
動
の
為
に
全
財
産
を
傾

け
て
惜
し
ま
ぬ
夫
の
行
動
に
女
史
は
不
安
を
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
運

動
を
は
じ
め
る
時
、
南
と
い
う
協
力
者
が
い
た
。
紳
士
で
あ
っ
た
が
、

女
史
は
何
と
な
く
お
か
し
い
と
思
わ
れ
だ
。

そ
の
事
を
女
史
が
一玄
わ

れ
る
と
先
生
か
ら
「
君
は
す
ぐ
人
を
疑
う
」
と
怒
ら
れ
た
。

然
し
結
果
は
、
女
史
が
案
じ
ら
れ
た
と
う
り
、
そ
の
男
に
集
金
し

た
旗
の
代
金
を
持
ち
逃
げ
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
後
の
集
金
は
思

う
よ
う
に
入
ら
ず
、
債
務
に
責
め
ら
れ
、
来
て
は
詐
欺
漢
の
悪
名
を

先
生
は
背
負
う
羽
田
に
立
ち
到

っ
た
。

Ti--ー
リ
川
リ
パ
ハ
リ

貨

不
思
議
な
こ
と
に
思
い
が
け
な
い
ま
と

村
凡
Ui--ド

恥

ま

っ
た
金
い
か
入

っ
た
り
は
し
た
が
、
そ
れ

昨
I
E
u
hl
h宵
・旬
、
?
な

フ

"
い
れ
パ

FT
'z
-
/
F
RL

・ン

も
焼
石
に
水
で
、
全
財
産
を
投
げ
出
し
て

?
r
i一ノ
ζ
も

ま

だ

旗

屋

に

三
、
四
十
万
円
の
借
金

?
1
3

f
4
1
Jぺ、

貸
れ

i
g建議

ご

γ喝、

刷
肘

が
残

っ
て
し
ま

っ
た
。
先
生
は
身
の
置
き

冒
自
思
量
-司

2
・J
‘

空
附

'

¥
J
G
f

か

防
寄

ど
こ
ろ
も
な
く
な
り
、
つ
い
に

一
人
、
京

t

i
1

4

h

〉

Y
，Y

、門戸

市臥肘

一
浴
の

地
を
は
な
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で

《

町
な

あ
る
c
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高
橋
伸
典
氏
と
の
解
遁

先
生
は
、
旗
の
残
り
を
捌
こ
う
と
上
京
さ
れ
た
が
う
ま
く
い
か
な

い
。
全
く
行
き
詰
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。

友
人
、
知
人
は
「
松
木
さ
ん
は
自
分
の
思
う
こ
と
を
や
づ
て
い
る

の
だ
か
ら
当
り
前
だ
が
、
あ
の
奥
さ
ん
は
気
の
毒
だ
」
と
い
う
。

先
生
は
「
自
分
が
い
な
け
れ
ば
、
妻
と
娘
は
皆
ん
な
で
も
り
立
て

て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
思
わ
れ
て
、
死
を
選
ぼ
う
と
覚
悟
を
決
め
ら

れ
た
。明

治
神
宮
の
森
の
中
で
食
を
絶
と
う
と
、
先
生
は
あ
る
日
の
刺
代

々
木
に
足
を
運
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
も
し
見
つ
か
っ
て
追
い
出
さ
れ

て
も
困
る
と
思
い
、
社
務
所
へ
行
き
、
「
森
の
中
で
坐
り
精
神
統
一
し

た
い
」
と
了
解
を
求
め
た
。
す
る
と
田
中
権
宮
司
が
出
て
来
て
「
そ

ん
な
無
理
せ
ん
で
も
よ
い
、
親
神
様
が
お
受
け
な
さ
れ
て
い
ら
れ
る
」

と
云
う
の
で
あ
る
。

先
生
は
社
務
所
を
出
て
神
殿
に
額
ず
き
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
御
造

営
の
献
金
箱
が
あ
る
。
ど
う
せ
死
を
覚
悟
し
た
ん
だ
か
ら
と
、
持
金

を
全
部
箱
に
落
し
て
立
ち
去
り
が
た
く
苑
内
を
歩
き
廻
っ
て
い
た
ら

菖
蒲
困
の
と
こ
ろ
に
出
た
。
奥
に
入
る
と
清
正
の
井
戸
が
あ
る
。
清

測
な
水
が
浪
々
と
湧
い
て
い
る
。
先
生
は
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
に
水
を

い
た
だ
か
れ
た
。
水
が
こ
ん
な
に
お
い
し
い
も
の
か
と
初
め
て
知
っ

た
。
水
が
恋
し
く
て
仕
方
が
な
い
。
行
き
つ
一
戻
り
つ
三
遍
も
飲
み
、

今
更
の
よ
う
に
水
の
美
し
さ
に
感
動
を
受
け
た
。
く
る
く
る
歩
い
て

い
る
う
ち
初
台
の
方
に
出
た
。
ふ
と
何
げ
な
し
に
見
る
と
大
和
道
の

高
橋
伸
典
氏
の
家
の
前
で
あ
る
。
仰
典
氏
と
は
、

教
会
で
遇
っ
て
名
刺
を
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

先
生
は
、
伸
典
氏
に
会
っ
た
。

高
橋
伸
典
氏
は
福
島
県
の
出
身
で
、
若
い
時
遊
蕩
が
す
ぎ
肺
病
に

な
っ
た
。
彼
の
馴
染
の
芸
者
が
天
理
教
の
信
者
だ
っ
た
の
で
、
そ
の

縁
で
天
理
教
校
に
入
っ
た
。
そ
の
時
三
木
と
い
う
霊
能
の
あ
る
天
理

教
の
会
長
に
会
っ
た
。
三
木
は
「
お
前
だ
、
お
前
だ
、
毎
晩
お
前
の

夢
を
見
た
、
探
し
て
い
た
ん
だ
」
と
い
っ
て
、
水
を
か
ぶ
り
、
神
懸

り
に
な
っ
て
彼
を
仕
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
十
三
年
間
伸
典
氏
に
仕
込

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

伸
典
氏
は
天
村
先
生
に
「
貴
方
は
平
和
国
旗
を
揚
げ
た
と
い
う
が
、

本
当
の
旗
を
あ
げ
よ
う
」
と
元
気
づ
け
た
。
そ
し
て
国
家
的
の
事
業

は
、
ま
あ
人
の
心
か
ら
や
り
替
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
先
生
の
胸
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
一
度
は
死
の
う
と
決
意

し
た
先
生
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
理
解
者
が
あ
れ
ば
彼
の
鞄
持
ち
を
や

ろ
う
と
、
伸
典
氏
の
と
こ
ろ
に
住
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

先
生
は
時
黒
の
人
生
の
な
か
に
一
条
の
光
明
を
見
出
し
て
、
そ
の

年
の
暮
一
応
帰
洛
し
た
。
伸
典
氏
に
す
っ
か
り
惚
れ
こ
ん
だ
先
生
は
、

女
史
に
伸
典
氏
を
神
さ
ま
の
よ
う
な
人
だ
と
ほ
め
称
え
た
。
女
史
も
、

以
前
横
浜
の
天
理
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夫
の
性
質
か
ら
し
て
、
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
大
和
道
に
行
く
こ
と
に

賛
成
し
た
。

先
生
は
月
に
四
、
五
日
帰
え
る
の
み
で
、
そ
れ
か
ら
ず
う
っ
と
東

京
で
伸
典
氏
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
五
年
、
夏
の
ジ
ェ

l
ン
台
風
は
清
閑
寺
の
寓
居
を
襲
う

た

京
都
東
山
の
将
軍
塚
に
は
、
い
ま
東
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
が
出
来

て
賑
っ
て
い
る
。
そ
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
の
一
方
の
登
り
口
が
清
閑

寺
で
あ
る
。
大
谷
腐
を
横
切
っ
て
五
条
バ
イ
パ
ス
が
出
来
、
昔
日
の

面
影
は
一
変
し
て
い
る
。

家
は
崖
べ
り
な
の
で
、
玄
関
か
ら
入
っ
た
と
こ
ろ
が
二
階
で
あ
る
。

一
階
の
勝
手
口
の
外
は
三
尺
位
の
余
地
を
残
す
の
み
で
、
そ
こ
か
ら

直
角
に
近
い
三
米
位
の
石
崖
に
な
っ
て
い
て
左
手
に
下
に
お
り
る
石

段
が
あ
っ
た
。

台
風
の
時
、
先
生
は
上
京
中
で
不
夜
で
あ
っ
た
。
二
階
の
八
畳
の

天
井
が
一
間
位
ι

落
ち
、
壁
も
破
れ
た
。
女
史
は
お
嬢
さ
ん
と
一
緒
に

土
を
取
り
除
き
、
天
井
や
壁
は
近
所
の
人
に
頼
ん
で
修
理
し
て
も
ら

っ
た
。
一
時
凌
ぎ
の
手
当
を
し
て
平
気
で
暮
し
た
。

そ
の
年
の
十
一
月
、
家
主
か
ら
突
然
明
け
渡
し
を
要
求
さ
れ
た
。

さ
ん
ざ
ん
交
渉
し
た
が
持
が
あ
か
な
い
。
家
主
が
無
断
で
家
を
売
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
家
主
は
嫌
が
ら
せ
に
、
壁
に
タ
ラ

イ
ほ
ど
の
穴
を
あ
け
る
仕
ま
つ
で
あ
る
。
台
所
の
棚
は
落
ち
る
し
大

騒
ぎ
で
あ
っ
た
。
響
察
は
こ
ち
ら
の
理
を
認
め
た
が
、
ど
う
し
ょ
う

も
な
い
と
い
う
。
女
史
は
娘
に
け
が
で
も
さ
せ
ら
れ
た
ら
と
り
か
え

し
が
つ
か
な
い
と
思
い
、
そ
こ
を
出
ょ
う
と
決
心
さ
れ
た
。
そ
し
て

先
生
に
報
告
さ
れ
た
。
先
生
も
驚
い
て
帰
宅
さ
れ
た
も
の
の
、
今
更

打
つ
手
も
な
く
、
僅
か
ば
か
り
の
引
越
料
で
立
ち
退
く
こ
と
に
な
っ

た。
先
生
の
平
和
国
旗
運
動
の
失
敗
で
す
っ
か
ら
か
ん
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
一
遍
落
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
京
都
に
も
、
大
阪

に
も
近
い
と
こ
ろ
を
探
し
た
。

あ
る
縁
で
西
大
寺
の
農
家
、
森
田
の
草
屋
を
借
り
る
こ
と
に
な
っ

た
。
高
矯
伸
典
氏
が
先
生
夫
妻
を
東
京
へ
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
、
半
年
位
い
の
約
束
で
借
り
た
。

小
阪
の
知
人
が
「
う
ち
の
二
階
へ
来
て
下
さ
い
」
と
い
わ
れ
た
が
、

女
史
は
、
じ
り
じ
り
落
ち
る
の
は
い
や
だ
、
落
ち
る
な
ら
と
こ
と
ん

ま
で
落
ち
た
方
が
よ
い
と
思
っ
て
、
西
大
寺
に
決
め
ら
れ
た
。

そ
の
家
は
畳
の
間
六
畳
と
四
畳
半
の
板
の
間
だ
け
で
、
押
入
も
な

く
、
縁
側
も
岡
戸
も
な
く
雨
が
降
る
と
障
子
に
か
か
り
、
雨
の
き
つ

い
時
は
紙
が
は
げ
て
し
ま
う
。
本
当
の
草
屋
で
あ
っ
た
。

女
史
は
「
自
分
の
意
志
で
運
ん
だ
つ
も
り
だ
が
、
自
然
に
こ
う
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
へ
ソ
。
か
ら
の
追
い
こ
み
、
。
へ
ソ
。
に

追
わ
れ
て
、
遂
に
下
の
生
活
に
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
(
つ
づ
く
)
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道
の
場
新
館
落
成

上 新館床の間

中 道の場西面全景

下 12月19日 落成祝宴の準備

なった新館

駐車場約 840坪

新館増築 約 620坪
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唱大講演会
資奉納募金のため一一

1 6 日(日) 1 3→ 1 7時

際会 館大会議場

司会佐藤三蔵

雅楽平安雅楽 会

- 32ー

上 洛北宝ケ池に偉容を誇

る京都国際会館

中 新しい人間の形成を説

いて千余の聴衆に迫る

天村先生

下平安雅楽会の泰する

“蘭陵王"



上千余の聴衆に埋められ

た大会議場

中 手じめの音頭をとられ

る

閉院純仁氏(左)

松木天村先生(中央)

迫水久常氏(右)

下花束は武道一家の

奥山麟之助氏によって

贈呈された

- 33一

“新しい道"提
一一伊勢神宮ご遷宮造営

と き昭和 47年 1 月

ところ 国立京都国

講師 松木 天 村

迫水久常



京
都
大
講
演
会
要
旨

時
昭
和
四
十
七
年
一
月
十
六
日
(
日
)

所

京

都

国

際

会

議

場

大

ホ

l
ル

- 34-
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手リ

害

て

超

え

を

私
は
、
明
治
二
十
五
年
八
月
三
十
日
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
さ
に
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
生
き
抜
い
て
参
り
ま
し

た
。
よ
く
私
に
お
聞
き
に
な
る
方
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
健
康
法
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
、
と
。

わ
た
し
は
、
お
答
え
出
来
に
く
い
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
健
康
法
な
ん
て
考
え
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
好
き
な
も
の

を
食
べ
て
、
好
き
な
事
を
し
て
、
安
眠
さ
せ
て
頂
く
と

1

l
こ
れ
を
長
い
間
繰
返
し
て
来
た
の
だ
と
、
こ
う
い
う
事
し
か

御
返
事
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
で
す
、
何
故
私
が
今
日
の
様
な
健
康
を
維
持
し
て
い
る
か
と
、
自
分
な
り

に
、
考
え
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
若
い
時
分
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
自
分
の
利
害
を
考
え
た
事
が
な
い
と
い

う
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
そ
ん
な
事
で
生
活
出
来
た
も
ん
だ
な
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今

の
世
の
中
の
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
日
本
的
な
民
主
主
義
で
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
押
売
り
き
れ
た
民
主
主
義

で
あ
り
ま
し
て
、
本
当
の
民
主
主
義
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
は
、
古
来
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
日
本
的
民
主
主
義
、
日

本
的
共
産
主
義
が
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
主
義
と
い
わ
な
く
て
も
い
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
主
義
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た

ん
で
あ
り
ま
す
。
思
想
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
信
保
の
生
活
を
、
私
は
し
て
参
り
ま
し
た
事
が
、
今
日
の
健
康
で
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
タ
ラ
イ

に
水
を
一
杯
汲
ん
で
お
き
ま
す
。
十
人
ば
か
り
周
囲
で
そ
の
水
を
自
分
の
方
へ
自
分
の
方
へ
と
奪
い
合
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
現
代
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
奪
い
合
い
ま
す
か
ら
、
水
は
半
ば
外
へ
撒
け
て
し
ま
い
、
自
分
の
体
に
も
か
か
っ
て
く

る
。
こ
う
い
う
事
が
、
今
日
の
姿
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
十
人
の
中
に
只
一
人
で
も
い
い
、
こ
の
水
は
自
分
の
領

分
の
水
か
も
分
ら
ん
け
れ
ど
も
、
先
ず
あ
な
た
方
お
入
用
な
ら
お
取
り
な
さ
い
と
、
む
こ
う
へ
押
し
て
あ
げ
る
ん
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
水
は
で
す
ね
、
こ
の
指
の
聞
か
ら
、
こ
ぼ
れ
て
参
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
私
は
、
お
こ
ぼ

れ
を
頂
い
て
生
活
し
て
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
理
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
日
本
的
な
民
主
主
義
、
共
産
主

- 35-



義
と
い
う
理
と
い
う
も
の
を
、
全
く
、
今
日
の
時
代
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
お
る
と
、
こ
う
い
う
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
私
の
最
も
健
康
法
の
第
一
だ
と
思
い
ま
す
。

米

理

の

日
本
は
、
も
と
/
¥
み
ず
ほ
の
固
と
・
申
し
ま
し
た
。
お
米
の
国
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
訳
は
、
日
本
民
族
は
、
一
日
に
三

回
、
特
に
朝
、
御
飯
を
い
た
だ
く
と
い
う
事
が
、
本
当
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
御
飯
は
で
す
ね
、
本
来
は
玄
米
が
結
構

な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
例
え
七
分
ず
さ
で
も
結
構
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
白
米

で
も
結
構
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
軽
く
お
茶
わ
ん
に
一
ぜ
ん
丈
は
、
是
非
、
日
本
産
の
米
を
食
べ
る
と
い
う
事
が
必
要
な

ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
栄
養
学
的
に
、
色
々
説
明
が
出
来
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
越
え
た
高
い
次
元
の
も
の
が
米

の
中
に
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
お
ね
ば
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
お
ね
ば
が
素
晴
し
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
ね
ば
が
、
日

本
民
族
の
魂
の
座
と
な
る
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
私
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
朝
の
御
飯
丈
は
欠
か
し
ま
せ
ん
。
畳
は
あ
っ
ち
こ
っ
ち
行
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
食

べ
る
事
も
、
食
べ
な
い
事
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
朝
は
必
ず
頂
く
、
こ
れ
が
私
の
食
生
活
の
根
本
で
あ
り
ま
す
。
パ
ン
な
ん

か
食
べ
て
い
た
り
、
牛
乳
な
ん
か
飲
ん
で
い
た
ら
、
本
当
の
日
本
人
は
出
来
ま
せ
ん
。
魂
の
座
が
出
来
な
い
ん
で
あ
り
ま

す
。
立
派
な
魂
は
、
育
成
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
重
大
な
事
は
、
牛
肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
事
が
必
要
で
す
。
何
故
牛
肉
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
か

と
申
し
ま
す
と
、
古
来
か
ら
東
洋
人
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
神
牛
と
申
し
ま
し
て
、
牛
を
食
べ
る
民
族
で

は
な
か
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
牛
を
食
べ
ま
す
と
、
(
他
の
民
族
は
別
で
あ
り
ま
す
が
、
)
日
本
民
族
は
、
血

液
が
に
ご
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
か
わ
る
脂
肪
分
を
取
る
の
に
は
、
豚
が
い
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
私

は
、
牛
肉
は
一
切
食
べ
ま
せ
ん
。
と
言
っ
て
、
切
角
、
人
さ
ん
か
ら
奨
め
ら
れ
た
も
の
を
、
私
は
嫌
い
だ
と
い
っ
て
食
べ
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な
い
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
自
ら
求
め
て
、
決
し
て
牛
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
豚
を
食
べ
ま
す
。
豚
は
逆
に

我
々
日
本
民
族
の
血
液
を
清
め
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
よ
く
味
わ
っ
て
み
ま
す
と
豚
の
方
が
旨
い

で
す
ね
。
あ
っ
さ
り
い
た
し
ま
し
て
、
豚
の
方
が
旨
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
豚
は
、
人
聞
の
食
用
に
な
る
べ
く
生
ま
れ
て
来

た
動
物
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
豚
は
人
聞
が
い
だ
だ
く
と
成
仏
す
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
健
康
法
で
あ
り
ま
す
。

苦

労

を

喜

、e
d、

先
に
申
し
た
よ
う
に
、
今
ま
で
自
分
自
身
の
事
を
考
え
た
事
が
な
い
と
い
う
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
、
世
の

中
の
事
、
社
会
の
事
を
考
え
て
お
り
ま
す
と
、
世
の
中
の
欠
陥
が
み
え
て
参
り
ま
す
。
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
私
の
気
性

と
致
し
ま
し
て
、
そ
の
欠
陥
の
中
に
、
身
を
投
じ
て
い
き
た
い
と
い
う
、
若
い
時
分
か
ら
そ
う
い
う
熱
意
を
持
っ
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
が
故
に
、
色
々
過
去
に
お
い
て
、
家
庭
生
活
と
い
う
も
の
は
、
実
は
、
常
に
貧
し
い
生
活
、

い
わ
ゆ
る
赤
貧
を
喜
ん
で
き
た
と
い
う
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
喜
ぴ
が
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
若
い
時
代
に

は
そ
う
い
う
苦
し
み
の
中
に
常
に
喜
ぴ
を
感
じ
て
お
っ
た
と
、
こ
う
い
う
事
な
ん
で
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
今
考
え
ま

す
と
自
分
の
今
日
あ
る
と
い
う
事
は
、
若
い
時
代
か
ら
盤
根
錯
節
の
人
生
を
送
っ
て
き
た
と
、
そ
の
中
に
お
い
て
自
分
と

い
う
も
の
が
出
来
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
の
時
代
は
で
す
ね
、
誰
も
彼
も
苦
労
を
さ
け
て
通
ろ
う
と
い
う
ん
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
ね
本
当
の
人
聞
は
出
来
ま
せ
ん
で
す
。
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自
分
の
身
の
内
に
秘
め
ら
れ
た
力

本
論
に
入
り
ま
す
。
今
回
の
演
題
は
;
人
間
に
内
在
す
る
無
限
力
の
場
を
開
発
す
る
。
と
い
う
、
誠
に
難
し
い
聞
き
慣

れ
な
い
言
葉
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
を
御
納
得
の
い
く
よ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
聞
が



ご
ぎ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
す
る
の
に
は
、
少
く
も
三
、
四
時
間
か
か
り
ま
す
。
説
明
は
抜
き
に
致
し
ま
し
て
結
論
か
ら
申

し
ま
す
と
、
実
は
、
こ
の
無
限
カ
の
場
と
い
う
も
の
は
自
分
の
身
の
内
に
あ
る
魂
の
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
極
く
平

易
に
分
り
易
く
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
ん
と
申
し
ま
し
で
も
、
近
代
の
人
々
は
、
論
理
的
、
合
理
的
、
理
論
的
で
な
い
と
納
得
致
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

H

人

間
に
内
荘
す
る
無
限
カ
の
場
。
と
い
う
書
物
を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
月
十
日
発
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、

く
わ
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
会
場
の
入
り
口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
お
買
求
め
を
願
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
日
本
の
指
導
者
に
、
あ
る
い
は
識
貴
に
こ
れ
を
差
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
も
、
そ
れ
は
理
で
な
い
ん
で

す
。
い
い
話
を
聞
き
、
い
い
本
を
読
ま
し
て
も
ら
っ
て
、
た
だ
で
は
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
代
価
が
い
り

ま
す
。
日
本
の
道
と
い
う
も
の
は
、
厳
し
い
道
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
い
い
話
を
聞
い
て
手
を
叩
い
て
喜
ん
だ
ら
、
そ
れ
だ

け
の
い
わ
ゆ
る
理
と
い
う
も
の
、
い
わ
ゆ
る
何
か
お
返
し
し
な
き
ゃ
あ
な
ら
ん
と
い
う
の
が
建
前
で
あ
り
ま
す
。
現
代
人

は
で
す
ね
、
今
の
時
代
は
も
ら
い
っ
ぱ
な
し
で
あ
り
ま
す
。
同
い
話
を
聞
い
た
と
、
よ
か
っ
た
と
、
そ
れ
丈
で
す
ね
。
そ

れ
で
は
身
に
付
き
ま
せ
ん
。
い
い
話
を
聞
い
た
の
な
ら
、
そ
れ
丈
の
事
を
天
に
お
返
し
す
る
と
、
神
に
返
す
と
い
う
気
持

が
な
か
っ
た
ら
身
に
つ
い
て
参
り
ま
せ
ん
で
す
。

昨
年
の
九
月
二
十
六
日
に
、
同
じ
様
な
講
演
会
を
武
道
館
で
い
た
し
ま
し
た
。
一
万
数
千
人
の
方
が
入
り
ま
し
た
。
そ

れ
だ
け
の
方
に
お
い
で
願
う
為
に
は
私
共
の
東
京
に
お
け
る
道
友
と
申
し
ま
し
て
、
三
百
人
足
ら
ず
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
方
々
が
で
す
ね
、
千
円
の
券
を
持
っ
て
何
ヶ
月
聞
か
頭
を
下
げ
て
、
そ
し
て
お
買
求
め
願
う
と
、
こ
う
い
う
風

に
下
座
を
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
名
古
屋
講
演
会
、
又
大
阪
講
演
会
の
分
を
合
せ
て
二
万
枚
の
券
を
買
っ
て
い
た
だ
き
、

そ
の
売
上
金
二
千
万
円
と
い
う
金
額
を
そ
の
ま
冶
伊
勢
神
宮
に
奉
納
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
要
す
る
経
費
は
約
五
百
四
、

五
十
万
円
か
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
に
お
き
ま
し
て
全
部
負
担
致
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
、

今
の
世
の
中
は
、
ど
ん
な
チ
ャ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ー
の
よ
う
な
慈
善
運
動
に
致
し
ま
し
で
も
、
全
部
経
費
を
差
引
き
ま
す
。
し

か
も
主
催
、
協
力
し
た
人
々
の
飲
み
食
い
し
た
費
用
ま
で
差
引
い
て
、
そ
し
て
純
益
を
奉
納
す
る
と
い
う
の
が
建
前
で
す
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ね
。
こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
誤
り
を
世
間
で
は
普
通
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
私
は
非
常
な
公
憤
を
感
じ
て
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
自
分
達
が
汗
水
流
し
て
且
つ
費
用
は
自
前
で
、
集
ま
っ

た
お
金
は
全
部
寄
付
す
る
と
い
う
こ
と
が
本
筋
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
中
に
は
何
割
か
を
会
の
費
用
と
し
て
ピ
ン
ハ
ネ
を
す

る
と
い
う
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
一
体
何
を
し
て
い
る
の
か
と
、
美
名
の
も
と
に
私
腹
を
肥
や
し
て

い
る
と
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
あ
り
方
で
は
、
日
本
の
社
会
は
良
く
な
り
ま
せ
ん
で
す
。
だ

か
ら
そ
れ
を
改
め
た
い
グ
と
云
う
こ
と
が
私
の
一
つ
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
。
故
に
そ
う
い
う
欠
陥
の
中
に
身
を
投
じ
た

と
い
う
こ
と
が
今
回
、
京
都
の
こ
の
講
演
会
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

手
を
措
い
て
い
ら
れ
な
い

後
程
会
計
報
告
を
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
国
際
会
議
場
、
は
千
八
百
人
の
定
員
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
二
千
枚
の

切
符
を
発
行
致
し
ま
し
た
、
今
日
ま
で
に
全
部
売
り
切
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
約
半
数
の
人
が
こ
こ
に
今
日
お
出
で
の
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
二
百
万
円
の
目
録
を
伊
勢
神
宮
司
磨
に
献
納
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
経
費
は
百
二
、

三
十
万
円
か
か
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
負
担
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

こ
れ
が
本
当
な
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
改
ま
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
日
本
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。

今
日
の
社
会
状
勢
を
見
ま
し
て
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、
そ
の
他
色
々
な
問
題
を
見
て
憂
え
る
人
は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い

ま
す
し
、
又
、
色
々
論
難
す
る
人
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
手
を
挟

い
て
見
て
お
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
グ
だ
か
ら
お
互
い
お
互
い

に
出
来
る
こ
と
は
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
私
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
や
っ
て
き
た
ん
だ
と
、
で
あ

る
が
故
に
健
康
で
長
生
き
を
し
た
ん
だ
と
、
晩
年
に
於
い
て
も
非
常
に
幸
福
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
過
去
に
於
い
て

そ
う
い
、
予
苦
労
の
道
を
通
っ
て
き
た
お
蔭
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
の
道
は
私
共
夫
妻
が
一
つ
の
雛
型
と
な
り
ま
し
て
世
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の
中
に
下
座
を
し
て
い
こ
う
、
苦
労
を
喜
ん
で
い
こ
う
と
い
う
道
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
的
共
産
主
義
、
民
主

主
義
な
ん
で
あ
り
ま
す
。

主
義
、

思
想
以
上
の
も
の

今
日
の
学
者
は
民
主
主
義
、
共
産
主
義
と
云
っ
た
思
想
や
主
義
で
は
も
う
社
会
は
助
か
ら
な
い
、
本
当
の
救
い
が
な
い

ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
参
り
ま
し
た
。
主
義
以
上
の
高
い
次
元
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
又
、
思
想

以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
哲
学
で
も
、
宗
教
で
も
科

学
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
単
な
る
倫
理
道
徳
を
説
く
の
で
も
ご
ぎ
い
ま
せ
ん
。
お
互
い
お
互
い
が
社
会
的
欠
陥
を
見
出
し

た
ら
、
そ
の
中
に
自
分
が
飛
び
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
し
た
時
に
は
主
義
な
ん
か
必
要
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
立
派
な
日
本
が
築
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
来
の
日
本
民
族
の
あ
り
方
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
あ
り
方
は
、
人
聞
の
知
性
で
は
で
き
ま
せ
ん
で
す
。
何
故
で
き
な
い
か
を
申
し
ま
す
。

- 40 

知
性
は
自
己
防
衛
の
武
器
に
ひ
と
し
い

人
聞
の
知
性
、
心
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
知
性
と
い
う
も
の
は
自
己

防
衛
の
武
器
で
あ
り
ま
す
。
大
自
然
を
眺
め
ま
す
と
、
地
球
上
に
生
を
受
け
て
居
り
ま
す
一
切
の
生
物
は
、
自
然
が
自
己

を
守
る
と
こ
ろ
の
武
器
を
持
た
し
て
あ
り
ま
す
。
野
に
咲
く
花
に
近
よ
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
同
じ
色
を
し
た
昆
虫

が
棲
息
し
て
お
り
ま
す
、
保
護
色
で
あ
り
ま
す
。
自
己
を
守
る
武
器
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
自
然
が
与
え

て
お
る
わ
け
で
す
。
山
野
に
棲
む
動
物
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
牙
と
か
爪
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
持
た
し
て
あ
り

そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
応
じ
た
力
を
持
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
自
己
防
衛
の
武
器
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
人
聞
を

ま
す
。



含
め
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
地
球
上
の
生
物
に
対
し
て
大
自
然
は
自
己
を
守
る
武
器
と
い
う
も
の
を
必
ず
持
た
し
て
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

人
間
に
於
い
て
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
人
聞
の
心
、
知
性
で
あ
り
ま
す
。
知
性
が
自
己
を
守
る
武
器
な
ん
で
あ
り
ま

す
。
人
類
は
栄
々
と
知
性
を
磨
き
、
知
性
を
駆
使
し
て
文
明
を
き
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。
今
日
の
物
質
科
学
文
明
は
す
な

わ
ち
知
性
文
明
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
知
性
は
非
常
に
高
度
に
成
長
し
ま
し
た
。
経
済
成
長
を
含
め
ま
し
て
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
又
今
や
こ
の
ま
ま
で
は
人
類
が
危
機
に
頻
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
時
代
を
も
ち

き
た
ら
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

科
学
は
、
一
切
の
物
質
と
い
う
も
の
の
究
極
の
存
在
を
、
原
子
核
を
発
見
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
日
の
科
学
文
明
の

高
度
の
飛
躍
の
原
因
で
あ
り
ま
す
。
物
質
の
究
極
的
存
夜
は
原
子
核
グ
そ
の
原
子
核
は
一
体
ど
う
な
っ
て
る
か
と
考
え
ま

す
と
、
そ
れ
が
結
局
戦
争
の
武
器
、
悪
魔
の
武
器
と
化
し
ま
し
た
ね
。
そ
れ
を
よ
り
遠
く
、
よ
り
早
く
飛
ば
せ
る
為
に
蝉

道
弾
を
作
り
或
い
は
又
ミ
サ
イ
ル
を
作
り
、
む
し
ろ
我
々
の
真
の
文
化
に
役
立
つ
と
い
う
よ
り
も
各
国
と
も
力
の
優
位
を

求
め
て
浮
身
を
や
っ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
幻
年
間
人
類
は
悲
願
で
あ
る
平
和
を
各
国
論
じ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
現
実
は
そ
う
は
な
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
、

何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
聞
の

Y
知
性
々
に
よ
る
一
つ
の
平
和
論
争
で
あ
り
ま
す
が
故
に
、
結
局
、
利
己
的
な
も
の
に
な
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る
ん
で
あ
り
ま
す
。

せ
っ
か
く
人
聞
の
知
性
に
よ
っ
て
物
質
の
究
極
を
、
原
子
核
を
発
見
致
し
ま
し
て
、
そ
の
原
子
核
が
今
日
悪
魔
の
武
器

と
化
し
て
お
る
と
い
う
こ
の
現
実
は
、
人
聞
の
知
性
、
心
に
於
い
て
は
、
世
界
平
和
は
来
な
い
と
言
う
事
実
を
証
明
し
て

お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
一
体
何
に
よ
っ
て
世
界
平
和
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
真
険
に
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
時
が
参
っ
て
お
り
ま
す
。

原
子
、
い
わ
ゆ
る
物
の
世
界
と
は
別
に

η

見
え
な
い
世
界
u

が
あ
り
ま
す
。
目
に
見
え
な
い
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
な

い
世
界
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
分
野
と
言
っ
て
良
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
科
学
的
計
量
に
か
か
ら
な



い
分
野
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
分
野
の
、

人
類
の
未
来
は
期
待
出
来
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
違
っ
た
世
界
の
究
極
的
存
在
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は

原

点

カ、

え

る

近
頃
巷
に
お
き
ま
し
て
は
、
原
点
と
い
う
こ
と
、
原
点
に
帰
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
原
点
に
帰
る
と
い
う
こ

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

人
間
お
互
い
お
互
い
を
省
み
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
原
点
に
帰
る
べ
き
時
が
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
又
、
人

聞
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
原
点
を
知
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
宇
宙
は
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
い
う
原
点
を
知
ら
な
き

ゃ
な
ら
ん
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
原
点
と
い
う
言
葉
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
変
っ
た
話
で
あ
り
ま
す
が
、
数
日
前
に
私
、
テ
レ
ビ
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
美
容
に
つ
い
て
の
番
組
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。
男
も
女
も
、
今
年
は
お
化
粧
が
変
っ
て
き
た
と
、
そ
れ
は
原
点
に
帰
ら
な
き
ゃ
い
か
ん
の
だ
と
、
日
本
人

が
日
本
人
ら
し
い
お
化
粧
を
す
る
よ
う
に
、
今
年
の
流
行
は
変
っ
て
き
た
と
、
そ
の
テ
レ
ビ
で
云
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ぺ

に
を
鼻
と
か
頬
と
か
、
顔
の
一
番
で
つ
ば
っ
た
所
に
つ
け
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
つ
/
¥
手
で
ひ
ろ
げ
て
赤
い
色
を
出
す
ん

で
す
ね
、
そ
れ
を
原
点
に
帰
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
時
代
が
変
っ
て
き
た
も
ん
だ
と
ピ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
が
、
何
と
な

く
、
今
の
こ
の
社
会
状
勢
を
見
ま
し
て
こ
れ
じ
ゃ
ど
う
も
な
ら
ん
の
だ
と
、
何
か
し
ら
本
当
の
日
本
人
に
帰
ら
な
き
ゃ
な

ら
ん
と
い
う
気
が
し
て
き
で
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
が
、
私
が
由
・
し
ま
す
の
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
原
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
民
族
で
も
或
い
は
西
洋
民
族
に
致
し
ま
し
で
も

H

原
点
に
帰
る
H

と
い
う
時
代
が
来
た
の
で
す
ね
。
何
故
原
点
に

帰
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
か
と
申
し
ま
す
と
、
人
類
の
歴
史
は
数
十
万
年
と
い
う
歴
史
を
へ
み
し
て
お
り
ま
す
。
何
に
も
な
い

所
か
ら
、
地
球
上
に
於
い
て
他
の
生
物
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
人
聞
は
そ
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
で
き
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
無
限
か
ら
で
き
た
と
、
こ
う
い
う
風
に
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
原
点
で
あ
り
ま
す
。
我
々
人
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聞
の
原
点
、
木
の
股
か
ら
生
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
両
性
、
夫
婦
と
い
う
も
の
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ

れ
が
繁
殖
し
た
、
人
聞
の
人
口
が
ふ
え
た
も
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
原
点
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
恕
像
を
絶
す
る
世
界

で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
し
何
か
し
ら
想
像
は
で
き
る
と
忠
い
ま
す
。
何
も
な
か
っ
た
無
の
世
界
か
ら
ポ
ソ
ン
と
で
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
遠
心
的
に
進
歩
発
展
を
と
げ
て
参
り
ま
し
て
二
十
世
紀
の
今
日
、
現
時
点
に
来
た
の
で

あ
り
ま
す
。
原
点
の
真
下
に
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
類
の
厳
し
い
困
苦
欠
乏
と
申
し
ま
す
か
、
盤
恨
錯
節
の
長

い
/
L、
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。
有
史
以
前
が
あ
り
ま
す
し
、
有
史
以
来
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
何
十
万
年
と
い
う
歴
史

を
経
ま
し
て
、
二
十
世
紀
は
、
進
歩
、
発
展
の
極
に
達
し
た
ん
で
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
遠
心
的
に
進
歩
発
展
を
遂
げ
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
上
進
歩
発
展
を
続
け
た
ら
一
体
ど
う
な
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
奈
落
へ
落
ち
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
こ
こ
ま
で
き
た
ん
だ
か
ら
、
原
点
に
帰
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
本
当
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
今
度
は
求

心
的
に
、
人
閉
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
機
が
参
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
が
故
に
、
今
日
は
、
い
わ
ゆ
る
神
と
い
い
ま
す
か
、
普
通
の
宗
教
教
団
の
言
う
神
じ
ゃ
あ
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
造
り
主
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
究
極
の
も
の
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
い
わ
ゆ
る
天
と
申
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、

生
ま
れ
た
所
の
天
か
ら
最
も
人
類
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
時
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
神
の
救
い
か
ら
全
部
離
れ
た
今
日

で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
す
が
故
に
ど
ん
な
に
宗
教
が
擁
ん
で
あ
っ
て
も
、
人
類
の
救
い
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
離
れ
て
い
る
ん
で
す
か

ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
我
々
は
お
互
い
/
L
¥
に
求
心
的
に
人
間
そ
れ
ぞ
れ
自
己
完
成
を
し
て
、
そ
し
て
原
点
に
帰

ら
ね
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
原
点
に
帰
る
に
は
、
頑
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
人
聞
の
知
性
と
い
う
も
の
は
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
様
に
、

自
己
防
衛
の
武
器
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
究
極
的
に
は
ど
ん
な
に
お
偉
い
立
派
な
方
で
あ
り
ま
し
で
も
、
自
分
が
ギ

リ
/
¥
の
所
に
な
り
ま
す
と
結
局
自
己
を
防
衛
す
る
と
い
う
の
が
心
の
本
質
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
戦
後
二
十
数
年
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そ
れ
ぞ
れ
、
世
界
の
優
れ
た
政
治
家
が
、
国
連
の
舞
台
に
於
い
て
、
平
和
を
論
じ
て
お
り
ま
す

一
向
に
ラ
チ
が
あ
か
な
い
と
、
あ
か
な
い
ど
こ
ろ
か
益
々
危
機
感
を
増
大
し
て
る
と
い
う
事
は
、
知
性
で
考

え
て
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
ダ
メ
で
あ
り
ま
す
。

た
ち
ま
し
だ
け
れ
ど
も
、

け
れ
ど
も
、

人

間

の

価

値

で
は
真
の
救
い
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
き
っ
き
申
し
ま
し
た
所
の
、
内
身
の
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
無
限
力
の
場
、

魂
を
磨
く
以
外
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
の
魂
を
磨
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
、
そ
れ
を
私
共
で
は
、
羽
曳
野
に
あ
る

η
新
し
い
道
の
場
。
に
お
お
い
て
連
日
連
夜

に
わ
た
っ
て
、
私
の
方
に
縁
の
あ
る
道
友
の
方
々
は
、
そ
れ
に
集
中
し
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
価
値
と
い
う
も
の
の
転
換
で
あ
り
ま
す
。

一
体
価
値
を
何
に
量
一
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
人
間
尊
重
と
い
う
言
葉
が
、
流
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
人
聞

の
何
を
尊
重
す
る
か
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。

- 44ー

人
聞
の
知
性
を
尊
重
し
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
。
進
歩
発
展
を
遂
げ
て
も
、
奈
落
の
底
に
落
ち
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

人
間
肉
体
を
尊
重
し
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
健
康
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
第
一
義
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。人

間
を
生
か
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
、
根
本
的
な
も
の
に
価
値
を
求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
人
間
尊
重
は
結

構
だ
け
れ
ど
も
、
人
聞
の
何
を
尊
重
す
る
か
と
、
人
聞
の
価
値
観
で
あ
り
ま
す
ね
。
凡
そ
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
す
。

肉
体
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
す
。
肉
体
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
霊
性
的
な
中
す
い
に
位
す
る
と
こ
ろ
の
、

つ
ま
り
霊
性
的
な
中
す
い
の
核
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
霊
、
核
、
即
ち
魂
に
、
絶
対
の
価
値
を
、
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
代
が
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
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人
間
性
回
復
と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
云
っ
て
お
り
ま
す
が
、

と
を
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
で
す
。
頭
で
も
の
を
考
え
た
こ
と
、

人
聞
の
魂
か
ら
云
え
ば
次
元
の
底
い
も
ん
で
あ
り
ま
す
。

人
間
性
回
復
と
は
何
か
と
、
人
間
性
と
は
何
か
と
い
う
こ

あ
る
い
は
肉
体
、
人
聞
の
脳
細
胞
な
ん
で
い
う
も
の
は
、

魂
を
主
体
性
と
す
る
民
族

物
質
の
世
界
に
於
け
る
原
子
核
と
い
う
な
れ
ば
、
霊
一
の
世
界
に
お
け
る
原
子
核
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
魂
な
ん
で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
が
あ
る
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
と
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
ん
だ
と
、

本
当
の
本
当
の
自
分
と
い
う
も
の
は
魂
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
認
め
得
ず
し
て
上
っ
皮
の
自
分
が
本
当
だ
と
思
っ
て

い
る
。
こ
れ
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、

こ
の
事
を
過
去
に
お
き
ま
し
て
は
日
本
人
は
祉
と
申
し
ま
し
た
。
本
来
、
批
の
民
族
で
あ
り
ま
す
。
腹
の
民
族
と
は
、

魂
を
主
体
性
と
し
て
い
く
民
族
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
段
々
/
¥
西
洋
イ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
参
り
ま
し
て
、
こ
と
に
、
物

質
科
学
文
明
に
余
り
に
日
本
が
傾
き
過
ぎ
て
以
来
止
ま
る
所
を
知
ら
な
い
混
乱
の
連
鎖
が
社
会
を
圧
し
て
参
り
ま
し
た
。

今
日
の
教
育
と
い
う
も
の
は
、
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
幼
稚
園
か
ら
大
学
に
致
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
知
識
偏
重
、
脳
細

胞
の
働
く
知
脳
偏
重
に
陥
入
り
し
ま
し
て
、
本
当
の
人
間
形
成
と
い
う
方
向
か
ら
は
脱
落
し
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
か
ら
今
ま
で
の
学
校
制
度
を
改
革
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仲
々
容
易
じ
ゃ
あ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、

急
な
改
革
が
必
要
と
申
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
知
性
を
伸
ば
し
て
い
く
事
も
必
要
な
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ひ

と
ま
ず
こ
う
い
う
段
階
に
止
め
と
い
て
、
我
々
は
自
分
を
作
る
と
い
う
教
育
を
し
な
き
ゃ
あ
な
ら
な
い
。
魂
を
練
成
し
て
、

磨
い
て
い
く
と
い
う
教
育
を
し
な
き
ゃ
あ
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
哲
学
的
に
自
然
科
学
的
に
、
宗
教
的
に
こ
の
高
い
次

元
の
存
荘
を
明
確
に
、
そ
れ
を
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
仲
々
そ
う
成
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
事
が
分
っ
た
と
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い
う
こ
と
は
、
頭
、
知
恵
で
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
知
恵
で
分
っ
た
事
丈
で
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
で
す
。
だ
か

ら
そ
れ
を
実
践
す
る
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
、
そ
の
原
理
に
向
か
っ
て
実
践
す
る
。
ニ
ク
ソ
ン
が
身
の
内
の
天
使
の
声

に
耳
を
傾
け
よ
と
い
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
た
ら
傾
け
ら
れ
る
か
と
い
う
、
こ
の
行
い
が
肝
心
な
の
で
す
。
そ
の
行
い
は
、

自
分
を
無
に
し
て
い
く
、
欲
を
捨
て
切
る
と
い
う
生
活
の
中
に
お
い
て
、
始
め
て
、
魂
が
聞
け
て
く
る
ん
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
上
人
は
、
不
惜
身
命
と
申
し
ま
し
て
、
一
切
自
分
が
な
か
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
無
で
あ
っ
た
、
そ
う
い

う
生
活
の
生
涯
を
通
し
た
大
宗
教
家
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
す
?
今
日
の
人
々
は
。
日
蓮
の
言
葉
丈
学
ん
で
本
体
を
喪
失

し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
は
原
点
に
帰
ろ
う
じ
ゃ
あ
な
い
か
と
、
日
本
民
族
は
、
そ
う
い
う
独
自
性
を
持
っ

て
い
る
、
こ
と
に
日
本
民
族
は
、
魂
の
独
自
性
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
魂
の
独
自
性
を
古
人
は

H

大
和
魂
々
と
名
づ

け
た
ん
で
あ
り
ま
す
。

大
和
魂
と
は
軍
国
主
義
に
つ
な
が
る
と
思
う
の
は
、
大
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。

大
和
魂
と
は
、
い
や
さ
か
と
い
う
万
葉
時
代
の
こ
と
ば
と
、
現
花
使
っ
て
い
る
ま
と
ま
る
と
い
う
こ
つ
の
こ
と
ば
を
一

つ
に
結
ん
だ
意
義
で
、
即
ち
、
い
や
さ
か
、
ま
と
ま
る
|
い
や
ま
と
ー
や
ま
と
(
大
和
)
で
あ
る
。

共
産
主
義
と
か
民
主
主
義
と
い
う
よ
う
な
、
思
想
を
超
え
て
き
か
え
て
、
ま
と
ま
る
と
い
う
、
そ
の
も
の
ズ
パ
リ
で
あ

る
。
こ
の
主
義
以
上
の
高
い
次
元
こ
れ
が
大
和
民
族
伝
統
の
優
れ
た
持
味
で
あ
り
ま
す
。
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腹

首E

開

発

最
後
に
、
こ
の
本
(
腹
能
大
学
)
の
序
文
を
読
ん
で
、
講
演
の
ま
と
ま
り
と
い
た
し
ま
す
。

『
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
就
任
の
当
時
ア
メ
リ
カ
国
民
に
向
っ
て
壇
上
か
ら
警
告
し
て
い
る
。
そ
の
警
告
は
か
な

り
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
内
容
で
、
当
時
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
を
賑
わ
し
た
が
、
日
本
の
新
聞
に
は
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

。



要
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
物
が
盟
か
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
精
神
的
に
荒
ん
で
い
る
。
美
事
な
正
確
さ
を
も
っ
て
月
に
勇

士
た
ち
を
送
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
こ
の
地
上
で
は
ひ
ど
い
騒
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
平
和
を
欲
し
な
が
ら
闘
争
に
捉
わ
れ

て
い
る
。
統
一
を
欲
し
な
が
ら
分
裂
に
乱
き
れ
て
い
る
。
充
足
を
欲
し
な
が
ら
い
づ
れ
を
見
て
も
空
し
い
生
活
で
あ
る
。

為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
に
臨
み
な
が
ら
、
こ
れ
を
果
し
て
く
れ
る
他
人
の
手
を
待
っ
て
い
る
。
こ
の
精
神
の
危
機
に
当

つ
て
は
、
精
神
の
応
答
を
要
す
る
。
こ
の
応
答
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
専
ら
内
観
を
要
す

る
。
〈
叶
。
ご
コ

ι
与
伊
丹
胆
コ

2
2
円
君
。
ロ

2
ι
o
三『

-oor
耳
目

H
Eコ
O
己

2
0
]〈
2

〉

そ
の
こ
と
に
気
付
こ
う
と
気
付
く
ま
い
と
、
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
'
る

H

天
使
。
た
ち
の
声
に
耳

わ
れ
わ
れ
が
生
来
、

を
傾
け
て
み
よ
う
己

こ
の
ニ
ク
ソ
ン
の
一
言
葉
を
裏
返
し
に
し
て
考
え
る
と
、
現
代
の
物
質
科
学
文
明
《
人
間
知
性
の
高
度
成
長
に
も
と
づ
く
》

に
大
き
な
ひ
ず
み
が
生
じ
た
。
放
に
、
知
性
《
心
》
よ
り
も
高
い
次
元
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
知
性
よ
り

優
れ
た
高
い
次
元
と
は
何
か
?
こ
れ
に
答
え
て

η

天
使
の
声
u

と
云
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
、
果
し
て
こ
の
声
を
聴
き
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
聴
き
得
た
と
す
れ
ば
、
日
本
お
よ

び
諸
外
国
に
甚
大
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
ド
ル
防
衛
政
策
、
ま
た
、
今
回
《
一
九
七
一
年
十
一
月
七
日
》
の
ア
リ
ユ
|
シ

ャ
ン
列
島
に
お
け
る
地
下
核
実
験
な
ど
は
為
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

惜
む
ら
く
は
、
ニ
ク
ソ
ン
哲
学
は
不
発
に
お
わ
り
、
単
な
る
観
念
論
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
ど
ん
な
に
立
派
な

理
論
で
も
、
観
念
論
で
は
今
日
以
降
の
新
し
い
世
紀
を
聞
く
力
と
は
な
ら
な
い
o

n

天
使
の
声
u

そ
の
も
の
を
聴
き
、
そ

れ
を
行
ず
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
意
味
で
、
知
性
文
明
は
す
で
に
限
界
を
示
し
て
い
る
。
交
通
戦
争
、
諸
種
の
公
害
問
題
或
は
ゴ
ミ
戦
争

l
何
れ

を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
、
人
聞
の
知
性
、
い
わ
ゆ
る
資
本
や
技
術
に
よ
っ
て
根
本
的
解
決
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
人
類
は
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
恐
る
べ
き
時
代
を
ど
う
し
て
持
ち
来
た
ら
し
め
た
か
?
成
っ
て
来
る
に
は
成
っ
て
来
る
原
因
の
世
界
が

あ
る
。
い
ま
、
人
類
は
成
っ
て
来
た
結
果
《
現
象
》
の
世
界
に
於
て
狼
狽
し
乱
舞
し
て
い
る
。
原
因
の
世
界
を
矯
正
す
る

こ
と
な
く
し
て
は
、
好
ま
し
い
結
果
の
世
界
は
成
っ
て
来
な
い
。
原
因
と
結
果
は
大
自
然
と
人
聞
の
関
連
に
よ
っ
て
生
じ

る

二
十
世
紀
の
人
類
は
、
物
質
科
学
文
明
の
進
歩
の
も
と
に
、
自
然
を
破
壊
し
、
自
然
に
反
逆
を
つ
づ
け
て
来
た
。
こ
の

秋
に
お
い
て
天
の
審
判
が
降
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
気
づ
い
た
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
「
天
使
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
」
と
、
警
告
し
た
の
は
ま
こ
と
に
賢
明
で
あ
る
o

w
天
使
の
声
。
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
聞
の
腹
部
の
中
枢
に
位
し
た
、
形
而
上
的
存
布
の
霊
性
へ
そ
に
外
な
ら
な
い
。
日
本

で
は
こ
れ
を
古
来
か
ら

n
駐
づ
く
り
。
ま
た
、
H

大
和
魂
4

と
云
っ
た
。
こ
の
祉
な
る
大
和
魂
は
日
本
民
族
の
最
も
優
れ
た

伝
統
的
持
味
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
の
日
本
人
は
、
こ
の

n
魂
。
を
認
め
ず
、
頭
で
っ
か
ち
の
批
な
し
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

も
と
/
¥
霊
・
魂
と
云
う
も
の
は
、
自
分
の
身
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
て
も
、
自
分
の
意
識
、
感
覚
に
映
じ
る
も
の
で

ま
た
、
ど
ん
な
に
自
然
科
学
が
進
歩
し
て
も
、
知
性
に
よ
っ
て
は
絶
対
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
地
上
最
高
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は
な
い
。

次
元
の
場
で
あ
る
。

こ
の
絶
対
の
場
を
発
見
し
、
把
握
す
る
た
め
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
悟
り
学
ぴ
、
且
つ
行
じ
、
も
っ
て
魂
の
錬
成
〈
腹

能
開
発
〉
に
よ
り
、
は
じ
め
て
感
得
さ
れ
、
お
の
ず
と
身
の
う
ち
か
ら
無
限
力
が
湧
き
い
づ
る
の
で
あ
る
。
』

|
|
|
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ド
よ
り
抄
|
|



皇
国
の
支
柱
た
ら
ん

「
新
し
い
道
」

ー

l
京
都
大
講
演
会
に
思
う

退

耕

庵

'つ

ど

う

昨
年
の
六
月
京
都
の
東
福
寺
退
耕
庵
で

天
村
先
生
の
御
配
慮
に
よ
っ
て
第
一
回
の
京

都
講
演
会
準
備
委
員
会
を
催
し
た
時
に
私
は

京
都
大
会
は
必
ず
成
功
す
る
と
予
測
し
た
の
で

「
あ
き
」
に
書
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
は

そ
の
集
会
が
天
の
時
を
得
、
地
の
利
を
得
、

人
の
和
を
得
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

上
、
万
事
設
営
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
い
た
森
田

公
平
医
学
博
士
は
、
三
枚
君
の
叔
父
君
で
も
あ

斉

藤

郎

長

太

る
が
京
都
の
明
治
維
新
顕
彰
会
の
会
長
で
あ

り
、
山
口
県
を
は
じ
め
高
知
薩
摩
の
功
業
の

臣
を
永
遠
に
表
彰
し
て
居
ら
れ
る
か
ら
で
も

あ
る
。会

場
に
か
り
た
部
屋
が
戊
辰
殿
。
茶
席
が

石
間
三
成
と
安
国
寺
恵
理
和
尚
の
関
ヶ
原
合
戦

密
議
の
場
所
。
ぉ
待
合
が
口
問
川
弥
二
郎
の
始

終
出
入
し
た
燥
芋
の
間
|
|
つ
ま
り
明
治
親
政

の
夜
明
け
の
た
め
の
工
作
に
寧
日
も
な
か
っ
た

の
で
焼
芋
を
懐
に
い
れ
て
討
議
し
た
と
い

う
因
縁
つ
き
の
部
屋
、
晋
作
ゃ
、
龍
馬
や
、
吉

之
助
や
、
象
二
郎
や
、
小
五
郎
の
顔
が
初
御
と

し
て
い
る
。
篤
い
た
こ
と
に
は
奥
ま
っ
て
い

た
の
で
誰
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
一
間
床
に

米
国
へ
密
行
せ
ん
と
す
る
直
前
の
松
陰
吉
田
寅

次
郎
先
生
の
瓢
爽
た
る
英
姿
の
「
ブ
ロ
ン
ズ

」
像
が
安
置
し
て
あ
っ
た
。
香
煙
が
静
か
に
た

ち
の
ぼ
っ
て
い
た
。

こ
の
雰
囲
気
を
み
て
私
は
思
っ
た
。
天
時

人
の
三
要
素
の
他
に
こ
れ
を
も
り
あ
げ
て
く

れ
る
律
動
が
あ
る
温
み
が
あ
る
、
催
促
が
あ

る
、
と
思
っ
hJγ

の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
来
春
の

大
会
は
困
難
で
は
あ
ろ
う
が
成
功
す
る
と
思

っ
た
。
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白

鳥

カず

ヲ

舞

第
二
回
の
準
備
委
員
会
を
も
天
村
先
生
の

お
仕
ま
わ
し
で
無
事
終
了
し
て
、
愈
々
迎
、
え
た

の
が
今
回
の
大
講
演
会
で
あ
る
。

松
も
と
れ
た
十
六
日
、
洛
北
の
空
は
急
に

冷
え
て
き
た
。
叡
山
か
ら
吹
き
お
ろ
す
風
は

雪
を
含
ん
で
冷
た
い
。
し
か
し
昨
日
に
う
っ
て

か
わ
っ
て
の
快
晴
で
あ
る
。
無
籍
者
の
白
烏
が

天
に
捌
い
て
宝
池
に
浮
ん
だ
の
も
さ
な
が
ら



羽
曳
野
白
鳥
町
か
ら
の
神
の
お
つ
か
い
か
と

も
思
わ
れ
て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。

大
会
の
経
過
は
、
東
福
寺
の
会
合
で
天
か
ら

黙
示
を
、
つ
け
た
通
り
、
す
べ
て
に
革
新
的
な

空
気
が
渦
巻
い
て
い
た
。
新
し
い
道
、
ま
さ
に

進
展
の
好
機
で
あ
る
。

宋
の
(
近
代
宋
で
は
な
く
て
)
蘭
陵
王
の
勝

ち
戦
を
か
た
ど
っ
た
雅
舞
楽
か
ら
お
川
問
グ

ロ
ロ
|
グ
は
始
っ
た
。
奉
仕
す
る
石
霞
城

氏
は
、
今
年
度
こ
の
雅
舞
楽
に
よ
っ
て
、
京

都
文
化
賞
を
う
け
ら
れ
た
ば
か
り
、
ち
な
み
に

石

氏

の

弟

君

が

今

春

そ

の

舞

楽

を

ひ

っ

さ

げ

て

モ

ス

コ

l
へ
旅
立
た
れ
る
と
本
日
新
聞

は
報
じ
た
。
説
明
を
し
た
の
は
私
の
友
人
清

じ
じ
ゅ
う

水
の
地
主
神
社
宮
司
中
川
平
君
で
あ
る
。
君
は

ま
た
京
都
戎
神
社
の
権
宮
司
を
か
ね
て
い
て
京

都
市
民
に
お
正
月
の
戎
ま
い
り
で
人
気
が
あ
る
。

佐
藤
博
士
の
名
司
会
を
誘
い
出
す
か
の
よ
う

な
三
枝
君
の
プ
レ
リ
コ
メ
ン
デ

l
シ
ヨ
ン
|
|

彼
女
は
、
今
回
の
京
都
募
金
を
、
自
ら
な
し
と

げ
た
矢
先
な
の
で
鼻
息
は
あ
ら
い
。

迫
水
先
生
は
こ
ん
な
愉
快
な
講
演
は
今
ま

で
に
な
か
っ
た
と
上
々
の
御
気
嫌
、
き
も
あ
り

な
ん
、
国
会
に
居
ら
れ
る
時
間
よ
り
も
永
〈
終

始
席
に
つ
い
て
居
ら
れ
た
。

松
木
天
村
先
生
の
御
講
演
は
従
来
に
な
い
高

い
調
子
を
そ
な
え
た
立
派
な
立
党
宣
言
で
あ
っ

た
と
私
は
思
っ
た
。

こ
れ
は
、
天
村
先
生
が
、
原
点
に
立
ち
帰
ら

れ
て
そ
の
上
に
た
っ
た
立
論
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

霊

魂

の

存

在

今
や
、
文
芸
思
潮
界
、
宗
教
界
、
哲
学
思
想

界
は
、
人
聞
の
行
動
の
深
層
を
刻
り
出
そ
う

と
し
て
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
だ
そ

れ

を

勝

能

(
Z
S
己

2
宮
市
日
々
)
と
は
言
い
き

れ
な
い
。
誤
れ
る
智
識
の
虚
飾
が
、
そ
う
さ
せ

る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
科
学
で
は
倍

り
の
力
を
、
脳
髄
の
調
和
の
と
れ
た
作
用
で
あ

る
と
し
て
、
前
頭
葉
(
大
脳
皮
質
の
後
期
発
生

の
部
分
|
|
い
わ
ゆ
る
前
頭
の
お
で
こ
)
と
、

小
脳
(
生
れ
な
が
ら
の
脳
で
主
と
し
て
欲
望
を

つ
か
さ
ど
る
)
と
の
中
間
に
あ
る
問
脳
を
坐
禅

に
よ
っ
て
刺
激
す
る
と
無
念
無
想
の
境
地
に
至

れ
る
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
q

な
ぜ
そ
う
な
の

か
は
、
未
だ
に
説
明
し
得
な
い
で
い
る
。
生
長

の
家
は
、
知
識
と
欲
望
と
の
分
析
は
巧
み
に
説

明
す
る
が
、
肝
心
の
そ
れ
を
超
え
た
世
界
を
肯

定
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
「
何
か
胸
に
こ
み
あ
げ

て
く
る
あ
る
も
の
」
、
血
液
な
ら
ぬ
液
体
が
か

た
ま
っ
て
本
然
の
人
間
ら
し
く
す
る
の
だ
と
説

く
。
し
か
し
こ
れ
も
、
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
能

力
を
湧
か
し
て
し
て
く
れ
る
の
か
は
説
明
さ
れ

て
い
な
い
。
漢
方
医
学
で
も
、
人
間
の
す
べ
て

の
内
臓
機
関
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
も
の
と
し
て

J
ニ
焦
」
と
い
う
も
の
と
想
定
し
て
い
る
が
、
三

焦
と
は
何
か
と
い
う
と
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い

な
い
。
哲
学
の
世
界
で
も
、
現
代
の
哲
学
で
は
、

純
粋
の
理
性
と
か
生
命
の
流
れ
と
か
い
う
も

の
は
過
去
の
哲
学
と
な
っ
て
、
霊
肉
の
境
の
ギ

リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で
追
及
し
て
き
て
い
る

が
結
論
は
ま
だ
出
さ
な
い
。
医
学
界
で
は
、
生

命
の
淵
源
を
研
究
し
、
生
命
力
の
神
秘
さ
え
も

が
、
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
魂
と
い

う
問
題
と
な
る
と
、
こ
れ
を
心
理
学
の
部
門
に

ふ
り
か
え
て
、
や
っ
と
の
こ
と
フ
ロ
イ
ド
氏

の
い
う
よ
う
に
潜
在
意
識
論
で
満
足
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
天
村
先
生
の
仰

言
る
よ
う
に
意
識
は
あ
く
ま
で
意
識
で
あ
る
。
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肉
体
あ
っ
て
の
意
識
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
的
範

噂
を
脱
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
、

そ
の
通
り
で
あ
る
。
文
芸
の
世
界
で
は
文
芸

自
体
が
自
由
奔
放
に
構
想
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
か
ら
、
最
近
は
古
事
記
の
賛
同
恥
ひ
ら

坂
論
な
ど
も
で
て
幽
明
界
の
こ
と
を
書
く
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
学
問
で
は
な
い
の
だ

か
ら
霊
魂
の
存
在
、
本
質
の
追
究
は
、
そ
の

本
業
で
は
な
い
の
で
お
も
し
ろ
く
読
ま
せ
て
は

く
れ
る
が
、
生
理
学
者
、
心
理
学
者
、
哲
学
者

と
し
て
は
今
一
つ
あ
き
た
ら
な
い
も
の
が
あ

ヲ
告
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
魂
が
あ
る
こ
と
は
よ
く

わ
か
っ
た
。
魂
の
行
動
も
よ
く
わ
か
っ
た
。
し

か
し
魂
は
ど
こ
に
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
で
て
く

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
未
だ
不
明
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
か
、
魂
は
宇
宙
の
一
隅
に
あ
っ
て
、
人
間

の
誕
生
と
と
も
に
人
間
に
付
輿
き
れ
死
去
と

と
も
に
肉
体
を
去
っ
て
い
く
と
は
考
え
て
居

ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
人
間
の
死
と
と
も
に
去
っ
て
い
く
と

し
て
も
、
魂
は
こ
ん
な
に
非
情
な
も
の
で
は

な
い
。
魂
塊
の
字
の
示
す
と
お
り
、
も
っ
と
生

ぐ
さ
い
、
人
間
く
さ
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
で

は

魂

塊

は

な

ぜ

n
身
の
代
。
な
の
か
、
こ
の

間
題
も
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ

の
心
理
学
で
も
、
こ
れ
は
サ
イ
ケ
の
部
門
と
し

て
超
能
心
理
学
と
し
て
説
明
し
、
得
べ
か

ら
ざ
る
不
可
思
議
の
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

こ
う
い
う
時
に
あ
た
っ
て
天
村
先
生
は

は
っ
き
り
い
は
れ
た
。
そ
れ
は
騰
な
の
だ
と
。

謄
は
そ
の
残
存
し
て
い
る
騰
と
脊
髄
の
中
間
に

存
在
す
る
の
だ
と
。
騰
の
周
辺
に
神
経
の
叢
が

あ
る
の
だ
と
。
か
つ
て
の
松
木
先
生
の
勝
学
序

論
は
、
奇
抜
な
発
想
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を

う
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
騰
を
生
物

学
的
に
心
理
学
的
に
社
会
学
的
に
さ
え
も
分

析
考
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
功
績
は
、
恐
ら
く

こ
、
数
年
を
経
ず
し
て
医
学
界
の
自
然
科
学
と

し
て
の
評
価
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
新
し
い
道
は
原
点
へ
立
ち
返
っ

た
の
で
あ
る
。
腹
能
大
学
と
い
う
構
想
も
、
先

生
の
永
年
の
研
究
の
成
果
が
そ
う
い
は
し
め
た

の
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
、
大
学
に
は
上
智
大
学
、
英
知
大
学
、

麗
沢
大
学
(
こ
れ
は
易
の
卦
か
ら
と
っ
た
も
の
)

な
ど
が
あ
る
。
腹
能
大
学
(
ネ
|
パ
ル
キ
ヤ
パ

シ
チ
イ
ユ
ニ
パ
|
シ
テ
ィ
)
で
堂
々
と
通
用
す

る
世
代
に
変
り
つ
‘
あ
る
の
で
あ
る
。

天
村
先
生
の
議
演
は
、
従
っ
て
、
何
の
ケ
レ

ン
も
な
か
っ
た
。
何
の
鴎
跨
も
な
か
っ
た
。
極

め
て
自
然
法
則
に
即
し
た
講
演
内
客
で
あ
っ
た

だ
け
に
宗
教
的
な
い
や
味
は
少
し
も
感
じ
ら
れ

な
か
っ
た
。
現
に
拝
聴
し
て
い
た
京
都
産
大

の
先
生
は
学
生
に
一
度
話
し
て
や
ろ
う
と
も
言

わ
れ
た
。
私
が
担
当
し
て
い
る
女
子
学
生
も
、

当
日
参
加
し
て
、
こ
の
講
演
に
シ
ョ
ッ
ク
を
、
つ

け
た
由
を
他
の
学
友
に
話
し
て
い
た
。
そ
れ

の
み
か
、
彼
女
等
は
、
国
際
グ
ラ
フ
を
配
布
し

て
お
っ
た
。
年
若
き
男
女
に
こ
の
道
が
理
解
し

は
じ
め
ら
れ
て
こ
そ
こ
の
道
は
伸
び
る
。
こ
の

道
の
命
は
栄
え
て
行
く
の
だ
と
、
嬉
し
く
な
っ

た
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の

人

々

天
村
先
生
の
墳
上
の
態
度
も
今
ま
で
に
な
い

堂
々
た
る
も
の
で
、
時
に
は
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
、

お
ね
ば
栄
養
素
必
要
論
を
の
べ
ら
れ
た
り
、
寛

厳
よ
ろ
し
く
、
威
風
あ
た
り
を
は
ら
っ
て
い
た
。



聴
衆
は
こ
う
い
っ
て
い
た
、
「
新
し
い
道
」
に

は
迫
水
先
生
と
い
い
苑
、
王
き
ん
と
い
い
よ
く
立

派
な
方
々
が
そ
ろ
っ
た
も
ん
だ
、
大
臣
以
上
と

い
う
噂
も
と
ん
で
い
た
。

そ
こ
で
、
天
村
先
生
に
お
願
い
申
し
た
い
こ

と
一
つ
、
愈
々
先
生
は
御
自
分
の
創
造
さ
れ
た

哲
学
を
も
っ
て
新
し
い
道
の
原
点
に
立
ち
か
え

っ
て
所
信
を
表
明
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
お

話
も
従
来
の
内
容
を
お
か
え
に
な
っ
て
は
如
何

で
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
今
回

か
ら
は
「
人
間
に
内
蔵
す
る
無
限
の
カ
の
開
発

に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
自
信
に
み
ち
た
内
容
を

想
像
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば

例
話
な
ど
も
日
本
の
偉
人
の
逸
話
を
お
り
こ
ま

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
な
く
て
も
日
本
の
歴
史

に
あ
ら
わ
れ
た
英
雄
偉
人
の
伝
記
に
は
無
知
で

あ
る
青
年
が
多
い
か
ら
、
一
段
の
輝
を
示
し
て

い
く
こ
と
と
思
う
c

私
が
今
フ
ッ
と
頭
に
浮
か

ん
だ
も
の
だ
け
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と

村
上
義
光
、
佐
久
間
艇
長
、
鳥
居
強
右
衛
門
、

天
野
屋
利
兵
衛
と
大
石
。
大
石
主
税
と
母
。
大

楠
公
と
小
楠
公
、
高
山
彦
九
郎
、
坂
本
龍
馬
、

菅
原
道
真
、
鉢
の
木
物
語
、
調
伊
企
餅
、
北

条
時
宗
、
山
田
長
政
、
和
気
清
麻
呂
、
和
宮

皇
女
、
西
郷
隆
盛
、
勝
海
舟

何
れ
も
、
度
胸
と
謄
カ
で
生
き
ぬ
い
た
人
物
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

苑
主
先
生
は
ま
た
、
今
回
の
大
講
演
会
は
、

質
が
高
ま
っ
た
と
仰
言
っ
た
。
そ
の
通
り
で
あ

る
。
京
都
会
場
へ
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
お
方

は
中
正
な
思
想
を
も
っ
た
お
医
者
様
の
一
グ
ル

ー
プ
、
こ
の
中
に
は
学
生
剣
道
連
盟
の
会
長
や

ら
、
京
都
御
所
木
戸
御
免
の
お
医
者
機
や
ら
、

支
那
(
今
の
中
国
)
絵
画
史
に
か
け
て
は
世
界

で
も
一
、
二
を
争
う
お
医
者
さ
ま
、
漢
方
医
学

に
か
け
て
は
ド
イ
ツ
で
も
有
名
な
る
お
医
者
さ

ま
の
お
顔
が
そ
ろ
っ
た
し
、
弁
護
士
界
で
は
京

都
の
元
弁
護
士
会
長
や
大
阪
の
破
産
専
門
の
若

手
弁
護
士
や
ら
、
地
方
政
界
で
は
当
選
六
回
の

府
会
議
員
二
名
、
同
じ
く
六
回
の
女
性
市
会
議

員
も
お
顔
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
。

服
飾
界
で
は
、
新
装
帯
の
社
長
や
、
無
形
文
化

財
の
つ
づ
れ
染
織
の
宗
道
、
子
供
の
き
も
の
の

社
長
等
、
業
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
も
そ
ろ
っ
た
。

学
界
で
は
か
ね
て
の
ロ
ー
タ
リ
ー
の
ガ
パ
ナ
ー

で
あ
る
京
都
大
名
誉
教
授
で
支
那
経
済
史
学
の

泰
斗
、
日
本
教
師
会
の
ひ
き
い
る
教
育
学
の
教

授
、
も
と
京
都
市
教
委
の
教
職
員
の
現
場
の
局

長
さ
ん
ま
で
お
出
下
さ
っ
た
。
京
滋
中
高
学
校

長
さ
ん
は
た
く
さ
ん
顔
を
み
せ
て
居
ら
れ
た
。

京
都
の
知
事
さ
ん
が
祝
電
を
く
れ
な
か
っ
た

の
は
残
念
で
あ
っ
た
が
、
知
事
の
政
治
的
立
場

上
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
|
|
大
阪

の
黒
田
知
事
は
苑
主
先
生
と
会
っ
て
い
る
の
に

業

ほ
ん
と
に
、
よ
く
、
お
集
り
い
た
だ
き
ま
し

た
。
誌
上
を
お
か
り
し
て
心
か
ら
、
お
札
を
申

し
あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
の
好
機
を
逸
せ
ず

京
都
と
い
う
特
別
の
地
域
に
魂
の
紫
の
大
旗
を

ひ
る
が
え
し
、
さ
ら
に
日
本
の
大
黒
柱
「
新
し

い
道
」
の
精
神
の
普
及
と
徹
底
に
全
力
を
あ
げ

よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

京
都
市
へ
の
普
及
を
ど
う
す
る
か
は
、
他
日

別
稿
で
の
ぺ
る
が
、
地
方
色
と
い
う
か
、
各
県

ま
ち
/
¥
で
あ
る
の
で
経
済
状
況
、
民
族
教
育

の
水
準
程
度
、
政
党
色
の
度
合
、
学
問
芸
術
に

対
す
る
関
心
の
度
合
、
宗
教
へ
の
好
悪
、
を
よ

く
/
¥
分
析
し
た
上
で
詮
衡
し
て
、
一
旦
つ
な

が
れ
ば
決
し
て
脱
退
し
な
い
よ
う
な
お
方
を
え

ら
ん
で
い
き
た
い
も
の
と
思
う
。
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信
濃
路
随
行
記

檎
林
の
問
を
縫
っ
41

赤
い
リ
ボ
ン
の
よ
う
な

特
急
列
車
が
す
べ
り
こ
ん
で
き
た
。

「
あ
げ
ま
つ
ウ

9
1

1

1

0

上
松
」
澄
み
き

っ
た
駅

員
の
声
が
空
に
響
く
、
元
気

一
杯
苑
主
先
生
、

尾
関
氏
が
階
段
を
降
り
て
こ
ら
れ
た
。

木
曲
目
ロ
ー
タ
リ
ー
の
由
井
氏
の
案
内
で
、
中

島
氏
夫
妻
、
私
と
、
私
達
は
さ
っ
そ
く
「
寝
覚

の
床
」
を
通

っ
て
例
会
場
へ
歩
み
を
運
ん
だ
。

先
生
は
こ
こ
で
ゲ
ス
ト
ス
ピ

ー
カ
ー
を
務
め

ら
れ
た
。

苑
主
先
生
お
も
む
ろ
に
ロ
を
聞
い
て
「
こ
こ

は
島
崎
藤
村
が
夜
明
け
前
を
執
筆
し
た
当
時
か

ら
由
緒
あ
る
土
地
柄
で
あ
り
ま
す
。
私
も
深
〈

共
感
を
覚
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
只
今
日
本
は

日
が
落
ち
る
と
き
、
夜
明
け
前
ま
で
に
は
ほ
ど

長

;頼

英
寝
覚
の
床

遠
い
世
の
中
で
あ
る
己
か
ら
始
っ
て
次
第

に
高
次
元
の
話
に
移
っ
て
い
か
れ
た
。

.
清
ら
か
な
真
清
水
、
鮮
明
な
岩
苔
、
路
傍
の

務
誕
の
淡
い
緑
、
火
と
燃
ゆ
る
紅
葉
、
雪
化
粧

し
た
ア
ル
プ
ス
の
山
々

然
し
轟
立
固
と
共
に
走
り
抜
け
る
ト
ラ
ッ
ク
、

時
世
の
波
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
自
然
を
愛
さ

な
い
現
代
人
の
無
遠
慮
き
で
あ
ろ
う
、
美
鈴
刈

る
信
濃
を
た
ち
ま
ち
に
し
て
俗
塵
の
舞
う
国
道

十
九
号
線
に
随
沼
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は

H
H
H

木曾ロータリー
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木
曲
目
谷
の
指
導
層
の
方
々
も
実
感
を
も

っ
て

聞
き
い
っ
て
い
る
よ
う
す
で
あ
っ
た
。

講
演
が
終
り
志
水
ロ

l
タ
リ
ア
ン
ほ
か
数
人

の
方
々
で
車
を
連
ね
て
自
然
休
養
林
を
見
学
、

見
事
に
成
長
し
た
織
の
大
木
の
速
な
る
火
山
灰

ま
じ
り
の
石
こ
ろ
道
を
谷
川
の
流
れ
を
右
に
左

に
し
、
曲
折
を
登
っ
て
い

っ
た
。

右
左
沌
の
音
あ
り
紅
葉
道

伊
勢
神
宮
御
選
宮
奉
納
の
た
め
の
神
木
の
あ

る
林
を
散
策
し
た
の
ち
、
中
鳥
氏
の
案
内
で
南

木
曽
町
に
町
長
を
訪
ね
た
c

ま
こ
と
に
不
思
議
/
苑
主
先
生
の
旧
友
、
然

も
希
望
社
運
動
の
同
志
お
ふ
た
り
の
手
は
硬
く

結
ぼ
れ
た
ブ
一

期

一
会
と
云
う
け
れ
ど
、
こ
ん

な
奇
遇
が
あ
る
も
の
か
。

町
長

の
案
内
で
藤
村
の
生
家
(
郷
土
館
)
を

む
か
し
ぶ
り
の
通
行
手
形
を
持
っ
て
見
学
。

土
産
口
問
庖
で
お
や
か
た
様

(
天
人
女
史
)
に

水
桶
を
求
め
ら
れ
た
。

妻
能
宿
、
尾
張
屋
で
旅
装
を
解
い
た
の
は
、

た
そ
が
れ
の
頃
で
あ

っ
た
。

苑
主
先
生
を
中
心
に
、
町
長
、

観
光
課
長
を

囲
ん
で
夕
食
、
山
菜
料
理
に
舌
つ
づ
み
を
打
っ

て
、
話
は
っ
さ
る

こ
と
な
く
は
ず
ん
で
い
っ
た
。

士
u
き
中
仙
道
の
よ
さ
を
必
至
に
守
ろ
う
と
す

る
努
力
が
笑
を
結
ん
で
町
ぐ
る
み
の
重
要
文
化

場
企
包
匂
げ

u
p』

財
に
指
定
さ
れ
る
ま
で

の
町
人
の
努
力
の
あ
り

さ
ま
。

こ
の
こ
と
は
全
国
は
じ
め
て
の
事
例
で

も
あ
る
の
で
、
町
の
維
持
と
発
展
に
つ
い
て
は
、

南木曾町役場に町長を訪問

今
後
に
大
き
な
問
題
そ
抱
え
て
お
る
よ
う
だ
。

苑
主
先
生
の
お
こ
と
ば
で
は
、
物
が
成
る
の

は
時
と
人
と
地
の
利
が
必
要
で
あ
る
と
の
こ
と
。

今
や
こ
の
地
は
、
地
の
利
を
得
た
、
好
機
を

得
た
、
残
る
は
人
の
和
の
み
l
i
l
i
-
-
e
o

時
移
り
興
も
進
み
誰
か
歌
う
木
曽
節
の
哀
調
、

手
拍
子
は
大
き
な
禍
を
巻
き
、
夜
の
更
け
る
の

を
知
ら
な
か
っ
た
。

蕗原会館
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道
の
主

真
木

の
香
高
き

h
h
、
の
{
伯

。

す
が
す
が
し
い
判
を
迎
え
た
。

林
聞
か

ら
昇
る
太
陽
が
一

段
と
紅
葉
を
美
し

く
み
せ
て
い
る
。

辰
野
ロ
ー
タ
リ
ー
へ
は
凡
そ

二
時
間
半
、
中

仙
道
を
塩
尻
へ
向
う
。

木
曲
目
の
漆
総
直
売
相
場
で
朝
の
コ
ー
ヒ

ー
を
飲

む
。
そ
こ
に
展
示
し
て
あ
っ
た
文
机
は
私
で
も

欲
し
い
な
あ
と
思
っ
た
。
き
め
の
細
か
さ
と
意

匠
の
確
か
ら
し
き
。
流
石
伝
統
あ
る
信
州
の
良

さ
を
表
わ
す
。

維
が
左
右
に
飛
び
交
う
途
中
の
道
に
、
野
趣

を
感
じ
っ
、
塩
尻
峠
を
越
え
て
、
今
日
の
例
会

場
辰
野
町
蕗
原
会
館
に
着
い
た
。

昨
日
に
続
き
苑
主
先
生
は
「
人
間
に
内
布
す

る
無
限
カ
の
場
を
開
発
す
る
」
と
題
し
て
山
々

に
こ
だ
ま
せ
よ
と
ば
か
り
の
熱
弁
を
振
わ
れ
る

こ
と
四
十
分
、
誇
々

と
新
し
い
道
を
説
か
れ
た
。

辰
野
ロ
ー
タ
リ
ー
で
暖
か
い
見
送
り
を
受
け

て
有
賀
峠
に
向

っ
た
。

諏
訪
が
眼
下
に
展
開
し
て
き
た
。

諏
訪
は
八
大
龍
王
の
古
社
で
あ
る
。
苑
主
先

生
を
ゲ
ス

ト
ス
ピ

ー

カ

と

し

て
お
む
か
え
す

る
話
も
三
枚
さ
ん
の
み
ち
び
き
に
よ
り
、

一
諏
訪

か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
因
縁
、
つ
い
て

い
て
面
白
い
。

寒
笠宮一を

龍
神
と
み
て

苑
主
立
つ

O 

信
州
の
秋
は
早
い
。
澄
み
き
っ
た
高
い
空
が
、

長
い
冬
の
訪
れ
を
告
げ
て
い

た
。

里
は
緑
、
車
で
十
分
も
走
れ
ば
真
紅
の
も
み

じ
、
更
に
茶
色
の
唐
松
林
と
な
る
。
そ
し
て
岡
山

上
に
は
雪
が
願
っ
て
い
る
。

ヴ
ィ
ナ
ス
ラ
イ
ン
を
茅
野
よ
り
参
科
山
を
経

て
上
諏
訪
へ
と
向

っ
た
。
ス
キ
ー
で
有
名
な
霧

ケ
峰
で
初
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。
晴
れ
て
い
れ
ば
、

唐
松
、
雑
木
林
の
向
う
に
、
諏
訪
盆
地
、
南
北

ア
ル
プ
ス

、
は
る

か
遠
く
に
富
士
の
嶺
が
見
え

る
の
に
残
念
、
然
し

一
面
の
枯
草
の
原
に
点
存

す
る
岩
が
見
事
に
調
和
し
て
美

L
ぃ
。

錦
燃
え
て

わ
が
天
村
を

迎
え
け
り

車
か
ら
下
り
て
、
ち
ら
つ

く
雪
の
中
、
し

っ

か
り
と
大
地
を
踏
み

し
め

て
遠
望
さ
れ
る
苑
主

先
生
の
横
顔
、
果
し
て
何
を
思
い
つ
づ
け
ら
れ

て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

州
世
田
の
安
危
か
、
道
友
の
人
間
形
成
か

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
で
甘
酒
を
す
す
る
。
茄
子
の

っ
け
も
の
が
旨
い
。
苑
主
先
生
は
じ
め
て
召
上

松本 ロ ー タリ ー
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っ
た
串
ざ
し
の
か
い
か
。
が
大
変
お
気
に
召
し

た
様
子
で
あ

っ
た
。
海
か
ら
最
も
遠
く
、
海
抜

↓
七

0
0
メ
ー
ト
ル
の
原
野

飛
ぶ
花
に

遠
山
は
な
し

笹
の
声

カ
!
と
め
て

ち
ぢ
こ
む
跨
や

空
高
〈

平林氏

O
 

平
林
ロ

l
タ
リ
ア
ン
の
案
内
で
、

バ
イ
オ

リ

ン
に
よ
る
幼
児
才
能
教
育
の
鈴
木
慎
一
先
生
の

学
校
を
訪
問
し
た
と
き
鈴
木
慎
一
先
生
は
こ
う

云
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
あ

っ
ノ
日
本
中
の
子
供
が
日
本
語
を
話

し
て
い
る
。
む
ず
か
し
い
大
阪
弁
を
、
大
人
も

ま
ね
で
き
な
い
東
北
弁
を
、
こ
の
驚
く
べ
き
オ

能
を
発
見
し
て
以
来
、
オ
能
教
育
に
全
生
涯
を

打
ち
込
む
決
心
を
し
ま
し
た
」
と

す
る
と
苑
主
先
生
は
す
か
さ
ず

「
そ
の
通
り
で
す
、
あ
な
た
の
お
。
し

ゃ
る

発
見
す
べ
き
才
能
は
み
た
ま
で
す
よ
、
人
聞
の

百
四
十
億
も
あ
る
脳
細
胞
を
司
る
魂
を
磨
い
て

こ
そ
、
立
派
な
日
本
人
、
大
和
魂
の
は
た
ら
く

素
晴
し
い
人
づ
く
り
が
出
来
る
の
で
す
よ
」

お
ふ
た
り
の
天
才
的
な
教
育
者
の
問
答
は
、

お
ふ
た
り
の
性
格
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、

お
も
し
ろ
い
で
は
な
い
か
?

四
代
も
医
を
家
業
と
し
て
お
ら
れ
る
平
林
重

兵
衛
院
長
も
七
十
四
オ
に
し
て
は
じ
め
て

H

へ

干
の
機
能
。
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
、
と
目
を
輝

か
せ
て
お
ら
れ
た
。

苑主先生鈴木慎一氏左から

対
談
は
政
治
、
経
済
、
文
化
と
多
方
面
に
わ

た
り
ま
た
た
く
聞
に
予
定
の
時
刻
を
過
ぎ
た
。

特
に
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
教
育
問
題
を
論
ぜ
ら

れ
て
い
る
時
に
は
、
ほ
と
ば
し
る
青
年
の
若
さ

と
情
熱
を
み
た
。

私
達
の
統
領
苑
主
先
生
の
迫
力
あ
る
力
強
い

語
調
が
弟
子
に
と
っ
て
う
れ
し
か
っ
た
。
快
〈

淘
に
お
ち
た
。

鈴
木
先
生
の
好
意
に
よ
り
、
マ
ン
ツ
ー

マ
ン

の
教
育
笑
習
の
現
場
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

五
オ
の
坊
や
が
、
若
い
先
生
の
タ
カ
タ
カ
タ

ツ
タ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
合
せ
て
、
一
生
懸
命
に
弦

を
動
か
し
て
い
る
。
じ

っ
と
聞
き
い
る
母
親
。

順
番
を
待
つ
幼
児
、
そ
し
て
親
た
ち
。

苑
主
先
生
の
優
し
く
孫
を
見
つ
め
る
よ
う
な

謹
が
印
象
的
だ
っ
た
。

お

E
い
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
と
強
く
握
手
を

さ
れ
た
あ
と
著
書

「
愛
に
生
き
る
」
を
そ
れ
ぞ

れ
い
た
ず
い
た
。
表
紙
裏
に
は

H

愛
深
け
れ
ば

為
す
こ
と
多
し
。
実
感
あ
る
サ
イ
ン
を
し
て
い

た
ゾ
い
た
。

達
筆
で
あ
る
。

英
オ
教
育
に
精
魂
を
傾
け
ら
れ
た
こ
と
は
大

き
な
業
績
で
あ
る
が
、
私
は
広
く
国
民
と
云
う
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大
き
な
底
辺
に
於
て
、
そ
の
気
憾
の
充
実
出
来

る
訓
練
を
押
し
進
め

て
行
き
た
い
と
怒
っ
た
。

O
 

長
野
県
人
は
い
ま
で
も
自
分
の
故
郷
の
こ
と

を
信
州
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
他
国
の
人
も
又
そ
う

一玄、

7
。

バイオリンのレ ッスン風景

京
都
と
並
ん
で
早
く
か
ら
教
育
県
と
し
て
そ

の
名
を
全
国
に
知
ら
し
め
た
。
。
更
に
天
下
の
景

を
極
め
ん
と
し
て
台
に
登
る
H

の
故
事

の
如
く、

親
は
先
づ
子
孫
を
山
に
登
ら
せ
更
に
木
に
登
ら

せ
て
天
下
の
広
き
を
教
え
る
。

田
畑
を
耕
す
農
夫
も
、
い
き
な
り
世
界
の
大

勢
を
語
り
だ
す
。

ゆ
っ
く
り
、
着
実
に
情
勢
を
見
き
わ
め
て
自

分
な
り
の
結
論
を
出
す
。

今
回
の
講
演
旅
行
で
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の

共
鳴
者
が
出
る
こ
と
を
、
苑
主
先
生
と
共
に
願

い
っ
、
信
濃
絡
を
東
京
へ
向

っ
た

:i
。

鈴木才能教育会館

目
υ

ハ
u
n
v

A
aム

市

i

qぺ
υ

東
京
に
て
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じぐ
(ー)

ー
国
を
愛
す
る
青
年
と
し
て
主
張
す
る
|

教
育
制
度
の
欠
陥
と
愛
国
心

。
伊
勢
路

か
が
り
火
を
た
い
て
お
こ
う
ぞ
い
ま
か
ら
は

伊
勢
路
に
む
か
う
明
日
の
祈
り

(
天
人
女
史
)

昨
年
夏
、
八
月
も
な
か
ば
を
過
ぎ
た
日
射
し

の
強
い
あ
る
日
、
閑
院
様
と
苑
主
先
生
の
お
二

人
が
、
伊
勢
神
宮
、
内
宮
に
正
式
参
拝
を
さ
れ

る
事
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
二
年
後
、
す
な
わ
ち
昭
和
四
十
八
年

に
行
な
わ
れ
る
伊
勢
神
宮
式
年
御
遷
宮
に
つ
い

て
御
造
営
費
奉
納
募
金
の
為
「
新
し
い
道
提
唱

大
講
演
会
」
を
九
月
に
控
え
て
の
御
挨
拶
と
、

滞
り
な
く
目
的
が
達
成
出
来
ま
す
様
に
と
の
祈

念
を
か
ね
て
の
事
で
あ
る
。
機
会
を
得
て
筆
者

も
御
伴
を
す
る
事
に
な
っ
た
。

伊
勢
の
緑
り
な
す
山
々
は
深
く
あ
く
ま
で
も

青
い
。
快
晴
の
空
は
時
々
白
い
夏
雲
が
日
陰
を

つ
く
っ
て
く
れ
る
。
神
宮
内
に
敷
き
詰
め
ら
れ

た
砂
利
を
踏
む
音
よ
り
も
大
き
く
油
蝉
の
鳴
く

声
が
夏
の
暑
さ
を
増
す
様
だ
っ
た
。

五
十
鈴
川
の
辺
り
に
行
〈
と
上
流
か
ら
水
の

伊

藤

:.1.‘ ，ロ

誠

流
れ
を
押
し
て
来
た
川
風
が
水
面
を
掠
め
て
、

暑
さ
を
癒
や
し
て
く
れ
た
。

一
千
九
百
年
前
、
垂
仁
天
皇
の
御
代
の
頃
皇

大
神
宮
を
こ
こ
、
伊
勢
に
定
め
て
以
来
、
い
ま

だ
に
こ
‘
だ
け
は
公
害
に
お
か
さ
れ
る
こ
と
が

な
く
、
清
ら
か
な
水
の
流
れ
は
今
も
澄
み
き
っ

て
冷
た
い
。

春
冷
や

-60ー

わ
が
掌
を

減
ぐ
五
十
鈴
川
(
久
米
正
雄
)

神
宮
の
案
内
に
よ
り
内
宮
御
正
殿
に
向
う
、

関
院
様
苑
主
先
生
の
記
帳
が
す
ま
れ
る
と
、
神

宮
の
手
引
も
お
亡
そ
か
に
正
殿
前
内
玉
垣
南
御



門
に
額
く
。

こ
こ
は
一
般
の
参
拝
者
が
入
る
事
の
出
来
な

い
聖
域
で
あ
る
。
敷
き
詰
め
て
あ
る
白
石
は
角

が
な
く
少
し
大
き
め
で
、
め
っ
た
に
人
が
踏
み

入
る
事
が
な
い
せ
い
か
青
い
石
や
白
い
石
が
一

つ
/
¥
洗
い
清
め
て
あ
る
か
の
如
く
奇
麗
で
あ

っ
た
。正

殿
前
の
南
御
門
に
歩
を
進
め
て
い
く
と
、

こ
こ
は
不
思
議
に
蝿
の
鳴
き
声
も
き
こ
え
ず
、

又
な
ん
と
な
く
涼
し
く
感
じ
、
身
が
引
き
締
ま

る
思
い
が
し
た
。
不
思
議
な
事
で
あ
る
。

不
思
議
と
い
え
ば
、
こ
こ
ま
で
来
る
道
々
、

大
講
演
会
が
成
功
し
て
く
れ
る
様
に
と
祈
念
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
が
、
い
ざ
内
玉
垣
の
神

域
に
入
る
と
そ
の
様
な
事
は
一
切
忘
れ
、
た
だ

静
寂
な
神
域
に
、
打
つ
拍
手
の
音
だ
け
が
あ
た

り
に
木
霊
し
て
い
つ
ま
で
も
耳
に
響
い
て
い
た

様
な
気
が
す
る
。

参
拝
を
す
ま
せ
て
後
、
内
玉
垣
よ
り
外
へ
出

て
石
段
を
お
り
な
が
ら
、
南
御
門
の
方
を
振
り

返
る
と
、
御
門
に
掛
け
て
あ
る
垂
絹
が
一
陣
の

風
に
創
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
筆
者
の
愚
か

さ
を
教
え
る
が
如
く
で
あ
っ
た
。
而
し
て
こ
こ

は
、
無
に
な
っ
て
対
し
、
喜
び
を
報
告
し
、
た

ら
ざ
る
を
お
詫
び
す
る
所
で
あ
る
、
と
い
う
古

き
時
代
の
日
本
人
の
魂
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
同
時
に
日
本
の
国
の
行
く
末
に
思
い
を

致
す
所
で
あ
る
。

何
人
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も

か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
れ
る

(
西
行
法
師
)

正
殿
参
拝
を
す
ま
せ
て
か
ら
神
楽
殿
に
立
ち

寄
っ
た
。
神
宮
大
宮
司
徳
川
宗
敬
氏
が
待
っ
て

お
ら
れ
た
。

閑
院
様
、
苑
主
先
生
、
徳
川
大
宮
司
、
御
三

方
の
懇
談
に
陪
席
し
て
お
話
を
拝
聴
し
た
。

な
か
で
も
徳
川
大
宮
司
の
お
話
に
依
る
と
最

近
若
い
青
年
、
特
に
学
生
が
伊
勢
を
、
あ
る
い

は
皇
大
神
宮
を
知
ら
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。

そ
れ
は
遠
足
又
は
修
学
旅
行
等
の
団
体
で
の
参

拝
の
機
会
が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
お
ど
ろ
い
た
事
だ
。

そ
の
最
も
大
き
な
原
因
は
二
つ
あ
る
。

第
一
は
現
有
の
教
育
制
度
に
問
題
が
あ
り
、

戦
後
の
教
育
は
日
教
組
の
影
響
が
強
く
問
題
が

多
す
ぎ
る
点
、

第
二
は
経
済
的
な
理
由
で
あ
る
。
国
民
全
体

の
く
ら
し
が
豊
に
な
っ
た
せ
い
か
最
近
の
学
生

e 

の
旅
行
は
ま
す
/
¥
デ
ラ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
、
特

急
や
新
幹
線
あ
る
い
は
飛
行
機
等
を
つ
か
い
遠

方
広
域
を
見
て
ま
わ
り
伊
勢
に
途
中
下
車
す
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
い
か
様
に
で
も
解
決
が
出
来

る
が
、
問
題
は
第
一
の
教
育
制
度
の
問
題
で
あ

る
。
ち
な
み
に
参
考
と
し
て
現
行
憲
法
の
問
題

に
な
る
点
を
坦
記
し
て
み
よ
う
。

※
教
育
基
本
法
第
九
条
宗
教
教
育
二
項
・
国
及

び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定

の
宗
教
の
為
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
項
を
楯
に
し
て
日
教
組
は
、
伊
勢
神
宮

を
日
本
帝
国
主
義
の
根
源
と
結
び
つ
け
、
又
軍

国
主
義
発
祥
の
地
と
し
て
今
日
の
学
生
に
教
育

を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
主
大
神
宮
が
宗
教
法
人

で
あ
る
こ
と
も
問
題
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、

※
日
本
国
憲
法
第
三
章
・
国
民
の
権
利
及
び
義
務

第
二

O
条
信
教
の
自
由

一
項
、
信
教
の
自
由
は
何
人
に
対
し
て
も
こ

れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
国
か

ら
特
権
を
受
け
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し

て
は
な
ら
な
い
。
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二
項
、
何
人
も
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀

式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な

三
項
、
国
及
び
そ
の
機
関
は
宗
教
教
育
そ
の

他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

右
に
よ
り
従
来
の
宗
教
保
護
の
禁
止
と
、
信

教
の
自
由
を
楯
に
し
て
、
国
と
皇
大
神
宮
と
を

切
り
離
し
、
皇
大
神
宮
の
形
が
そ
う
で
あ
り
形

式
が
類
似
し
て
い
る
か
ら
と
し
て
、
問
題
の
本

質
を
き
わ
め
ず
に
宗
教
法
人
に
し
て
し
ま
っ
た

事
、
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
に
大
き
な
問
題

が
あ
る
。

前
条
を
旧
憲
法
、
明
治
憲
法
と
対
比
し
て
見

λ
三

大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
十
八
条

日
本
臣
民
ハ
安
寧
、
秩
序
を
妨
ゲ
ズ
及

臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
一
一
於

テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
。

も
し
あ
る
学
校
の
校
長
が
神
宮
に
行
く
事
を

生
徒
あ
る
い
は
日
教
組
教
師
に
求
め
、
又
は
強

要
す
れ
ば
教
育
基
本
法
第
九
条
二
項
を
出
し
、

又
第
十
条
教
育
行
政

一
項
、
教
育
は
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と

※ 

な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直
接
に
責
任
を
負
っ

て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
校
長
と
日
教
組
の
摩
擦
を
避
け
様

と
す
れ
ば
公
立
の
中
学
、
高
校
の
学
生
は
、
必

然
的
に
足
が
伊
勢
に
は
む
か
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
は
当
り
前
で
あ
る
。
た
ま
に
神
宮
で
見

掛
け
る
修
学
旅
行
の
団
体
は
私
立
学
校
で
、
そ

の
学
校
の
校
長
の
独
自
の
教
育
方
針
に
よ
る
所

で
あ
り
、
少
数
の
学
校
を
の
ぞ
け
ば
大
多
数
が

伊
勢
神
宮
と
云
っ
て
も
知
ら
な
い
し
、
仮
に
名

は
知
っ
て
い
て
も
、
ど
の
様
な
所
で
あ
る
か
、

何
が
あ
る
の
か
と
云
う
事
に
な
る
と
何
も
知
ら

な
し
。日

本
の
歴
史
文
化
と
は
切
り
離
す
事
の
出
来

な
い
筈
の
も
の
が
、
戦
後
の
ゆ
が
め
ら
れ
た
歴

史
教
育
に
依
っ
て
無
理
に
切
り
離
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
へ
ん
に
日
本
を
知
ら
ぬ
日
本
人
が

誕
生
す
る
原
因
が
あ
り
、
又
、
日
本
国
の
文
化

を
、
あ
る
い
は
公
共
物
を
平
気
で
破
壊
す
る
学

生
を
生
み
だ
し
た
岡
山
本
的
な
所
以
で
あ
ろ
う
。

戦
後
教
育
に
は
国
史
・
修
身
、
教
育
勅
語
の

三
つ
の
教
育
一
万
素
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
為

国
体
の
精
華
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

我
が
日
本
国
は
皇
統
連
綿
た
る
高
世
一
系
の

縦
の
筋
を
貫
ぬ
き
、
そ
れ
を
中
心
に
し
て
日
本

の
民
族
文
化
は
栄
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
占
領

下
に
作
ら
れ
た
現
行
憲
法
改
正
は
と
も
か
く
と

し
て
、
早
く
学
生
教
育
指
導
要
綱
を
改
正
し
な

け
れ
ば
日
本
人
の
心
の
中
心
迄
腐
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
は
心
の
故
郷
か

ひ
き
の
思
ひ
に
詣
づ
れ
ば

世
の
さ
か
し
ら
の
恥
か
し
く

う
た
た
童
に
か
へ
る
か
な

(
吉
川
英
治
)
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国
を
見
失
っ
た
日
本
人

世
界
の
歴
史
の
移
り
変
り
は
め
ま
ぐ
る
し
い

も
の
が
あ
る
。
今
日
の
世
界
、
い
や
日
本
に
と

っ
て
も
今
か
ら
三
十
年
前
の
人
々
は
、
た
っ
た

三
十
年
後
の
今
日
の
姿
を
誰
も
想
像
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

然
し
歴
史
の
移
り
変
り
は
結
果
が
事
実
と
し

て
証
明
し
て
い
る
。
長
い
間
そ
れ
は
人
類
の
創

世
以
来
何
回
と
な
く
、
い
や
何
十
四
何
百
四
と

な
く
地
球
上
の
地
図
を
塗
り
か
え
て
来
た
。
鉄
…



し
そ
の
さ
な
か
で
あ
っ
て
も
常
に
変
る
こ
と
な

く
平
和
を
願
い
平
和
に
な
る
様
努
力
を
し
て
き

だ
。
全
人
類
が
歴
史
の
べ

l
ジ
を
め
く
る
ご
と

に
必
ず
次
の
ペ
ー
ジ
こ
そ
は
平
和
で
あ
る
事
を

期
待
し
願
っ
た
。

然
し
、
形
だ
け
の
平
和
や
自
分
の
欲
望
だ
け

を
満
た
す
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。
歴
史

は
常
に
繰
り
返
き
れ
、
誰
の
力
で
も
た
だ
す
こ

と
の
出
来
な
い
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
力
で
動

か
さ
れ
て
い
る
。
動
一
か
さ
れ
て
い
る
・
中
に
い
て

こ
そ
真
の
平
和
を
築
き
上
げ
る
事
が
出
来
る
し
、

そ
れ
が
人
類
を
よ
り
向
上
さ
せ
る
試
錬
で
あ
る

と
思
う
し
、
そ
の
試
錬
を
さ
け
て
し
ま
っ
た
ら

類
廃
し
て
し
ま
う
し
、
人
類
は
滅
亡
し
て
し
ま

う
。
だ
か
ら
し
て
歴
史
の
事
実
は
事
実
と
し
て

素
直
に
直
視
し
歴
史
そ
の
も
の
を
明
日
へ
の
糧

に
す
べ
き
で
あ
る
。

振
り
返
る
と
今
か
ら
三
十
数
年
前
、
白
独
伊

三
国
間
関
が
結
ば
れ
理
由
は
と
も
か
く
世
界
を

相
手
に
戦
争
を
し
た
。
そ
し
て
二
十
八
年
前
に

日
独
伊
三
国
は
共
に
破
れ
た
。
そ
れ
は
足
腰
の

た
た
ぬ
位
に
た
た
か
れ
た
。
お
そ
ら
く
世
界
中

は
、
こ
の
三
国
と
も
百
年
間
は
立
ち
直
る
事
は

出
来
ぬ
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
然
し
二
十
八
年
後

の
今
は
ど
う
か
。
日
独
伊
の
円
、

7

ル
ク
、
リ

ラ
は
世
界
の
通
貨
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。

戦
争
で
負
け
て
経
済
で
勝
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
特
に
日
本
に
お
い
て
は
国
民
所
得
は
、
二

年
前
迄
世
界
で
二
十
位
で
あ
っ
た
の
が
、
昨
年

に
い
た
っ
て
は
十
六
位
ま
で
登
り
、
国
民
総
生

産
に
い
た
っ
て
は
世
界
第
二
位
で
あ
る
。
こ
れ

は
驚
異
的
な
発
展
で
あ
る
。
丁
度
小
学
校
の
生

徒
が
秋
の
運
動
会
で
や
る
綱
引
と
同
じ
で
綱
の

両
端
を
多
人
数
で
秋
笠
に
こ
だ
ま
す
る
か
け
声

も
大
き
く
オ
|
エ
ス
/
¥
/
¥
と
引
き
合
う
、

そ
れ
は
世
界
中
に
響
き
、
結
果
勝
っ
た
方
が
尻

り
も
ち
を
つ
き
お
尻
を
ど
ろ
だ
ら
け
に
汚
し
て

し
ま
い
、
負
け
た
方
は
立
っ
た
ま
、
で
両
手
を

高
く
あ
げ
て
ワ
イ
ワ
イ
と
は
や
し
た
て
て
い
る

姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。

然
し
真
の
平
和
は
物
質
で
は
充
足
出
来
な
い
。

現
在
の
国
内
外
の
事
情
に
目
を
む
け
る
と
、
み

た
さ
れ
ぬ
問
題
が
山
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

年
々
未
解
決
の
ま
、
年
を
越
す
。
人
々
は
政
治

が
悪
い
と
い
い
、
又
政
治
家
が
悪
い
と
い
、

1

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
け
し
悪
い
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
正
せ
ば
直
る
筈
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
ま
ま
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
i

-
こ
こ
で
十
年
位
前
の
話
だ
が
、
あ
る
党
派

に
所
属
し
て
い
る
国
会
議
員
の
欧
洲
視
察
旅
行

の
帰
朝
報
告
を
思
い
出
し
て
み
る
。
特
に
西
ド

イ
ツ
へ
行
っ
た
条
り
で
あ
る
。

議
員
氏
『
私
は
ド
イ
ツ
へ
行
っ
て
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ベ
ル
リ
ン
で
の
事
で
す

が
、
東
西
の
壁
は
予
想
以
上
に
厚
〈
同
一
民

族
が

E
い
に
銃
を
向
け
あ
い
、
全
く
悲
惨
と

云
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
日
本

は
幸
運
で
あ
る
。
事
の
良
否
は
と
も
か
く
、

占
領
政
策
が
統
一
さ
れ
て
い
た
お
か
げ
で
国

を
半
分
に
す
る
様
な
事
が
な
か
っ
た
事
に
よ

っ
て
今
日
が
あ
る
の
だ
と
知
っ
て
感
謝
し
た

い
気
持
に
な
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
は
も
と
よ
り

他
の
都
市
へ
行
っ
て
も
そ
う
な
の
だ
が
、
街

を
歩
く
と
い
た
る
所
で
目
に
入
る
の
は
第
二

次
世
界
大
戦
の
傷
痕
が
戦
後
十
五
年
経
っ
た

今
日
で
も
い
ま
だ
に
生
々
し
く
残
っ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
家
の
階
一
に
は
機
関
銃
の
跡
、

ビ
e

ル
の
援
は
砲
弾
の
跡
が
修
復
の
出
来
る
所

は
修
復
を
し
、
出
来
な
け
れ
ば
そ
の
ま
‘
に

放
置
し
て
あ
る
の
で
す
。
然
し
日
本
は
ど
う

か
?
世
界
に
煩
な
く
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
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と
げ
、
今
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
戦
争
の
傷
痕

は
見
つ
け
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
近
代
技
術
に
依
っ
て
真
新
し
い
ピ
ル
が
ど

ん
/
¥
建
っ
て
行
く
。
喰
ぺ
物
に
し
て
も
世
界

中
の
ど
の
国
の
食
物
で
も
美
味
し
い
物
が
い

つ
で
も
た
ら
ふ
く
喰
べ
ら
れ
る
。
着
る
物
も
決

し
て
世
界
の
流
行
に
遅
れ
を
と
ら
な
い
。
同

じ
敗
戦
国
で
あ
っ
て
も
こ
の
様
に
違
う
の
だ
。

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
勝
っ
た
国
よ
り
豊
富
な

而
が
あ
る
。
こ
の
め
ざ
ま
し
い
復
興
は
世
界

の
七
不
思
議
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
』

と
報
告
し
て
い
た
。
周
り
で
き
い
て
い
た
沢
山

の
人
々
や
国
会
議
員
さ
ん
た
ち
は
シ
タ
リ
/
¥

と
う
な
づ
い
て
い
た
。

皆
さ
ん
は
こ
れ
を
ど
う
思
い
ま
す
か
?
。
同

じ
敗
戦
国
と
し
て
同
じ
条
件
で
ス
タ
ー
ト
し
て
、

西
ド
イ
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
総
同
盟
の
、
ア
デ
ナ

ウ
ア

l
を
大
統
領
に
し
、
精
神
面
の
復
興
を
急

ぎ
、
日
本
は
自
由
党
の
吉
田
茂
を
首
相
に
し
て

物
質
函
の
復
興
を
急
い
だ
。
そ
し
て
双
方
の
国

民
が
そ
れ
に
な
ら
っ
た
。
結
果
は
双
万
の
国
が

大
発
展
を
と
げ
た
。
然
し
発
展
の
し
か
た
は
恨

本
的
に
ち
が
う
。
で
は
た
り
る
も
の
は
な
ん
で
、

た
ら
な
い
も
の
は
何
な
の
か

7
・l
a
l
-
-
。

本
来
日
本
の
国
民
は
、
天
皇
陛
下
の
御
心
の

ま
も
に
、
と
有
リ
、
陛
下
の
御
心
は
国
民
の
総

立
に
つ
な
が
る
、
そ
れ
が
日
本
民
族
の
道
統
で

み
め
ヲ
匂
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
円
で
あ
り
、
円
は
中
心
か

ら
ど
の
点
を
と
っ
て
も
す
べ
て
等
し
い
距
離
に

あ
る
線
で
囲
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
国
民
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
同
じ
に
、

円
に
は
中
心
が
な
い
と
円
に
は
な
ら
な
い
。
そ

の
中
心
が
天
皇
で
あ
る
。
そ
れ
が
解
ら
な
け
れ

ば
日
本
国
の
発
展
は
と
げ
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

明
治
初
年
、
明
治
天
皇
は
「
億
兆
識
文
の
震

翰
」
の
中
で
「
億
兆
一
人
も
そ
の
と
こ
ろ
を
え

ざ
る
は
是
凡
朕
の
罪
な
れ
ば

i
i云
々
」
と
申

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
円
に
対
す
る
中
心
の
責
任
で
あ
る
。

円
は
中
心
が
あ
っ
て
こ
そ
円
に
な
る
の
で
あ
っ

て
、
中
心
が
な
く
な
っ
た
ら
糸
の
切
れ
た
凧
同

然
、
ど
こ
へ
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
か
分
ら
な

い
。
航
海
中
の
船
が
突
然
舵
を
失
っ
た
ら
、
そ

の
船
の
乗
組
員
は
恐
怖
と
不
安
の
ど
ん
ぞ
こ
に

陥
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
自
分
だ
け
で
も
生
き
よ

う
と
す
る
努
力
が
み
に
く
い
争
い
に
な
り
獣
以

下
の
行
動
を
す
る
事
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

呆
し
て
敗
戦
後
二
十
八
年
間
、
我
日
本
国
民

は
日
本
民
族
の
義
務
と
し
て
民
族
の
中
心
点
を

深
し
求
め
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

し
っ
か
り
と
み
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
?
筆

者
は
決
し
て
右
翼
的
な
物
の
見
か
た
や
感
覚
で

云
う
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や

H

新
し
い
道
の

場
H

と
は
決
し
て
右
翼
や
国
粋
主
義
者
の
集
ま

る
場
所
で
も
な
い
。
日
本
民
族
の
道
統
を
守
り

魂
へ
の
回
帰
を
願
い
、
錬
り
、
磨
く
場
で
あ
る

さ
て
、
こ
と
わ
り
は
こ
の
位
に
し
て
a
l
l
-
-

国
内
情
勢
に
目
を
む
け
る
と
一
昨
年
(
昭
和

四
十
五
年
)
は
い
わ
ゆ
る
七

0
年
代
と
さ
わ
が

れ
、
そ
し
て
七
十
一
年
は
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
や

米
中
関
係
の
国
際
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
国

内
問
題
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
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学
生
の
暴
挙
と
日
本
国
民

あ
る
日
テ
レ
ビ
の
街
頭
ル
ポ
で
こ
ん
な
の
が

あ
っ
た
。
町
を
歩
く
中
年
の
御
婦
人
を
キ
ヤ
ツ

チ
し
て

「
も
し
あ
な
た
の
お
子
さ
ん
が
成
田
の
闘
争
に



参
加
し
て
い
た
ら
ど
う
な
さ
れ
ま
す
か
?
」

「
そ
う
で
す
ね
、
矢
張
り
困
り
ま
す
ね
。
だ
け

ど
家
の
子
は
そ
ん
な
事
は
し
な
い
か
ら
そ
の
様

な
心
配
は
全
然
し
て
も
見
な
か
っ
た
の
で
解
り

ま
せ
ん
グ
」

「
で
は
お
母
さ
ん
は
成
田
の
問
題
を
ど
う
思
い

ま
す
か
」

「
あ
ま
り
よ
く
解
り
ま
せ
ん
ね
」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
J

そ
し
て
レ
ポ
|
タ
ト
は
マ
イ
ク
を
持
っ
て
次
の

の
相
手
を
捜
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
関
心
が
な

か
っ
た
り
無
責
任
な
答
を
出
し
て
い
る
。

然
し
母
親
の
思
い
が
今
の
日
本
国
民
の
平
均

的
感
覚
で
あ
ろ
う
。
何
事
に
よ
ら
ず
平
均
的
教

育
家
庭
で
は
、
う
ち
の
子
に
限
っ
て
人
様
に
め

い
わ
く
を
か
け
る
よ
う
な
事
は
し
な
い
し
す
る

訳
が
な
い
と
i
a
・。

然
し
そ
れ
が
平
均
的
と
云
う
の
は
あ
ま
り
に

も
う
が
っ
た
見
か
た
だ
と
思
わ
れ
る
む
き
に
は
、

も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
あ

る
高
校
生
の
問
題
で
あ
る
。

修
学
旅
行
で
京
都
へ
行
き
国
宝
級
の
お
寺
を

見
学
し
た
時
、
国
で
指
定
し
た
重
要
文
化
財
と

し
て
の
建
造
物
の
壁
板
に
釘
の
様
な
も
の
で
学

校
名
と
自
分
の
名
前
を
掘
り
書
き
し
て
帰
っ
た
。

そ
れ
を
み
つ
け
た
寺
の
者
が
紙
ヤ
ス
リ
で
キ
ズ

を
削
り
落
し
て
も
、
あ
ま
り
に
深
く
掘
ら
れ
て

い
る
の
で
消
す
事
が
出
来
ぬ
位
で
あ
る
。
寺
の

方
で
は
二
度
と
こ
の
様
な
事
が
あ
っ
て
は
図
る

の
で
警
察
へ
届
け
た
。
学
校
名
と
名
前
が
書
か

れ
で
あ
る
の
で
す
ぐ
分
り
、
所
轄
の
警
察
で
本

人
と
父
親
と
学
校
の
担
任
の
先
生
が
呼
ば
れ
事

情
調
書
を
取
っ
た
。

そ
の
・
中
で
父
親
の
云
う
に
は
『
う
ち
の
子
に

限
り
そ
の
様
な
事
を
す
る
訳
が
な
い
』
と
云
っ

て
お
り
、
警
察
か
ら
証
拠
が
あ
が
っ
て
お
る
の

だ
と
聞
か
さ
れ
る
と

『
そ
れ
は
な
に
か
の
ま
ち
が
い
で
、
も
し
か
す
る

と
誰
か
う
ち
の
子
に
い
や
が
ら
せ
を
し
た
の
だ
。

う
ち
の
子
に
限
っ
て
そ
ん
な
事
を
す
る
訳
が
な

し
』

と
い
い
は
り
、
そ
れ
が
筆
跡
の
一
致
ま
で
云
わ

れ
る
と
態
度
を
ガ
ラ
リ
と
変
え

『
そ
の
様
に
大
切
な
物
で
あ
る
な
ら
サ
ク
を
作

る
か
綱
を
張
っ
て
見
張
を
つ
け
て
お
け
ば
よ
い

で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
管
理
が
ズ
ザ
ン
す
ぎ
る
』

と
逆
に
喰
つ
で
か
か
っ
た
。

こ
の
話
は
各
新
聞
に
も
の
っ
た
の
で
こ
の
記

ヲ

事
を
読
ま
れ
た
方
は
御
存
知
だ
と
思
う
。

半
年
位
前
の
事
だ
。

こ
の
様
に
社
会
に
対
し
て
無
責
任
で
事
の
道

理
や
秩
序
の
分
ら
ぬ
親
に
育
て
ら
れ
た
青
年
、

あ
る
い
は
学
生
が
昨
年
一
年
間
で
十
人
近
い
瞥

察
官
や
国
民
を
殺
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
爆

弾
騒
ぎ
は
い
つ
ど
こ
で
そ
れ
が
爆
発
す
る
の
か

分
ら
な
い
不
安
は
国
民
を
恐
怖
に
陥
し
い
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
す
べ
て
を
非
難
す
る
事

が
出
来
よ
う
か
?

そ
れ
は
結
果
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
非
難
す

る
事
も
出
来
よ
う
。
然
し
そ
れ
ら
に
は
原
因
が

あ
る
。
物
事
に
は
条
理
が
あ
る
如
く
、
原
因
な

く
し
て
結
果
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
書
の
如
き

無
責
任
な
家
庭
で
育
っ
た
青
少
年
が
学
校
に
お

い
て
は
試
験
の
点
数
や
単
位
に
の
み
お
わ
れ
、

学
校
そ
の
も
の
が
入
学
試
験
や
入
社
試
験
に
気

を
取
ら
れ
、
教
壌
に
立
つ
先
生
に
は
日
教
組
の

国
家
破
壊
的
教
育
を
受
け
、
日
本
人
と
し
て
の

中
心
を
失
っ
て
大
学
へ
入
り
、
教
授
と
学
生
と

の
対
話
の
な
い
マ
ス
プ
ロ
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

物
質
的
に
は
な
に
不
自
由
な
く
満
た
さ
れ
、
精

神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
不
満
を
学
校
に
ぶ

つ
け
、
又
、
社
会
、
国
家
に
ぶ
つ
け
て
爆
発
し

っ
し、
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た
の
だ
。
か
つ
て
マ
ス
コ
ミ
関
係
も
学
生
の
峰

起
を
国
家
の
目
覚
め
と
し
て
賞
め
た
た
え
又
あ

る
意
味
で
期
待
も
し
た
。
マ
ス
コ
ミ
自
身
も
国

家
を
非
難
し
た
。

果
し
て
学
生
本
来
の
努
め
で
あ
る
べ
き
学
事

は
、
学
生
ら
し
く
の
姿
を
忘
れ
さ
せ
、
ま
っ
た

く
甘
や
か
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
る
に
今
日
の
マ
ス
コ
ミ
は
ど
う
か
。
最

近
の
学
生
の
行
動
は
目
に
あ
ま
る
所
が
あ
る
と

し
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
や
週
刊
誌
は
学
生
の
暴
挙

と
云
い
狂
気
、
残
忍
、
と
云
ぃ
、
卑
劣
、
凶
悪

と
の
の
し
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
?
・

筆
者
も
か
つ
て
十
年
前
学
生
時
代
に
は
大
い

に
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
正
義
感
に
も
え
て
学
生
運

動
も
し
又
一
部
の
リ
ー
ダ
ー
に
も
な
っ
た
思
い

出
が
あ
る
J

然
し
当
時
の
学
生
活
動
と
今
日
の
と
は
か
な

り
感
情
や
行
動
に
開
き
が
あ
る
様
だ
し
表
現
の

仕
方
が
ち
が
い
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
学
校
や
国
家
、

社
会
を
建
設
す
る
と
云
う
事
と
破
壊
す
る
と
云

う
位
の
ち
が
い
で
あ
る
。
機
関
車
は
一
組
の
レ

ー
ル
の
上
に
し
か
走
る
事
が
出
来
な
い
。
然
し

一
組
の
レ

l
ル
の
先
に
幾
組
か
の
レ

l
ル
が
接

属
さ
れ
て
い
た
ら
そ
の
先
は
ど
の
レ

l
ル
に
乗

っ
て
進
ん
で
よ
い
か
若
い
少
年
達
に
は
、
解
ら

な
い
の
だ
。
い
い
加
減
に
選
ぷ
と
も
な
く
自
の

前
に
あ
る
レ
|
ル
に
乗
っ
て
青
年
期
を
迎
え
る
。

本
線
か
ら
離
れ
て
、
か
な
り
の
距
離
を
走
っ
て

し
ま
っ
た
ら
も
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
本

線
に
軌
道
を
修
復
す
る
の
は
大
変
で
あ
る
し
、

国
民
全
体
が
そ
の
自
覚
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。
国
鉄
の
新
幹
線
開
発
で
大
き
な
山

に
ト
ン
ネ
ル
を
作
ろ
う
と
す
る
作
業
は
山
の
両

方
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
然
し
い
い
か
げ
ん
に
目

見
当
で
作
業
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

充
分
な
計
算
と
充
分
な
準
備
が
必
要
で
あ
り

そ
れ
に
最
も
大
切
な
事
は
そ
の
作
業
に
と
り
か

か
る
者
が
充
分
な
経
験
を
積
ん
で
い
な
け
れ
ば

そ
の
工
事
は
成
功
し
な
い
。
も
し
い
い
か
げ
ん

な
作
業
を
し
て
し
ま
い
、
ト
ン
ネ
ル
の
穴
を
い

く
つ
も
明
け
な
お
し
た
ら
予
算
が
い
く
ら
あ
っ

て
も
間
に
合
わ
な
い
。

そ
の
た
び
に
国
鉄
が
赤
字
に
な
り
運
賃
の
値

上
げ
を
さ
れ
た
ら
国
民
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
為
に
も
し
っ
か
り
と
充
分
な
資
料

と
充
分
な
技
術
が
必
要
な
の
だ
。
し
か
る
に
今

日
の
社
会
風
潮
は
、
国
民
の
態
度
は
い
か
に
?

現
在
の
学
校
教
育
の
主
流
は
学
生
に
と
っ
て

は
学
校
の
先
生
と
教
科
書
で
あ
る
。
小
き
な
生

徒
と
云
う
頭
脳
か
ら
心
と
云
う
山
に
ト
ン
ネ
ル

を
掘
り
レ
|
ル
を
引
き
立
派
な
日
本
国
民
と
し

て
の
社
会
人
を
作
り
出
す
に
は
、
そ
れ
だ
け
の

充
分
な
教
科
書
と
充
分
な
経
験
を
つ
ん
だ
愛
国

精
神
を
も
っ
た
先
生
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
教
師
は
日
教
組
の
国
家
破
壊
の
徒

で
あ
り
、
教
科
書
に
至
っ
て
は
、
国
が
よ
り
良

い
資
料
と
し
て
の
教
科
書
、
す
な
わ
ち
一
個
人

の
利
益
を
守
る
為
の
も
の
で
な
く
、
社
会
の
為
、

日
本
国
民
と
し
て
民
族
の
自
覚
を
知
り
国
家
に

利
益
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
私
個
人
の

利
益
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
民
族
の
道
統
で
あ

り
日
本
国
民
の
大
自
然
の
中
に
育
っ
た
秩
序
で

あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
教
科
書
で
は
な
く
、
現

在
の
教
科
書
は
国
が
定
め
る
検
定
を
『
憲
法
教

育
法
』
を
た
て
に
と
り
『
国
民
の
意
識
か
ら
平

和
主
義
、
民
主
々
義
の
精
神
を
摘
み
と
ろ
う
と

す
る
検
定
で
あ
る
』
と
し
て
、
国
を
相
手
ど
っ

て
公
訴
し
(
世
に
云
う
『
教
科
書
裁
判
』
又
は

『
家
永
裁
判
』
で
あ
る
が
)
こ
の
様
な
こ
と
は

一
つ
の
例
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
然
し
こ
の
様

な
状
態
で
作
ら
れ
る
教
科
書
を
基
に
し
て
生
徒

は
勉
強
す
る
こ
と
を
決
し
て
望
ん
で
は
い
な
い
。
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彼
等
青
少
年
は
自
分
の
意
志
の
預
り
知
ら
ぬ

所
で
大
人
達
が
勝
手
に
議
論
し
て
き
め
、
知
ら

ぬ
ま
、
に
頭
だ
け
に
詰
め
こ
み
、
心
や
精
神
の

方
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
学

生
が
知
っ
た
の
は
、
平
和
主
義
と
か
民
主
主
義

で
あ
り
、
個
人
を
守
る
為
の
主
義
(
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
)
で
あ
る
。

然
し
そ
の
主
義
と
い
う
も
の
は
相
対
性
の
も

の
で
あ
り
、
必
ず
相
、
対
立
し
絶
対
の
も
の
で

は
な
い
。
対
立
、
抗
争
の
中
に
国
家
の
発
展
は

主
し一

万
来
日
本
民
族
に
は
主
義
と
い
う
も
の
は
な

く
常
に
あ
る
の
は
祖
先
よ
り
伝
わ
る
日
本
民
族

の
道
統
で
あ
る
。
こ
の
道
統
を
知
ら
ぬ
学
生
を

暴
徒
と
呼
ぴ
非
難
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
?

も
し
そ
れ
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
っ

た
く
無
責
任
き
わ
ま
り
な
い
事
で
あ
ろ
う
し
、

又
あ
え
て
そ
れ
を
す
る
な
ら
ば
世
の
大
人
達
は

現
実
を
良
く
見
直
し
て
、
教
育
の
問
題
や
、
国

家
の
問
題
に
つ
い
て
目
覚
め
、
日
本
国
、
国
家

の
危
急
存
亡
の
と
き
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら

升
O
L

愛

国

Il..' 

伊
勢
神
宮
の
参
拝
も
無
事
す
ま
せ
た
時
、
つ

い
先
程
迄
暑
い
位
に
晴
れ
わ
た
っ
て
い
た
夏
空

が
一
天
に
わ
か
に
か
き
く
も
り
、
み
る
/
¥
う

ち
に
大
空
が
真
っ
黒
に
な
り
雨
が
ポ
ツ
/
¥
と

降
り
出
し
て
来
た
。
そ
れ
は
間
な
し
に
大
粒
の

雨
と
な
り
、
そ
し
て
滝
が
流
れ
る
如
く
降
る
雨

は
、
あ
た
か
も
溜
っ
た
世
の
中
の
汚
れ
を
早
く

解
決
、
掃
除
せ
よ
と
洗
い
流
さ
ん
が
如
く
、
一

気
に
降
っ
て
又
す
ぐ
や
ん
だ
。

夏
の
夕
暮
に
伊
勢
路
を
後
に
し
た
。

八
月
二
十
七
日
を
迎
え
て
苑
主
先
生
は
満
八

十
才
で
あ
る
。
益
々
御
元
気
で
九
月
の
大
講
演

会
を
む
か
え
ら
れ
た
。
大
阪
、
東
京
、
名
古
屋
、

と
三
ヶ
所
で
延
ぺ
一
万
人
の
聴
講
者
を
集
め
た
。

金
武
千
万
円
に
の
ぼ
る
浄
財
が
集
っ
た
。
伊

勢
神
宮
式
年
遷
宮
御
造
営
費
と
し
て
、
さ
っ
そ

く
奉
納
し
た
。

今
年
は
一
月
十
六
日
に
京
都
国
際
会
議
場
で

最
後
の
奉
賛
講
演
会
が
あ
る
。

そ
も
/
¥
神
宮
の
式
年
遷
宮
と
は
、
と
云
っ

た
所
で
筆
者
も
専
門
家
で
な
い
の
で
、
く
わ
し

い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
只
一
つ
云
え
る
事
は
、

天
武
天
皇
十
四
年
、
今
日
か
ら
丁
度
一
千
二

百
八
十
七
年
前
に
、
『
皇
大
神
宮
に
式
年
選
宮
の

制
を
定
め
る
。
』
と
あ
る
。

二
十
年
毎
の
遷
宮
は
常
に
日
本
民
族
の
古
伝

統
を
そ
の
ま
、
の
姿
で
残
し
、
二
十
年
に
一
度

国
民
を
挙
て
原
点
に
か
え
る
。
そ
こ
に
民
族
の

反
省
と
、
新
し
く
，
ス
タ
ー
ト
す
る
発
展
の
切
掛

け
を
つ
く
る
、
そ
れ
こ
そ
民
族
の
祈
り
な
の
で

は
な
い
か
。

千
三
百
年
の
問
、
繰
り
返
し
/
1
1
行
わ
れ
て

き
た
こ
の
歴
史
は
矢
張
り
世
界
に
類
を
み
な
い

日
本
人
独
得
の
持
ち
味
で
あ
る
。
理
屈
抜
き
に

素
晴
ら
し
い
。
歴
史
も
伝
統
も
民
族
と
祖
国
へ

の
愛
情
に
依
っ
て
支
え
ら
れ
て
来
た
も
の
で
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
破
壊
し
た

り
、
そ
の
流
れ
を
止
め
る
権
利
は
な
い
の
だ
。

民
族
の
道
統
の
流
れ
は
今
も
絶
え
る
こ
と
な

く
、
少
し
づ
っ
流
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
証

拠
に
九
月
二
十
六
日
東
京
の
九
段
に
あ
る
日
本

武
道
館
は
八
千
人
に
及
ぶ
聴
衆
が
固
唾
を
の
ん

で
聴
い
て
い
た
。
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特
に
参
議
院
議
員
の
迫
水
久
常
先
生
の
お
は
な
し

(
『
道
の
園
、
日
本
の
復
元
』
終
戦
前
夜
の
御
前

会
議
の
模
様
を
語
る
。
)
の
な
か
で
、
陛
下
の
戦

争
に
対
す
る
責
任
感
と
臣
民
へ
の
思
い
や
り
と

終
戦
後
の
心
配
、
国
民
に
掛
け
ら
れ
る
お
心
持

の
本
当
の
お
姿
を
き
い
て
聴
衆
一
同
一
涙
滋
れ
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
児
島
褒
著
の
『
天
皇
』
の
一
節
を
あ

げ
る
。
こ
れ
は
陛
下
の
人
柄
が
良
〈
伺
が
わ
れ

ト
で
ヲ
。大

正
十
二
年
十
二
月
廿
七
日
裕
仁
栽
王
摂
政

の
宮
当
時
の
事
で
難
波
大
助
の
件
、
い
わ
ゆ
る

俗
に
云
う
『
虎
の
門
事
件
』
で
あ
る
。

『
誠
に
残
念
な
こ
と
が
起
っ
た
。
元
来
自
分
は

日
本
に
お
い
て
は
陛
下
と
臣
下
と
の
関
係
は
義

に
お
い
て
は
君
臣
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
情
に
お

い
て
は
親
子
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
自
分
は
、

こ
の
心
を
以
っ
て
心
と
し
常
に
思
を
君
臣
の
親

愛
と
い
う
こ
と
に
致
し
て
き
た
の
で
あ
る
の
に

今
日
の
出
来
事
を
見
、
殊
に
こ
の
非
行
を
敢
で

し
た
も
の
が
陛
下
の
赤
子
の
一
人
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
、
殊
に
遺
憾
に
耐
え
な
い
。
自
分
の
、

こ
の
考
え
は
何
卒
徹
底
す
る
よ
う
に
し
て
も
ら

い
た
い
』
と
珍
田
東
宮
大
夫
に
云
わ
れ
た
。
;
ー

:
こ
れ
は
陛
下
と
国
民
と
の
相
関
関
係
で
国

民
に
汁
す
る
思
い
や
り
で
あ
る
。

東
京
講
演
会
の
翌
二
十
七
日
は
天
皇
、
皇
后
、

両
陛
下
の
御
訪
欧
御
出
発
の
日
で
あ
る
。
昨
夜

来
の
雨
は
例
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
台
風
間
で
朝
に

な
る
と
カ
ラ
リ
と
晴
れ
わ
た
り
空
は
あ
く
ま
で

も
青
〈
澄
み
き
っ
て
秋
の
柔
ら
か
い
日
差
し
を

な
げ
か
け
て
い
た
。
両
陛
下
の
御
出
発
に
先
立

っ
た
ス
ピ
ー
ド
台
風
は
、
天
界
も
下
界
を
も
掃

除
す
る
露
払
の
様
で
あ
っ
た
。

両
陛
下
の
御
訪
欧
に
は
色
々
な
事
が
あ
っ
た
。

然
し
そ
れ
は
読
者
も
新
聞
や
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ

で
見
て
良
〈
御
存
知
だ
と
思
う
の
で
h

あ
え
て

こ
こ
に
は
省
略
す
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
に
の
っ

た
二
、
三
の
例
を
書
い
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
は
ロ
ン
ド
ン
で
の
事
で
す
。
イ
ギ
リ
ス

は
紳
士
の
固
と
き
い
て
い
た
が
そ
の
イ
ギ
リ
ス

を
代
表
す
る
一
流
新
聞
が
国
民
の
声
と
し
て
陛

下
に
対
し
『
許
す
事
は
出
来
て
も
忘
れ
る
事
は

出
来
な
い
』
と
書
い
て
い
る
。
ま
っ
た
く
呆
れ

て
物
が
云
え
な
い
。
だ
か
ら
前
後
の
事
情
も
弁

解
も
書
く
気
が
し
な
い
が
、
一
つ
だ
け
イ
ギ
リ

ス
人
に
聞
い
た
い
。
何
百
年
も
の
間
世
界
各
地

に
持
っ
た
植
民
地
に
対
す
る
政
策
は
ど
う
し
た

の
か
、
果
し
て
現
地
の
土
着
民
族
の
人
間
性
を

尊
重
し
て
き
た
か
、
現
在
も
あ
る
植
民
地
で
は
、

そ
こ
の
民
族
が
喜
こ
ん
で
君
等
を
迎
え
て
い
る

の
か
・
l
i
-
-
筆
者
は
そ
れ
を
聞
い
た
い
。

第
二
に
「
週
間
明
星
』
に
の
っ
た
特
派
員
の

体
験

l
n天
皇
き
ま
の
知
ら
れ
ざ
る
素
顔
。
と

題
し
て
か
日
の
丸
を
焼
か
れ
て
日
本
の
報
道
陣

は
カ
|
ツ
と
し
た
。
と
云
う
見
出
し
で
あ
る
。

内
容
を
見
る
と
、

「
御
旅
行
中
、
反
日
感
情
が
最
も
露
骨
だ
っ
た

の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。
両
陛
下
の
御
出
発

前
、
島
式
部
官
長
は
そ
れ
を
懸
念
し
て
「
あ
る

い
は
卵
の
一
つ
二
つ
は
飛
ん
で
く
る
か
も

::l」

と
申
し
上
げ
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
事

が
起
っ
た
。

御
宿
泊
に
な
ら
れ
た
ホ
テ
ル
・
オ
ー
ク
ラ
の

前
で
、
一
部
の
過
激
な
市
民
が
日
の
丸
の
国
旗

に
唾
を
か
け
て
踏
み
に
じ
り
火
を
放
っ
た
の
だ
。

あ
ま
り
の
こ
と
に
日
本
の
報
道
陣
は
カ

l
ッ
と

な
り
「
こ
の
野
郎
、
何
て
こ
と
を
グ
」
と
、
ア

ワ
ヤ
大
乱
闘
の
険
悪
な
ム

l
ド
。
陛
下
の
御
心

が
い
か
に
傷
つ
い
た
か
、
察
す
る
に
あ
ま
り
あ

る
が
、
陛
下
は
表
情
も
歩
調
も
お
変
り
に
な
ら

ず
、
こ
の
黒
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
耐
え
て
お
い
で
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に
な
ら
れ
た
。
只
一
つ
、
持
っ
て
い
た
日
の
先

の
旗
を
親
か
ら
も
ぎ
取
ら
れ
様
と
し
た
幼
女
が

「
イ
ヤ
、
イ
ヤ
」
と
泣
き
乍
ら
反
抗
し
て
い
た

姿
が
印
象
的
だ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
日
の
丸
を
な

ん
と
な
く
捨
て
た
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

オ
ラ
ン
ダ
で
は
報
道
陣
の
一
人
一
人
が
、
い

や
お
う
な
し
に
愛
国
心
に
燃
え
あ
が
っ
た
。
命

が
け
で
両
陛
下
を
お
ま
も
り
し
国
旗
を
無
残
な

姿
に
し
て
た
ま
る
か
と
、
気
負
い
立
っ
た
の
だ
〕

以
上
の
事
が
書
か
れ
で
あ
っ
た
。
読
者
は
こ

の
記
事
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
ど
う
お
思
い
で

す
か
。
愛
国
心
と
い
う
も
の
は
理
屈
に
依
っ
て

定
義
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
民
族
の
道
統
を

護
ろ
う
と
し
た
時
に
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
思
う
。

だ
か
ら
そ
の
一
例
と
し
て
こ
の
記
事
を
特
筆
し

た
の
で
あ
る
。

曲
目
っ
て
十
年
位
前
筆
者
は
学
生
時
代
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
廻
っ
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
平

和
青
年
祭
に
日
本
の
青
年
と
し
て
参
加
す
る
為

で
あ
っ
た
。

コ
ベ
ン
ハ

l
ゲ
ン
で
の
青
年
祭
が
終
つ
て
の

帰
り
に
西
ド
イ
ツ
へ
寄
っ
た
。
そ
の
時
の
話
を

思
い
出
し
た
の
で
書
き
添
え
る
。

デ
イ
ュ
セ
ル
ド
ル
フ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
に
段

も
近
い
、
古
い
都
市
に
行
っ
た
時
の
事
で
あ
る
。

当
時
は
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
総
同
胞
の
、
ア
デ
ナ

ウ
ワ
ー
が
政
権
を
と
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
筆

者
が
会
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
社
民
党
の
若
い
学
生

党
員
で
あ
る
。
交
歓
パ
ー
テ
ィ
の
時
の
会
話
に
、

そ
の
青
年
い
わ
く
『
君
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
知
っ

て
い
る
か
?
私
は
東
僚
を
知
っ
て
い
る
ぞ
グ
彼

等
は
我
々
の
誇
る
べ
き
素
晴
ら
し
い
先
輩
だ
。

何
故
な
ら
彼
等
は
世
界
征
服
と
い
う
、
と
て
つ

も
な
い
大
き
い
夢
を
描
が
き
、
そ
れ
を
試
み
よ

う
と
実
際
に
努
力
を
し
た
事
で
あ
る
。
オ
イ
日

本
の
青
年
よ
、
我
等
の
愛
す
べ
き
先
輩
に
習
っ

て
我
々
も
、
も
う
一
度
手
を
に
ぎ
っ
て
そ
の
夢

を
実
現
さ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
H

乙

い
き
な
り
そ
う
云
わ
れ
た
私
は
ピ
ッ
ク
リ
し

て
、
返
答
に
困
っ
て
い
る
と
、
か
の
青
年
白
〈

『
彼
等
先
輩
達
は
そ
の
素
晴
ら
し
い
夢
を
み

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
現
の
方
法
論
が
ま
ち

が
っ
て
い
た
の
だ
。
我
々
は
そ
の
先
輩
達
と
同

じ
間
違
い
を
く
り
か
え
し
て
は
な
ら
な
い
。
我

が
ド
イ
ツ
に
は
世
界
に
誇
る
重
工
業
が
あ
る
。

君
の
日
本
に
は
又
同
じ
く
世
界
に
誇
れ
る
軽
工

業
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
世
界
の
経
済
は
こ
の

双
方
の
工
業
が
主
流
に
な
っ
て
動
い
て
い
る
。

だ
か
ら
双
方
が
ガ
ツ
チ
リ
と
手
を
に
ぎ
れ
ば
世

界
を
征
服
し
た
も
同
じ
で
は
な
い
か
。
先
輩
達

は
十
九
世
紀
以
前
の
思
想
で
世
界
を
征
服
し
よ

う
と
し
た
か
ら
、
軍
事
、
武
力
に
頼
っ
た
が
、

我
が
今
日
の
青
年
は
廿
世
紀
に
い
る
の
だ
か
ら

も
っ
と
頭
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
だ
か

ら
我
々
は
も
う
一
度
学
校
へ
帰
り
勉
強
を
し
な

お
す
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
今
度
こ
そ
は
我
々

の
カ
で
世
界
の
経
済
を
征
服
し
よ
う
で
は
な
い

か
H
H
U
』

・と

一
志
っ
て
私
に
握
手
を
求
め
て
き
た
。
お

も
わ
ず
私
は
彼
の
手
を
力
強
く
握
り
、
ヨ
シ
や

ろ
う
と
云
っ
て
い
た
が
、
果
し
て
世
界
の
経
済

は
動
き
指
導
権
も
移
り
、
彼
の
ド
イ
ツ
青
年
の

云
っ
て
い
た
通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

然
し
十
年
前
を
振
り
返
っ
て
思
う
に
、
も
し

立
場
が
逆
に
な
り
、
ド
イ
ツ
青
年
が
日
本
に
来

て
い
た
ら
、
こ
の
様
な
考
え
や
言
葉
が
日
本
の

青
年
の
口
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
青
年
に
聞
こ
え
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
疑
問
と
云
う
よ
り
、
む
し
ろ
不
可
能

で
あ
っ
た
ろ
う
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
戦
後
の
教

育
の
根
本
的
な
ス
タ
ー
ト
が
違
う
か
ら
だ
。

日
本
の
事
情
は
先
に
書
い
た
の
で
、
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の
町
で
ひ
ろ
っ
た
事
を
書
い
て
み
ま
す
。

そ
れ
は
世
界
的
に
有
名
な
港
町
か
ハ
ン
プ
ル

グ
。
で
の
事
で
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
で
港
の
運
河

ぞ
い
に
走
っ
て
行
く
と
公
園
の
道
に
面
し
た
所

に
大
き
な
銅
像
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
が
あ

ま
り
に
も
奇
体
な
の
で
興
味
を
持
ち
車
か
ら
お

っ
て
し
ば
ら
く
見
て
い
た
。

そ
れ
は
十
数
名
の
兵
隊
の
行
進
の
図
で
あ
る
。

顔
は
い
ず
れ
も
若
い
の
だ
が
全
く
疲
れ
た
格
好
a

を
し
て
い
る
。
い
ま
に
も
く
ず
れ
そ
う
な
、
で

も
た
お
れ
て
は
い
な
い
の
だ
と
自
分
に
い
い
き

か
せ
て
い
る
様
な
、
背
中
に
背
負
っ
た
背
嚢
を

重
そ
う
に
肩
に
喰
い
こ
ま
せ
て
い
る
。
あ
る
者

は
そ
の
ハ
イ
ノ
ウ
を
、
い
や
銃
迄
も
ぶ
ら
さ
げ

る
者
や
引
き
づ
っ
て
い
る
者
又
、
傷
つ
い
た
の

か
、
友
の
肩
に
す
が
っ
て
い
る
者
も
あ
り
、
い

や
両
ひ
ざ
を
折
つ
て
は
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か

し
そ
の
行
進
は
あ
く
ま
で
も
続
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
皆
の
顔
に
は
苦
痛
の
色
が
な
い
。
む

し
ろ
目
が
生
々
と
、
あ
る
中
天
を
見
詰
め
て
い

る
の
だ
。
皆
同
じ
視
線
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
大
き
な
レ
リ
ー
フ
を
見
て
以
来

胸
に
や
き
つ
い
て
今
で
も
忘
れ
な
い
。
一
九
五

O
年
に
作
ら
れ
た
物
だ
。
台
座
に
文
字
が
書
か

れ
て
い
る
。

「
設
の
カ
も
借
り
な
い
、
我
々
の
国
は
我
々
の

カ
と
努
力
で
築
き
あ
げ
る
の
だ

H4『
そ
れ
が
行

先
に
、
い
か
な
る
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
未
来
に

向
っ
て
進
も
う
。
ド
イ
ツ
国
家
の
繁
栄
は
我
々

の
肩
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ド
イ
ツ
国
家

万
オ
』
。

こ
の
様
な
事
が
書
か
れ
て
い
た
。

一
九
五

O
年
と
い
え
ば
戦
争
に
負
け
て
五
年

目
で
あ
る
。
当
所
は
ま
だ
占
領
統
治
下
に
あ
っ

た
筈
だ
が
、
す
で
に
こ
の
様
な
事
で
ド
イ
ツ
魂

を
育
て
て
来
た
の
だ
。

又
あ
る
時
ド
イ
ツ
の
女
性
と
話
を
す
る
機
会

が
あ
っ
た
。
そ
の
女
性
は
私
の
目
か
ら
み
て
も

流
行
遅
れ
を
感
じ
き
せ
る
毛
皮
の
コ
ー
ト
を
着

て
い
た
。
よ
く
戦
前
の
映
画
で
み
る
一
一
屑
の
イ
カ

ツ
タ
丈
の
長
い
あ
れ
で
あ
る
。

つ
い
私
は
な
ん
と
な
く
不
思
議
そ
う
に
彼
女

の
コ

l
ト
を
み
て
い
た
ら
、
気
が
付
い
た
ら
し

「
こ
の
コ
ー
ト
は
珍
ら
し
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ

は
私
の
母
が
必
嫁
に
来
る
時
に
祖
母
の
愛
用
し

て
い
た
も
の
を
貰
っ
て
来
た
そ
う
で
、
品
物
が

よ
く
て
、
ま
だ
着
ら
れ
る
の
で
私
が
貰
っ
て
着

て
い
る
の
で
す
。
当
時
は
高
か
っ
た
そ
う
で
す

よ
。
今
で
も
仲
々
手
に
入
ら
な
い
し
、
こ
の
コ

ー
ト
に
は
祖
母
や
母
の
思
い
出
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
私
は
こ
の
コ

l
ト
が
と
て
も
好
き

で
す
」

と
彼
女
は
屈
託
の
な
い
顔
を
し
て
話
し
て
く
れ

た
。
私
は
以
前
の
日
本
に
は
よ
く
あ
っ
た
様
な

話
を
ド
イ
ツ
の
女
性
か
ら
聞
い
て
、
当
り
前
の

よ
く
あ
る
話
な
の
に
い
た
く
感
心
し
た
。

そ
れ
は
同
じ
年
頃
の
女
性
か
ら
聞
い
た
せ
い

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
今
の
日

本
は
消
費
経
済
大
国
と
か
で
安
い
も
の
を
、
色

や
ス
タ
イ
ル
に
ま
か
せ
て
ド
ン
/
¥
買
替
え
て
、

流
行
が
す
た
る
と
、
簡
単
に
処
分
し
て
し
ま
う

様
な
、
う
す
っ
ぺ
ら
な
品
物
が
多
く
な
っ
た
今

日
を
見
、
矢
張
り
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
い
思
い

が
し
た
の
だ
。

こ
う
い
う
所
に
も
古
い
日
本
の
伝
統
文
化
を

平
気
で
破
壊
す
る
基
が
あ
る
様
な
気
も
す
る
。

愛
国
心
と
か
国
を
護
る
、
又
は
、
国
防
と
い

う
言
葉
を
口
に
出
す
と
、
す
ぐ
右
翼
と
か
、
軍

国
主
義
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま

う
今
日
此
の
頃
の
社
会
風
潮
は
全
く
お
か
し
い
。

我
々
お

E
に
身
の
回
り
に
あ
る
文
化
を
保
存
し
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ょ
う
と
努
力
す
る
こ
と
も
又
、
我
々
日
々
の
生

活
を
互
に
助
け
合
い
注
意
し
あ
う
事
も
愛
国
心

の
現
わ
れ
か
ら
で
る
共
存
精
神
な
の
だ
。

も
し
そ
れ
を
外
か
ら
破
壊
、
あ
る
い
は
愚
か

と
思
う
動
き
、
又
は
行
動
が
あ
れ
ば
、
当
然
国

民
が
一
つ
に
な
っ
て
断
回
戦
う
の
は
当
り
ま
え

で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
は
じ
め
て
共
存
共
栄
で

あ
り
自
由
あ
る
真
の
民
族
の
道
統
が
守
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
本
に
獅
子
文
六
氏
が
こ
ん
な
事
を
書
い

て
い
た
。

『
自
分
の
力
で
自
分
の
国
を
護
る
と
い
う
、
こ

ん
な
当
り
前
の
理
屈
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
は
好
戦
的
だ
と
か
、
軍
国
主
義
だ
と

一
広
う
。
こ
ん
な
不
思
議
な
事
は
な
い
。
』

と
あ
っ
た
が
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。

元
来
日
本
人
は
協
調
性
の
あ
る
民
族
の
は
ず

な
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
あ
た
か
も
流
行
が

す
た
れ
る
如
く
協
調
性
が
な
く
な
り
、
最
近
に

至
つ
て
は
核
家
族
等
と
云
う
外
来
生
活
が
流
行

し
、
家
庭
の
中
迄
が
細
分
化
さ
れ
だ
し
た
。
こ

の
ま
も
ほ
お
っ
て
置
く
と
民
族
の
道
統
や
伝
統

は
受
け
つ
が
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
大

袈
裟
に
云
わ
な
く
て
も
、
例
え
ば
卑
近
な
例
を

上
げ
る
な
ら
、
母
親
の
作
る
味
噌
汁
の
味
は
う

ま
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
味
で
育
っ
て
来

た
か
ら
で
何
の
不
思
議
も
な
い
。
し
か
し
そ
の

味
を
永
遠
に
味
わ
い
た
い
と
思
う
な
ら
、
や
は

り
母
親
に
嫁
を
仕
込
ん
で
貰
わ
な
い
と
、
そ
の

味
は
う
け
つ
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
そ
こ
に

家
庭
の
和
が
出
来
、
そ
し
て
社
会
の
輪
が
出
来

て
、
国
の
和
が
生
れ
る
の
だ
。

日
本
人
は
元
来
魂
の
ふ
れ
合
い
に
依
っ
て
今

日
迄
の
歴
史
を
築
い
て
来
た
の
で
決
し
て
皮
膚

の
ふ
れ
合
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

昔
、
菅
原
道
真
は
い
う
。
和
魂
漢
才
と
。

そ
し
て
明
治
の
人
西
郷
従
道
は
云
っ
た
。
和

魂
洋
才
と
。

そ
の
魂
を
見
失
い
、
あ
る
い
は
す
で
て
し
ま

っ
た
ら
日
本
人
が
日
本
人
で
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

い
や
そ
れ
だ
け
で
な
く
日
本
の
国
が
減
ぴ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
見
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
そ
の
魂

こ
そ
我
々
日
本
人
に
最
も
大
切
な
大
和
魂
な
の

で
あ
る
。

先
に
書
い
た
新
し
い
道
大
講
演
会
の
時
、
『
伊

勢
神
宮
』
と
云
う
映
画
を
み
て
筆
者
は
心
あ
た

た
ま
る
も
の
を
感
じ
た
。

η 

そ
れ
は
御
遷
宮
造
営
に
使
用
さ
れ
る
建
築
材
、

す
な
わ
ち
神
木
を
木
曽
の
山
奥
よ
り
き
り
出
し
て

伊
勢
迄
運
ぶ
時
の
事
で
あ
る
。
本
来
は
木
曽
川

の
水
面
に
流
し
て
運
ぶ
そ
う
で
あ
る
が
色
々
河

川
の
都
合
や
ダ
ム
が
つ
く
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ

も
な
ら
ず
、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
道
す
が
ら
各
村
々
や
町
々
に
よ
っ
て
お
祭

り
を
し
な
が
ら
通
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
村
の
、

田
畑
の
中
に
通
る
湛
に
き
し
か
、
る
と
、
お
百

性
さ
ん
が
鍬
を
持
つ
手
を
休
め
、
か
ぶ
っ
た
手

ぬ
ぐ
い
や
む
ぎ
わ
ら
帽
子
を
と
っ
て
深
々
と
頭

を
下
げ
る
姿
を
見
て
胸
が
詰
ま
る
思
い
が
し
た
。

そ
れ
は
全
く
自
然
で
な
ん
の
こ
だ
わ
り
も
な

く
、
そ
う
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
又
、

あ
り
が
た
い
の
だ
と
云
わ
ん
ば
か
り
に
、
そ
の

姿
は
本
当
に
素
朴
で
あ
り
、
日
本
人
に
忘
れ
か

け
た
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
様
な
気
が
し
た
。

今
日
の
日
本
は
情
報
文
化
の
発
達
の
し
す
ぎ

で
、
都
会
の
人
間
程
色
々
な
事
を
知
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
あ
ま
り
必
要
で
な
い
も
の
が
多
す
ぎ
機

械
的
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
田
舎
の
素

朴
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

然
し
そ
の
素
朴
な
農
民
の
祈
り
を
み
た
時
、

日
本
は
ま
だ
少
し
の
聞
は
大
丈
夫
だ
と
感
じ
て
、
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無
性
に
胸
に
熱
い
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。然

し
現
代
の
情
報
公
害
は
ど
の
様
な
山
奥
で

あ
っ
て
も
日
本
の
隅
々
迄
す
で
に
侵
食
し
は
じ

め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
刻
の
猶
予
も
な
ら
な

い
。
こ
の
ま
こ
+γ
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
ら
国
が

亡
ぴ
て
し
ま
う
。
日
本
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
を
知
っ
た
時
起
き
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
何
か
を
す
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

然
し
そ
の
何
か
を
ど
う
す
る
か
、
又
、
ど
う

す
べ
き
か
を
問
う
前
に
、
そ
れ
を
完
全
に
遂
行

す
る
事
の
出
来
る
自
分
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
思
い
が
あ
っ
て
も
、
思
い
だ
け
で
は
し

ょ
せ
ん
絵
に
か
い
た
餅
み
た
い
な
物
で
あ
る
。

実
際
に
手
に
と
り
、
形
、
色
合
い
、
味
わ
い

を
知
ら
ね
ば
人
に
知
ら
せ
る
事
は
出
来
な
い
の

で
す
。
自
分
だ
け
が
助
か
る
一
人
よ
が
り
で
は

駄
目
で
あ
る
。
一
人
で
も
多
く
の
人
に
知
ら
せ

助
け
ね
ば
国
が
亡
ぴ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
国

は
一
人
の
為
に
あ
る
の
で
は
な
く
民
族
の
為
に

あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
国
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
日
本
人

で
あ
り
自
分
な
の
で
あ
る
。
自
分
一
人
で
は
国

が
支
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
も
一

人
一
人
の
持
ち
味
を
生
か
し
て
大
勢
の
力
を
合

わ
せ
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
新
し
い
道
」
は
そ
の
為
に
あ
り
、
又
天
人

女
史
は
そ
れ
を
知
ら
せ
る
為
に
、
お
生
ま
れ
に

な
り
、
今
日
あ
る
の
で
す
。
人
間
に
は
我
を
生

か
す
息
の
こ
も
と
が
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
天
人
女
史
に
依
っ
て
始
て
魂
の
真
の
所

在
が
わ
か
る
の
で
す
。

そ
れ
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
持
ち

味
を
発
揮
す
る
事
が
出
来
る
の
で
す
。

そ
の
魂
を
磨
く
こ
と
を
教
え
込
ん
で
下
さ
る

こ
と
の
出
来
る
人
は
天
人
女
史
を
お
い
て
他
に

絶
対
に
な
い
の
で
す
。

日
本
の
国
は
単
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ

い
ろ
の
味
が
集
っ
て
こ
そ
の
日
本
の
固
な
の
で

す
。
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
を
必
要
と
し
ま
す
。

そ
の
為
に
苑
主
先
生
は
八
十
オ
の
老
掘
に
鞭
打

っ
て
皆
様
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
す
。
も
し

読
者
、
あ
な
た
が
大
和
魂
を
持
っ
た
日
本
人
、

現
在
の
日
本
を
憂
え
て
い
る
日
本
人
で
あ
る
な

ら
ば
、
来
た
り
て
見
よ
天
の
場
へ
、
そ
し
て
、

天
人
女
史
に
お
会
い
頂
い
た
ら
、
必
ず
や
本
当

の
事
が
解
る
で
し
ょ
う
。

新
し
い
道
は
日
本
の
国
を
建
て
替
え
る
真
の

道
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
為
に
働
く
真
の
日

本
人
の
集
り
な
の
で
す
。
道
友
一
人
/
¥
が
伊

勢
路
に
向
う
か
が
り
火
を
持
つ
の
で
す
。
そ
の

光
こ
そ
は
国
を
救
う
の
で
す
。

天

照

ら

す

神

の

御

光

あ

り

て

こ

そ

我
が
日
の
本
は
く
も
ら
ぎ
り
け
れ

(
明
治
天
皇
御
製
)

(
昭
和
四
十
七
年
一
月
元
旦
記
す
)
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む
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は
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去

今
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人
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な

れ

み

た

ま

は

そ

れ

を

め

で

て

や

る

ぞ

よ

道
グ〉

子
σ〉
祝ほ
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は歌主

(小ちに

新き今

広空きわ
島 z園Zせ
25時首

松の代ふ

田余なら
一興らる
重pσ) ;1"， 

香壁一

昭
和
四
十
六
年
十
月
十
五
日

東

海

末

竹

直

一朝
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あ

評

論

さ

吉
岡

助

之

竹
の
絵
の
下
に
、
古
歌
が
ひ
と
つ
書
か
悦
℃
あ
っ
た
。

一、，ノ
V

起
き
の
び

T

た
お
さ
れ
し

歌
の
意
は
、

竹
に
雪
が
か
〉
っ
て
、
竹
は
大
き
く
し
な
い
で
い
る
。
雪
に
よ

っ

て
た
お
さ
れ
て
い
る
竹
は
、
め
ぐ
り
く
る
春
に
は
自
然
に
起
き
、
そ

し
て

「
段
と
伸
び
る
が
、
の
し
か
注

っ
て
い
る
雪
は
あ
と
か
た
も
な

』

司

¥

弘

、

く
消
え
失
せ
て
し
ま
う
c

t

、

あ
る
知
人
共
こ
均
一m
rhりて、
「負
け
る
が
勝
ち
」と
受
け
と

っ
た
。

あ
る
友
人
は
、
よ
苦
を
喜
べ
」
と
解
し
た
。

1
4あ
る
人
は
、
4

「
忍
従
」
と
読
ん
だ
。

'

e

F

R

J

F

 

い
ず
れ
の
位
ス
け
を
り
方
も
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。
た
し
か
に

「伸

、J
H

び
る
前
の
ひ
と
か
ベ
み
」
と
受
け
と
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
で
い
い
と

思
え
る
。

/
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H

た
お
さ
れ

だ
が
、
J

こ
れ
」
勺
の
受
け
と
り
方
の
支
点
は
い
ず
れ
も

，

e

'

d

 

し
竹
H

に
「
私
]
企
置
い
て

J

の
受
け
り
」り
で
あ
る
。
内
竹
H

を
中
心

に
し
て

1

N

品?

を
従
に
し

X
い
る
。
だ
か
ら
d
苦
H

が
連
想
さ
れ

d

F

F

E

A

R

A

，Fd

司

aa

る
の
で
わ
め
ず
o
y今
日
迄
の
宗
教
の
修
行
が
そ
う
で
あ
る
。
努
力
主
義

で
あ
り
、

お

伊

む

だ
よ
し

そ
れ
で
は

H

た
お
せ
し
雪
印

ャ「
ノ
。

に
支
点
を
置
い
て
受
け
と

っ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ

山た
お
せ
し
雪
H

に
自
分
を
置
い
て
考
え
て
み
る
と
、
「
何
々
せ
し
」

と
い
う
行
為
の
す
べ
て
が
、
あ
と
か
た
も
な
し
と
受
け
と
れ
る
。
此



処
に
自
己
の
行
為
の
む
な
し
さ
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
悪
、

長

短
、
陰
陽
の
相
対
を
超
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

十
Z
毛る
e
か
ぜ

し
か
し
こ
の
受
け
取
り
方
に
は

H

虚
無
作
の
隙
風
が
入
り
込
む
。

下
手
を
す
る
と
野
狐
弾
に
堕
す
る
。

た
お
さ
れ
し
竹
に
も
、
た
お
せ
し
雪
に
も
支
点
を
置
か
ず
、
又
そ

の
い
ず
れ
に
も
支
点
を
置
く
の
で
あ
る
。

竹
も
、

雪
も
、
い
ず
れ
も
が
同
根
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
竹
は

め
ぐ
る
春
の
季
節
ま
で
、
自
然
の
な
す
ま
、
に
喜
ん
で
冬
を
生
き
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

俗
に
云
う
「
背
に
腹
は
変
え
ら
れ
ん
」
と
。
も

っ
と
も
な
事
で
あ

る
。
だ
が
新
し
い
道
は

H

背
に
腹
を
変
え
る
山
道
で
あ
る
。
そ
れ
が

ど
う
し
て
出
来
る
か
と
い
え
ば
、

t
h
Fれ
止

苧
も
、
起
き
の
び
る
事

よ
;

も
、
す
べ
て
自
然
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
絶
対
と
い
い
、
人

よ
り
以
上
と
云
う
の
で
あ
る
。

竹
の
雪
は
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
人
生

の
苦
と
受
け
と
る
が
故
に
、
人
は
苦
楽
の
相
対
に
迷
う
の
で
あ
る

O

N

苦
H

と
は
何
か
。
古
い
草
の

こ
と
で
あ
る
。
即
ち

H

苦
げ
と
は
山根

H

の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

H

竹
H

も
H

雪
H

も
同
じ

H

根
H

か
ら
出
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
こ
と
を
よ
く
知

っ
て
次
の
天
人
女
史
の
お
言

葉
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

人
間
に
苦
し
み
の
度
合
を
高
め
た
ら
、
き
っ
と
己
が
出
す
ぎ
る
と
は
、

何
と
修
養
の
な
い
し
る
し
で
す
。

人
間
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
も
の
は
な
い

人
間
ほ
ど
苦
を
に
げ
る
も
の
は
な
い

苦
は
自
分
で
さ
か
し
て
せ
よ

苦
は
人
の
も
の
ま
で
せ
よ

苦
は
考
え
ず
に
せ
よ

苦
は
あ
た
っ
て
や
ぶ
れ

苦
は
実
行
と
い
う

苦
を
知
っ
た
ら
、
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に
が
さ
ん
人
聞
が
大
成
す
る

特首

を

苦
を
し
ら
な
い
と
し
る
と
で
、
人
間
の
あ
ま
さ
が
ち
が
う
。

人
聞
が
あ
ま
い
と
苦
を
し
ら
な
い
人
と
い
う
。
人
聞
が
苦
を
よ
ろ
こ

ぶ
の
は
よ
ほ
ど
通
れ
る
自
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
自
信
は
ど
こ
に
あ
る
。
己
れ
に
あ
る
。
己
れ
が
あ
っ

た
ら
き
っ
と
己
れ
に
勝
て
る
己
れ
を
つ
く
る
。

こ
れ
か
人
生
の
「
ご
く
」
で
あ
る
。

(
向
教
の
泉
H

昭
和
三
十

一
年
七
月
八
日
十
四
巻
)



ド
ナ
yレ

• 
カ

l
チ
ス
著

「
黄

金

の

橋
L 

ドナル ド・力一チス樽土

一
昨
年

(一

九
七

O
年
)
の
秋
、
太
平
洋
を
越
え
て
来
日
し
、

忙
し

い
講
演
旅
行
の
日
程
を
割
い
て
、
「
新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
」

を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
米
人
哲
学
博
士
が
あ
っ
た
。
(
「
あ
さ
」

叩
号

参
照
)

そ
の
ド
ナ
ル
ド

・
カ
l
チ
ス
博
士
の
新
刊
の
書
物
が
、
松
木
天

村
先
生
に
贈
ら
れ
て
来
た
。
立
派
な
装
械
の
本
で
、
表
紙
カ
バ
ー

に
は
、
太
陽
に
向

っ
て
荒
波
を
越
、
え
て
楠
が
か
3

っ
て
い
る
図
柄

が
、
金
色
と
黒
で
描
か
れ
て
い
る
。
表
題
は
、

↓
z
pEg
pE関市
・

「
黄
金
の
橋
」
サ
ブ

・
タ
イ
ト
ル
に
は
「
日
常
生
活
に
お
け
る
心

の
科
学」

と
あ
る
。

博
士
は
学
者
で
あ
り
思
想
家
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
深
遠
な
真
理

を
説
く
の
で
は
な
く
、
極
く
普
通
の
日
常
生
活
の
中
で
、
如
何
に

生
き
た
ら
し
あ
わ
せ
に
な
れ
る
か
を
説
く
。
そ
の
た
め
の
「
心
」

- 76ー
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の
持
ち
方
を
具
体
的
に
或
は
科
学
的
に
指
導
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
拠
り
所
は
聖
者
の
言
葉
で
あ
り
、
味
付
け
は
博
士
の
学
識
と
豊

か
な
人
生
経
験
で
あ
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
笑
に
う
ま
く
行
っ

て
い
る
た
め
に
、
陣
士
は
自
分
で

一
つ
の
教
会
を
持
っ
か
た
わ
ら
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
に
も
自
分
の
番
組
を
持
ち
、
多
く
の
著
書
も
出

し
て
、
こ
の
宗
教
的
人
生
相
談
と
も
い
う
べ
き
分
野
で
成
功
し
て

お
ら
れ
る
。

本
書
の
骨
子
は
、
お
そ
ら
く
、
ロ
叶
ン
ゼ
ル
ス
の
放
送
局
か
ら

十
年
以
上
に
も
わ
た

っ
て
放
送
さ
れ
た
「
み
ち
た
り
た
生
活
へ
の

黄
金
の
僑
」
と
い
う
同
士
の
ラ
ジ
オ
番
組
に
由
来
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る
。

序
文
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
こ
の
本

の
目
的
は
単

に
読
ん
で
も
ら
う

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
よ
く
理
解
し
吸

収
し
て
、
示
さ
れ
て
い
る
通
り
に
生
活
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
本
の
中
に
あ
る
理
念
を
、
あ
な

た
の
潜
在
意
識
の
中
に
ま
で

よ
く
惨
透
さ
せ
な
さ
い

。
書
か
れ
て
い
る
方
法
と
示
唆
に
従
い
な

さ
い
。
く
り
返
し
/
¥
そ
れ
が
自
分
の
も
の
と
な
る
ま
で
努
力
し

な
さ
い

。
新
し
い
人
生
は
あ
な
た
の
も

の
と
な
り
ま
す
。」
更
に
第

一
章
に
は
「
私
達
の
研
究
の
対
象
は
、

一
番
よ
く
分
っ
て
い
る
筈

の
私
達
自
身
で
す
。
そ
の

研
究
の
た
め
に
は
、
た
だ

一
つ
の
場
所

た
だ

一
つ
の
時
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
今
と
い
う

こ
の
時
間

こ
こ
と
い
う

こ
の
場
所
で
す
。
私
達
の
探
し
求
め
て
い
る
答
は
、

- 77一
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私
達
自
身
の
奥
深
い
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
来
ま
す
。」

と
。

本
文
二
百
頁
余
り
の
本
書
の
内
容
を
要
約
す
る
の
は
難
し
い
の

で
、
あ
る
箇
所
の
抄
訳
を
も
っ
て
そ
れ
に
代
、
え
た
い

。

(
第
九
章
よ
り
)

「
私
に
は
別
に
問
題
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
よ
、
カ
ー
チ

ス
先
生
。」
万
事
仕
事
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
実
業
家
は
私
の
机
の

前
に
坐
る
な
り
そ
う
云
っ
た
。

「
そ
り
ゃ
結
構
で
す
ね
。
私
も
気

分
が
ス
カ
ッ
と
し
ま
す
よ
。
何
し
ろ
私
の
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
る
人

の
大
半
は
い
っ
ぱ
い

悩
み
を
抱
え
て
い
る

の
で
す
か
ら
。」
「
笑
は

私
も
そ
の

一
人
で
す
。」

「
で
も
あ
な
た
は
た
っ
た
今
・I
l
i
-
-
a

s

。」

「
そ
う
で
す
、
困
っ
た
問
題
は
な
い
と
い
も
ま
し
た
。
仕
事
は
順

調
で
す
。
家
庭
に
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
り
た
い
こ
と
を
す

る
時
間
も
充
分
あ
り
ま
す
し
、
で
も
、
:
」
先
を
読
け
る
の
を
恥

じ
る
か
の
よ
う
に
云
い
淀
ん
で
神
経
質
に
笑
っ
た
。

「
そ
れ
で
?
」

私
は
先
を
促
し
た
。

「
そ
れ
で
も
ま
だ
、
私
は
し
あ
わ
せ
で
は
な

い
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
問
題
は
何
で
し
ょ
う
か
?
カ
|
チ
ス
先

生
。」
「
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。
も

っ
と
詳
し
く
話
し
て
下
さ
い

・

」

彼
の
話
は
、
私
が

二
十
年
程
も
人
生
相
談
を
し
て
来
て
多
く

の

人
か
ら
聞
い
た
悩
み
と
同
じ
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
は
成
功
の
ジ
レ

ン
マ
に
悩
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
こ

れ
は

二
千
年
前
の
偉
大
な
指

導
者
(
キ
リ
ス
ト
)
が
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
云
っ
て
お
ら
れ
る
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「人、

の

と

同

じ

事

柄

で

あ

る

。

全

世

界

を

得

る

と

も

、

ま
し
い
を
失
わ
ば
、
何
の
益
あ
ら
ん
。
」
と
。

た
し
か
に
、
こ
の
実
業
家
は
自
分
自
身
を
見
失
っ
て
い
た
。
成

功
と
物
質
的
な
豊
か
さ
を
求
め
て
、
遮
二
無
二
自
分
を
駆
り
立
て

、
来
て
、
根
本
的
な
価
値
を
見
失
っ
た
の
で
あ
る
。
楓
刺
漫
画
の

モ
デ
ル
と
な
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

事
業
に
成
功
し
た
富
裕
な
こ
の
中
年
の
笑
業
家
は
、
自
分
の
こ

の
悩
み
以
外
に
関
心
が
な
い
か
の
よ
う
に
、
う
つ
ろ
な
目
を
し
て

坐
っ
て
い
た
。

「
主
人
を
見
て
や
っ
て
下
さ
い

1
」

実
業
家
夫
人
が
叫
ん
だ
。
「
主
人
は
長
年
仕
事
以
外
は
何
も
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
彼
は
も
が
き
た
、
か
い
な
が
ら
、
一
人
で
自
分
の

道
を
進
ん
で
い
っ
た
の
で
、
だ
れ
も
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
で
し
た
。
主
人
は
自
分
の
や
り
方
で
成
功
を
も
ぎ
と
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
、
少
し
も
そ
れ
を
喜
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
」

こ
の
深
刻
な
悩
み
に
対
す
る
処
方
と
し
て
、
博
士
は
人
生
の
妙

薬
と
し
て
の
「
愛
」
を
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
説
か
れ
る
の
で
あ

る
が
長
く
な
る
の
で
割
愛
す
る
。

最
後
に
筆
者
の
願
い
と
し
て
、
表
紙
に
捕
か
れ
た
「
黄
金
の
橋
」

が
、
世
界
救
済
の
た
め
に
日
本
か
ら
太
平
洋
を
越
え
て
架
け
ら
れ

る
目
に
見
え
ざ
る
橋
の
象
徴
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

(以
上
)

- 79ー
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訳
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誠
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野

一
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孔

ん

E
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十
一
見
!

十

本

サ

日

ナジ

夜、はこれまで何度も旅行しましたが、その大抵は色々な意味で私には

意義深いものでし た。然し、 1971年秋の日本旅行は、それまでのどの旅

行よりも、審美的にも、智的にも、精神的にも、多くの点で実り多きも

のでした。

最初に11要を落ちつけたのは東京でした。東京にいるのは、ニュ ヨー

ク、シカゴ、そ の他ア メリカ西部の大都会にいるのと 、諸々の点に於て

は、勿論何等の変りもありません。東京にも、地下鉄、高速道路、交通

地獄と排気ガス、超高層ビル、絶え間ない道路工事、ひどい飲料水、 ス

モッグ、耳を聾する騒音があります。然しいくらか違ったところもあり

ます。近代工芸技術のっくり出したものとそれによる不利益にも拘らず、

東京には世界中どこにも見られないような日本の特性が桟っています。

間もなく、それは東京だけではなく、日本国中至る所でそうであること

が分ったのですが。

それは先ず第一に、独得の風習というか、珍しい習慣というか、ほん

の些細な事柄に見出されるのです。その中で特に印象づけられた二つの

事柄はやおしぼり山の使用と、家に入る時に靴をJBtぐという風習でした。

令おしぼりホという のは、熱い濡れタオルを巻いたもので、大きさはア

メリカ人の使う洗面布よりは普通一寸大きなものです。それは食事やお茶

の前、レストランでは顧客に、家庭では訪問客に出されます。列車や飛

- 80ー



JAPAN AS 1 SAW IT 

1 have made many journeys in my life， and most of them were 

meaningful to me in one way or another. However my trip to 

Japan in the fall of 1971 was in many ways more rewarding --

aesthetically， intellectually， and spiritually --than any νrevious 

trip 1 had ever taken. 

My first stop was in Tokyo. ln some respects， of course， a 

stay in Tokyo is no different from a stay in New York， Chicago， 

or any other big western city. Tokyo has subways and freeways， 

traffic jams and exhaust fumes， skyscrapers and perpetual road 

construction， abominable drinking water， smog， and deafening noise. 

Yet somehow there is a difference. Despite all the devices and 

the disadvantages of modern technology， Tokyo --and all Japan， 

as 1 soon found --still retains a distinctive Japanese quality not 

to be found elsewhere on this planet. 

lt is to be found first of all in little things: in distinctive cus:-

toms and unique observances. Two of these which impressed me 

in particular were the use of oshiboris and the custom of taking 

off one's shoes when entering a house. The oshibori is a rolled 

up， hot， wet towel (a little larger， usually， than an American face 

c!oth) --which is served to patrons in restaurants or guests in 

a house before they start to eat or to drink tea， and on trains 

and planes shortly after the journey begins. Usually the oshibori 

- 81ー



行機の場合には出発後間もなしにです。普通、おしぼり、はそれを載せ

るのにふさわしくデザインきれた、技編み細工の、小さな容器に載せて

出されます。

それは暑い日でも寒い日でも、サッパリとした気分にしてくれる、有

難くて、楽しみなものです。私などは、よその国でも真似てほしいと思

っています。家に入る前に靴を脱ぐということについて言うと、これは

他に類のない、日本的な甚だ気の利いた風習です。坐りもし、食べもし、

寝もする畳敷の床の上へ、街路の土や壌をくっつけたままの足を運んで

よいでしょうか?これらの日本の風習の共通の基盤は、言うまでもなく、

日本人の締麗好きです。

滞在の初期に印象づけられたもう一つのことは、ほんの一寸した買物

をLても包んでくれる紙の美しきでした。色彩豊かな、想像力に富んだ

デザインは凡ゆる庖の包装紙を特徴あるものにしています。で、私はそ

れを捨てるに忍ぴず、又事実、捨ててしまえませんでした。帰途の私の

旅行鞄は、買い物や、人からの沢山な贈り物のせいだけでなく、自分の

包みと友人の包みから蒐集した包装紙のコレクションのために、前より

は可成り重くなっていました。

それから日本人の花好きがあります。ところが、日本の庭園は、普通

イギリスやアメリカの庭園のように花が一杯植えられている訳ではなく、

自然のままの豊富さで多種多様のものが植わっているのに気付きます。然

し、殆どどのタクシーにもパスにも計器板の所に小さな花活けがあって、

一輪か時には二輪の花が活けてあります。そして、殆どの家庭には床の
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is served in a small wicker receptacle designed for the purpose. 

Both on hot days and cold， it is a welcome and refreshing 

comfort， which I for one would like to see other countries adopt. 

As for taking off one's shoes before entering a house， this is a 

uniquely Japanese and eminently sensible custom. Why should 

one track the dirt and grime of the street on to tatami-covered 

floors where one sits， eats， and sleeps? The common denominator 

of both these Japanese customs is， of course， the Japanese love 

of cleanliness. 

Another thing that impressed me early in my stay was the 

beauty of the paper in which the simplest purchase is wrapped. 

Colorful.， imaginative designs characterize the wrapping paper of 

all the shops; and I found it difficult， in fact， impossible， to discard 

them. My luggage on the trip home was considerably heavier 

than before， not only because of the purchases I had made and 

the generous gifts I had received， but because of the collection 

of wrapping papers I had accumulated both from my own packages 

and those of my friends. 

Then there is the Japanese love of flowers. Japanese gardens， 

actually， are not usually as flower-filled as English or American 

gardens， where one often finds many varieties in wild profusion. 

But in almost every taxi and bus there is a small vase on the 

dashboard， containing one and sometimes two blossoms. And in 
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聞があります。床の間というのは家の中でも格のある場所で、そこには

簡素な芸術品や、日本古来の華道の原則に則って創作きれた美しい活け

花が展示されます。

要するに、日本人は自然美というものに敏感で、幾世紀もの聞に感ず

き、学んだことを通して、その美を色々な方法で活かすことの出来る、

芸術的な国民なのです。日本人の清潔さ、芸術|生、自然尊重といったこと

のこれらの現われが、離れ離れの相互関聯のないものではないというこ

と、また、日本人の歴史や気質の単なる偶発的なものではなくて、むしろ、

日本人の、生命というものについての宗教観に深〈根ざしているという

ことに鋭敏に気付くようになったのは、この度の旅行に於てでした。

この宗教観は、 4世紀に支那を経由して印度から輸入された仏教と、

もっと古い生えぬきの信仰である神道とが入り混ったものです。この二

つの何れが日本人の性格に、より大きな影響を与えたかを言うことは、

丁度太陽と雨のどちらか桜桃の果樹園に、より一層効果があったかを言いな

さいというのと同じで、おそらく非常にむつかしいことでしょう。然し、

私は神道の方が、より一層深く より一層凡てに浸透していると思いま

す。

東洋の宗教は今日では、西欧人それも特に若い人に可成りよく知られ

るようになって来ました。 然し、 神道はとても仏教程に読まれてはい

ませんでした。そして、実を申しますと、私も極<'最近まで、神道につい

ては殆ど全く知らなかったということを白状しなければなりません。

私はある時期暫く仏教の基本的な考えに親しんだことがありましたが、
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almost every home there is a tokonoma --a place of honor where 

a single art object is displayed， and a beautiful flower arrangement， 

made according to the principles of the ancient Japanese art of 

flower arranging. 

The Japanese， in short， are an artistic people， sensitive to the 

beauty of nature and capable， through centuries of awareness 

and study， of rendering in many ways. 

It was on this trip that 1 became acutely aware of the fact 

that these expressions of cleanliness， artistry， and nature apprecia-

tion were not isolated or unrelated phenomena， that they were not 

mere accidents of history or temperament， but rather deeply 

rooted in the Japanese religious outlook on life. 

This outlook is a composite of Buddhism --which was imported 

from India by way of China in the 4 th century --and Shinto， 

which was the more ancient， native faith. It would probably be 

very difficult to say which of the two has had the greater effect 

on the Japanese character --as difficuIt as to say whether the sun 

or the rain has had more effect on a cherry orchard. But 1 would 

suspect that Shinto has been deeper and more all pervasive. 

Eastern religions are becoming fairly well known to westerners 

these days， particularly to the youth. Shinto， however， has not 

been nearly as much read about as Buddhism， and 1 must confess 

to an almost total ignorance of it until very recently. 
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その膜想的な修行は有益なものだと思いました。私の考えは、我欲を滅

するというその中心の教えにある程度影響を受けました。ソクラテスは

アテネの市場の中を通りながらもこの世の中には何と欲しくもないもの

が多いことか、と言ったということです。ソクラテスは仏陀については

恐必〈何も聞いてはいなかったでしょうが、この表白には仏教的な香り

があります。私もデパート、特に東京は銀座の幻想的なデパートの中を

歩きながら、しばしばその言葉を私自身に繰り返しました。

仏教は心理学的洞察に於ては深遠な、道徳観に於ては高尚な、偉大な

宗教です。然し、少くとも普通英訳で紹介されている限りに於ては、それ

は柳ケ浮世離れがしているような気がするのです。 執このうたかたの世

は災難や苦悩に満ちている、 と仏教徒はいいます。¥¥それなるが故に、

それを断ち切り、それから解脱して、二度と再ぴそれに逆戻りすること

のないように我々の出来ることは何でも皆するがいい、、

そういう観点には確かに永遠に妥当性を持つ何ものかがあります。で

もそれは世の中についての今の私の考えとは何となくそりが合わないこと

に気付くのです。今日世界には、栄養失調や、病気や、住むに家がない

ために苦しんでいる人が無数にいます。また、研究のための実験室や屠

殺場やその他で人聞の側の野蛮な取扱いに苦しんでいる無数の動物がい

ます。苦しんでいるこれらの凡ての人に、この世は苦痛に満ちた幻影で

あって、この世の運命をどうにかして切り換えるためには凡ゆる欲望を

断ち切らねばならぬという高尚な真理を知らせることが充分に責任ある

態度であるとは私には思えません。そして、人は甚しく虐待されている
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1 had been familiar with the basic ideas of Buddhism for some 

time， and 1 had found its meditational disciplines useful. Its central 

teaching， the kilIing out of seIfish desire， has also affected my 

thinking to some degree. Socrates reputedly remarked， while 

going through the market place in Athens:“How many things 

there are in the world that 1 do not want! " The statement is 

Buddhistic in flavor， though Socrates probably never heard of Bu-

ddha. 1 have repeated it to myseIf often， when walking through depart-

ment stores --especiaIIy the fantastic ones in the Ginza in Tokyo. 

Buddhism is a great religion， profound in its psychological 

insights， noble in its ethical outIook. Yet there seems to me to 

be something other-worldly about it， at least as it is commonly 

presented in English translations.. This transient world is fiIled 

with suffering and pain， say the Buddhists; let us therefore do 

everything we can to renounce it， to get out of it， and never 

return to it again. 

There is doubtIess something perenniaIIy valid in this point of 

view， and yet 1 find it somehow out of phase with my current 

thinking about the world. There are milIions of human beings in 

the world today suffering from malnutrition， disease， homelessness. 

There are milIions of animals suffering from barbaric treatment 

on the part of humans in research laboratories， slaughter houses， 

and elsewhere. To teII aII these suffering human beings the Noble 

Truth that this world is an iIIusion filIed with pain and that they 
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動物達にはこの高尚な真理を伝えることは出来ないのであるから、若し

動物達の苦痛を軽減する術がないとするならば、人は皆動物虐待の共犯

者となるのです。

残虐な社会悪は数世紀の間この地上に存在して来ました。そこで、世

の中の諸事情を如何ように改善することも絶望的なまでに不可能だと思

われた過去の時代に於ては、この世の不幸から自分自身を開放するとい

う面から先ず第ーに考えるということが適切でありました。然し、今日

では知性や善意のある適任者が懸命にやろうとしさえすれば、この地球

から貧困や戦争や無智を完全に除去する知識と技術的手段の双方を我々

は持ち合せているのです。

アメリカに於けると同様日本に於ても存在する今日の生態学的危機は、

その必然的結果として伴う諸々の論議を激化、増大させています。空気

や水はアメリカ同様日本でも汚染されています。人は清浄な空気や水に

対する欲望を、確かに断つことは出来ます。然し、もしそんなことをす

れば、人は死ぬでしょう。諸共に、正に死ぬでしょう。今日ほど社会的

な関心事が緊要なことは過去の歴史の如何なる時代にもありませんでし

た。それはーーかまたはーーかという事態ではありません。即ち、社会的

関心事か又は個人の精神的修養かという事態ではないのです。それは社

会的関心事と個人の精神的修養の両方の問題なのです。両者の組み合せ

が必要なのです。

こうした考慮に照して見ると、神道の古い考えが俄然、輝かしい、優

れた適切さの中に浮ぴ上がって来ます。それは神道が社会的な行動につ
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should kill out all desires for improving their earthly lot somehow 

does not seem to me to be fully responsible. And since one can 

not convey the Noble Truth to the much abused animals， one 

becomes an accomplice to their abuse if one does nothing to 

relieve their sufferings. 

Atrocious social evils have existed for centuries on this planet， 

and to think primarily in terms of freeing oneself from the misery 

of earth living was appropriate in past ages when any improve. 

ment of earth conditions seemed hopelessly impossible. But now 

we have both the knowledge and the technical resources to rid 

this planet of poverty， war， and ignorance completely， if only 

enough people of intelligence and good will set their minds to 

doing it. 

The current ecological crisis --which exists in J apan as well 

as in the United States --intensifies and heightens the issues 

involved. Air and water are poisoned in Japan as well as in 

America. One can kilI out the desire for pure air and pure 

water， to be sure; but if one does， one will soon find oneself 

dead. Very dead. Along with everybody else. At no time in 

history was social concern as imperative as it is today. 1t is 

not an either目 or situation壬生旦 social concern旦 spiritual

discipline. It is a question of both social concern and spiritual 

discipline. The combination of the two is necessary. 
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いて多くのことを語っているためでもなければ、どんな道徳的な戒律を

与えているためでもありません。神道はそういうことはしておりません。

と言うよりも更に適切に言えば、神道には精神を大いに培う、単純で、

根本的で、不思議な概念があります。誠、清浄、永続性のある勤勉と創

造性、報恩感謝の気持、先祖やこれから生れてくる世代に対する義務な

どです。そして、凡ての概念の中でも、恐らく最も重要だと思われるも

のは 凡ての生命に対する畏敬 ということでしょう。それは凡ての生

命は神性を備えているからです。生命を畏敬するという純正な態度を持

するならば、包括的な、社会的な、そしてまた、全地球的な関心事が自

然それにならうようになって来ます。

こういった概念が私を蘇る思いにさせたのは、東京から汽車でほぽ2

時間位の距離にある伊勢という町の大きな神道の社を訪れた時のことで

した。言い伝えによれば、その社は 4世紀に創建されたということです。

それは古木の大きな森の中に建てられており、その神域は約1.500(?) 

エーカーの敷地を含んでいます。私はアメリカの詩人、ウィリアム・グ

ーレン・ブライアン卜の詩句一森は神の最初の神殿だったーを思い出き

ないではいられませんでした。というのは、聾え立つ、巨大な木々の荘

厳さの中にあって、私は無数の人達がきっと感じたように、浄らかな、

威厳のある何かがあることを感じたからです。

美しい神域と神殿が象徴する最たるものは、再生と浄めの観念に関係

があります。 20年毎に本殿がすっかり取致きれ、精密な細部に到るまで、

寸分違わず模写されたものが隣接の二つの敷地の何れかに建てられます。
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In the light of these considerations， the ancient ideas of Shinto 

suddenly leap into bright and shining relevance. Not because 

Shinto says very much about social action or gives any ethical 

commandments. It does not. It has rather certain simple， basic， 

talsimanic concepts which are very fructifying to the spirit. 

Sincerity. Purity. Everlasting industriousness and creativeness. 

Gratitude. Duty to the ancestors and to the generations yet 

unborn. And， perhaps most important of all: reverence for all 

life， because all life contains the divine. If one has a genuine 

attitude of reverence for life， a comprehensive social and plane-

tary concern naturally follows. 

These concepts came to life for me when 1 visited the great 

Shinto shrine in the town of Ise， about two hours away by train 

from Tokyo. According to tradition， the Shrine was founded in 

the year 4 B. C. It is set in a huge grove of ancient trees， and 

the grounds include some 150 O(?)acres of land. 1 could not help 

but remember the lines of the American poet， William Cullen 

Bryant:“The groves were God's first temples;" for here， in the 

majesty of the great， towering trees， 1 felt， as 1 am sure millions 

of others have felt， the presence of something pure and awesome. 

Most of the symbolism of the shrine's beautiful grounds and 

buildings has to do with the ideas of renewal and purification. 

Every twenty years the entire main shrine is taken down and an 
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この再建は再生、新生を象徴しています。常緑木の榊の枝が10日毎に社

の中で取り替えられます。これは再生の今一つの象徴です。榊の枝には、

折り重ねた白紙の細長い切れ(訳者詮ー御幣)が下っています。これは清浄の象

徴です。神域に入る前には、手を洗い、口をj僚がねばなりません。そのた

めに柄杓のついた大きな御手洗が備えつけてあります。蹴い浄めのもっ

と念入りな儀式は、参拝者が内殿若しくは外殿に入る前に行われます。

然し、最も私が心を打たれたのは、神域の中を私を伴って案内してく

れた若い神宮がしてくれた説明でした。神社の再建には新しい木材が必

要で、その木が切られる前には、神宮によって儀式が行われるのだとい

うことを話してくれました。神官の中の一人が、山の精と凡ての樹木の

代表として選ばれた一本の木の精に対して祝調をあげます。それは樹木

の命を奪うことに対して容赦を乞う祈躍の言葉です。や私達はお前を切

ろうとしている。お‘木よ!許せ。お前の命を取らんがために取るので

はない。お前の体は聖なる象徴、社に使われるであろう、 10年前ならば、

私はこれを馬鹿馬鹿しいとは言わないまでも、詩的な、然し一寸おかし

なことだと思ったかも知れません。けれども、今は、植物が記憶や、感情

※ 

や、知性や、超感覚的な知覚を持っていることを証明するクレープ・パック

スターの実験に照して見て、柳かも馬鹿馬鹿しいとは見倣しません。寧

ろ、知的で思いやりのある行事だと思うのです。私は、それが世界中の

凡ての開発者や、道路建設者達のとるべき必須の手続きとなるのを見度い

員提

1968年度の.The Internationa! Journa! of Parapsyco!ogy.第4号参照.
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exact replica is built， down to the minutest detail， on an alternate 

and adjoining site. This rebuilding symbolizes renewal， rebirth. 

Branches of the sakaki tree --an evergreen --are replaced 

every ten days in the shrines --another symbol of regeneration. 

Long white strips of folded white paper hang from branches of 

the trees: a symbol of purity. Everyone must wash his hands and 

rinse his mouth before entering the grounds of the shrine: a large 

basin of water with wooden dippers is provided for the purpose. 

More elaborate ceremonies of purification are performed before the 

pilgrim may enter the Inner Court or the Outer Court of the Shrine. 

But the thing which struck me most was the account given me 

by a young Shinto priest who accompanied me through the grounds. 

He told me that fresh lumber is needed for the rebuilding of the 

Sh-rine， and a ceremony is conductβd by the Shinto priests before 

the lumber is cut. One of the priests says a prayer to the spirit 

of the mountain and to the spirit of one of the trees， taken as 

representative of all of th号m. It is a prayer of forgiveness for 

the taking of its life.“We are going to cut you down， 0 tree. 

Forgive us， please. We do not kill you just to kill you; your body 

will be used to house the sacred symbols." 

Ten years ago 1 might have thought this poetic， but a bit odd， 

not to say absurd. Now ー inthe light of the Cleve Backster 

experiments showing that plants have memory， fee，ling， intelligence， 

and ESP --1 find it not in the least absurd. 1 find it， rather， an 
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と思います。そして、その人達が樹木や、その他の命あるものを無茶苦茶

につぶすことが法律で禁じられ、どうしてもつぶす必要がある、命あるも

のに対しては、それが何であれ、容赦を乞い、感謝を表わす言葉を述べ

るように、新しい宗教的な感覚によって、吹き込まれることを望むので

す。

私は、アメリカインディアンが、自然に関しては、神道家と同じ態度

を取っていたことを思い出している自分に気付きました。水牛やその他

のどんな野生の獲物を狩る前にも、インディアンはその霊に祈りの言葉を

申します。積水牛よ(或は、鹿よ、兎よ)、お前の命を取ることを許せ。

私と家族の者がお前を食べんがためにのみそうするんだ。お前の体を私達

に与えてくれることを感謝する。お前の霊が他界て安からんことを祈るもと。

私が神域を去る前に、記名簿t::¥¥現代の生態学的、道徳的危機に際して

は、全世界は神道の精神と実践を緊急に必要とするもと記す気になった

のは、こういった配慮からでありました。神道は古い信仰でありましょ

う。また、その幾つかの儀式や祭典は生えぬきの日本人にとってのみ意義

深いものでありましょう。また、その幾つかの実践は、他の大抵の宗教に

於てもそうですが、合理的というよりもそれを通り越して断言的でさえあ

るかも知れません。然し、その根本的な原理は、永遠に妥当するものであ

り、特に今日のような時代の絶望的な瀬戸際には適切なものであります。

人が自然に対する態度を改めなければ、また、自然に対して行って来

た憎むべき行為を正さなければ、人はその行為の結果によって完全に減

ぽされるということは間違いないように思えます。これをなし遂げるに
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intelligent， courteous， appropriate thing to do. 1 would like to see 

it become the required procedure of every land-developer and 

road-builder in the world， who would be prohibited by law from 

the wanton destruction of any tree or other living thing， and in-

spired by a new religious sense to utter a statement of forgiveness 

and gratitude for whatever living thing was of real necessity 

destroyed. 

1 found myself remembering that the American Indian had an 

attitude similar to the Shintoists regarding nature. Before hunting 

buHalo or any other wild game， the Indian would say a prayer to 

its spirit:“Forgive me， 0 buffalo (or deer， or rabbit) for taking 

your life. 1 do so only that 1 and my family may eat. Thank you 

for giving us your body， and may your spirit be happy in the 

other realm." 

It was because of these considerations that 1 was moved to 

write as 1 did in the Guest Book， before 1 left the grounds:“In 

its current ecological and moral crisis， the whole world urgently 

needs the spirit and practice of Shinto. " Shinto may be an ancient 

faith; some of its observances and festivals may be meaningful 

only to native born Japanese; and some of its practices may --

as in most other religions --be more superstitious than rational. 

But its essential principle is perennially valid， and peculiarly 

appropriate to the desperate emergency of our time. 

Unless man changes his attitude towards nature， unless he corrects 
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は、 凡ゆる生命態に対して神道のような畏敬の態度、少くとも尊重の

態度がなければなりません。これは土壌、水、空気も含めてのことです。

また、すべての植物類及び動物類も含んでいます。それは能率を挙げ、利潤

を撞得するために、鶏や、子牛や、豚をあまりにも小きいためにその中で

体も廻せないような所に一生閉じこめておくという農法で、動物達に対

して行っている冷酷無情な残虐行為は禁止されることが望ましいという

ことも意味しています。それはまた、人聞が蒙るであろうと推定される利

益のために、研究室で、自分ではどうすることも出来ない、無力な、罪

のない動物の上に行われる非情な実験は卑しむべき行為であり、凡そ有

情にして神性を備えた生命に対する冒涜であると見倣されることが望ま

しいということも意味しています。動物実験に対しては、もっと費用のか

からない、もっと信頼出来る、もっと人情味のある、※他に選ぶべき多くの

方法、例えば、人体組織培養、コンビュータ一、うにの卵を使う方法等

々が役立つからには、今日至る所の研究室に普及している、残虐て¥組

野な、中世式の古臭い実験方法を採用し続けるということは、何等の理

由もないことなのです。

第二次大戦後、そして日本の二大都市に対する原爆投下後、日本には

大いなる絶望と精神的な混乱がありました。天皇は最早現人神と見られ

※ これらの他の選ぶべき方法について更に知りたいと思われる方は次の機関に聞い合わせ

られI支L、。

Fund for the Replacement of Animals in Medical E xperiments. 35 Wool 

Road. Wimbledon Common. London S . W 20 及ぴ

United Action for Animals. 509 Fifth Avenue. New York • N. Y. 10017 
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the abominations he has committed against it， it seems certain 

that he will be completely destroyed by their consequences. To 

accomplish this there must be a Shinto-like attitude of reverence， 

or at the very least， respect towards alI living forms. This in. 

cludes the soil， the waters， and the air. It includes alI plant forms 

and aII animal life. It means that the unfeeling cruelties committed 

against animals in farming by keeping chickens， calves， pigs con. 

fined for life in spaces too smaII to turn around in for the sake 

of "efficiency" and profit --would be prohibited. It means that 

the heartless experimentation on he lpless and unoffending crea. 

tures in laboratories for presumed benefits for mankind would be 

seen as an ignoble act and a desecration of life which is aII 

sentient and aII divine. Now that many alternatives to animal 

experimentation are available (human tissue culture， computers， 

sea urchin eggs， etc. etc.) *--alternatives which are cheaper， 

more reliable， and more humane --there is no excuse for con-

tinuing to use the cruel， crude， medeival， and obsolete methods of 

experimentation prevalent in laboratories everywhere today. 

After W orld War 11 and the atomic bombing of two great 

Japanese cities， there was much despair and spiritual confusion 

in Japan. The emperor's public pronouncement that he was not 

to be regarded any longer as a divine figure profoundly shook 

many people. It is understandable therefore that a great upsurge 
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るべきではないという天皇の人間宣言は多くの人達を深〈動揺させました。

それ故に、実に数百の新興宗教が大きく湧き上るように出現したこと

が理解出来るのです。その多くは寿命が短かかったけれども、また多く

のものが今日まで生き残っています。これらの宗教は甚だ多様です。そ

の多くは、仏教的要素と神道的要素を含んでいます。その大抵は伝統的

仏教に見られるよりも、もっとこの現世の生活を改良することに大きな

重点を置いています。今この現世に於て幸福を実現するということに関

しては、それらの宗教には、非常な楽観主義があります。 ホ生長の家、

のように、そのあるものは、形而上学的な宗教です。つまり、それらは

積極的な思考の力を強調しています。

日本にいる聞に、これらの新しい宗教活動の一つである令新しい道、

と、その創始者である松木天村氏及び天人女史という名を持つ同夫人と、

個人的に接触を持ったのは私の好運でした。 も新しい道、は宗教ではな

い、と松木氏夫妻は主張します。然し、これは恐らく、意味論乃至は定

義の問題です。固定的、義務的な信条乃至は教義や、教会網や、有給の

司祭乃至は聖職者達が揃っている何かを宗教と定義するならば、 "新し

い道、は確かに宗教ではありません。反面、それは宗教として述べられ

るにふさわしいと思われる多くの特徴も持っています。 やみたま、の実

在性が強調されーそれは膳の奥にあるということですが その死後の存

続とこの世への輪廻が教えられます。道友達は、 やみたまを磨き、その

性(しよう)を完全ならしめるように教示されますが、心は。みたま、

に対しては、第二次的なものと見倣されるのです。また、彼等は、世の
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of new religions appeared --hundreds of them， in fact. Many of 

them were short-lived， but many have persisted until today. 

These religions are extremely diverse. Many of them contain 

elements of Buddhism and Shinto. Most of them place a greater 

emphasis on perfecting life here on earth than is found in tradi-

tional Buddhism. There is a greater optimism in them regarding 

the possibility af happiness here and now. Some of them， like 

Seicho-no-iye， are "metaphysical" religions --which is to say， 

they stress the power of positive thinking. 

It was my good fortune， while-in Japan， to come into personal 

contact with Atarashii-Michi， one of these new religious movements， 

and with its founders: Mr. Tenson Matsuki and his wife， who has 

taken the name of Mme. Tennin. Atarashii-Michiー orNewPath 

is not， they insist， a religion. But this is probably a question 

of semantics or definition. Certainly it is not a religion if we 

define religion as something that has a set of fixed， obligatory 

beliefs， or dogma; a network of churches; and a paid priesthood 

or clergy. On the other hand it has many characteristics that 

seem to be appropriately described as a religion. The reality of 

the soul is stressed (they say it resides under the naveI); and its 

continued existence after death and repeated reincarnations on 

earth is taught. The followers are instructed to "polish their 

souls"， or perfect their natures， the mind being regarded as 
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中における使命即ち、日本を現在の唯物主義的な、類廃的な状態から救

い出し、文明再建の手助けをすることを教えられます。

も新しい道、は色々の理由で、私には興味がありました。その第ーは、

その強い社会的意識です。松木氏は言う。 や天国に入るために、この地

上を天国とするのが我々の義務である、、と。第二は、その断固としたに

霊魂的な内容です。天人女史は、相当な霊的能力を持った人だと言われ、

この活動に加わっている人達の個人指導は その人達の問題と、その最

上の解決を見透し的に認知するといった性質を持つものであると言われ

ています。

日本に着いて二三日後に、私は大阪の郊外にあるや新しい道、の本部、

錬成センターへ案内されました。そこは大阪という工業都市の、熱っぽ

い往き来の中を通って来たあとでは、落ち着いて静かなオアシスでした。

私は松木氏に、それよりも前に、東京て。会ったことがあります。松木氏

は高い知性を持った大変親切な人で、その活気の溢れた、ダイナミック

なスピーチは、これが80オの人かとその年齢を誤解させる程です。セン

ターは外側に美しい庭があり、内部には広い食堂と、もっと広々した、

優雅な同じような様式の集会室が程よく傍えられています。そこに有志

者として仕事をしている人達は、よそにある他の宗教のセンターで見た

のと同じ無私の献身を、その態度動作に示していましたb

然し、私のや新しい道沿訪問の本当の重要場面は天人女史との会合で

した。私は彼女を小柄な女性とお見受けしました。もし、この団体で発

行きれている小冊子で読んでいなかったら、もう 70オだとは見当がつけ
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secondary to the soul. They are also taught that they have a 

mission in the world: to redeem Japan from its present materi四

alistic， decadent state and to help rebuild civilization. 

To me， Atarashii-Michi was of interest for several reasons: 

1 st) its strong social consciousness (“In order to get into heaven，" 

Mr. Matsuki says， "it is our duty to make of this world a heaven. ，，) 

and 2nd) its pronounced psychic component. Mme. Tennin 

is said to be a psychic of considerable capacity， and her personal 

guidance of individuals who join the movement is said to be in 

the nature of clairvoyant perception of their problems and their 

best so 1 ution. 

A few days after 1 arrived in Japan 1 was taken to the 

Atarashii-Michi headquarters and training center in the suburbs 

of Osaka: an oasis of tranquillity after the hectic traffic of that 

industrial city. 1 had previously met Mr. Matsuki in Tokyo: a 

highly intelligent and very kindly man whose vigor and dynamic 

speech belie his 80 years. The center had lovely gardens outside， 

and was well-appointed within， with a spacious dining hall and an 

even more spacious and elegant meeting room. The people who 

worked there as volunteers showed in their demeanor the same 

kind of selfless dedication 1 had seen in other religious centers 

elsewhere. 

But it was meeting Mme. Tennin that was a true highlight of 

- 101ー



C~ 

られなかったでしょう。彼女は繊細優美な貴族的な顔の持主で、黒い着

物に灰色の帯を締めた彼女は、慎み深い、上品な日本女性の真髄を体現

していました。その目は多くの苦痛を味わった目でしたが、然し、それ

でもなお今にも笑いそうな目でもありました。

天人女史は52オの時に不思議な霊的体験をしたと言われています。そ

れは内気な、気どることのない、日本の家庭の主婦、幼稚園の保母から

宗教活動の創始者に変る体験でした。彼女の声でない声が彼女の体を通

して話かけ、自己錬成のために免れることの出来ないいろいろなこと

がらを行うことを彼女に命じました。その声は毎日彼女に語りかけ、数

年の問彼女はその指図に素直に従いました。しまいにはとうとう他人に

対して自己錬成を教えることとなりました。その発端に於て人開放れの

している声のことを普通一般人に話すということは、洋の東西を間わず、

懐疑的な軽蔑を覚悟の上でやらねばならないことなのです。心霊研究の

歴史に精通している人達は 既に こういった声の効果と確実性につい

て遺憾なく実証された多くの事例のあることを知っています。ソクラテ

スとジャンヌダルグは、二つの初期の例です。当代においては、同じよ

うに傑出した二つの例があります。その一つは、ブラジルの並外れた心

霊治療者、ジョーズ・アリゴで、今一つは、ゼロックスの発明者、チェ

スター・カールソンです。

1971年の初め自動車事故で死んだアリゴは、処方を与えて、色々の手

やf.r-時には眼の手術きえもーを電光石火の速きで行いました。彼は左の

耳に聞える、死んだドイツ人の医師の声によって指導きれているのだと
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my visit there. 1 found her to be a tiny lady， whom 1 would not 

have guessed to be 70 years old if 1 had not read it in a small 

booklet published by the society. She had a delicate， aristocratic 

face and， in her black kimono and grey obi， personified the very 

essence of the modest， gentle Japanese lady. Her eyes were eyes 

that had known much pain， but which were capable none the less 

of laughter. 

Mme. Tennin is said to have had a strange psychic experience 

when she was 52 years old: an experience that transformed a 

shy， unassuming Japanese housewife and kindergarten teacher into 

the founder of a religious movement. A voice， not her own， spoke 

through her and commanded her to do certain things by way of 

self-discipline. The voice spoke to her daily， and for years she 

obeyed its instruction. Finally she was led to the teaching of 

self-discipline to others. 

To talk of voices， not human in origin， to the average citizen， 

either in the East or the West， is to risk skeptical disdain. Yet 

Persons acquainted with the history of psychic research know 

that there have been a number of well-documented cases of the 

efficacy and authenticity of such voices. Socrates and Joan of 

Arc are two early examples. In contemporary times， there are 

two equally outstanding examples: Jose Arrigo， the extraordinary 

psychic healer of Brazil， and Chester Carlson， the inventor of 

the Xerox machine. 
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言いました。チェスター・カールソンは、その数百万ドルの発明が、あ

る晩おそく自宅の研究室ではっきり聞えた、しかも、超三次元の世界か

らの心霊と自認する声によって教えられたということを、その死の床で

認めました。この発明を一般大衆に許可するに当り、カールソンは慎重

にも、心霊研究に多額の金を寄附することによって、自分が心霊の世界

に恩義として感じていたものを償おうとしました。

19年前、天人女史を通して語り始めたと言われるその声は、どんな時

にも、今なお毎夜、や新しい道、センターのも紫の問、と呼ばれる部屋

で催きれる錬成会の間中語り続けています。通常列席する 150人乃至

200人の中から 10人程が、その声の指導を受けるために選ばれます。

私は錬成会が開かれている時に一度出席して薄明りの中で畳の上に坐

っている約 200人程の黒手の着物を着た男の人達の集団に話し、次い

でその晩は、 10人の選ばれた人逢に語っている時のその声を聞きました。

それは、不思議な、強い興味をそそる忘れ難い経験でした。私は日本語

を知らないことを、その晩、愈々以て残念に思いました。私はその神託

がどんなものであったか、また、それがどれほど正確に授けられた通信

であったか知る由もありませんでした。それに続〈何日かの中に、私は

さまざまのメンパーからその過去の体験について多くの証言を聞きまし

た。ある人達は、女史は正確に鉢の状態を診断したと言い、また、他の

人達は、女史は正確に事件を珠言し、或は心理学上の問題を正確に解き

ほぐして解決したと語りました。時聞が不充分でヤあったことと言語の障

壁のため、私はこれらの事例を深〈掘り下げて研究することが出来ませ
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Arrigo， who was killed in an auto accident early in 1971， gave 

his prescriptions and performed his surgeries --even eye surgerγ 

--with lightning rapidity. He said that he was guided by the 

voice (heard in his left ear) of a deceased German physician. 

Chester Carlson admitted on his death bed that his multi-million 

dollar invention was given him late one night in his home laboratory 

by a Voice which he clearly heard and which identified itself as 

a spirit from another dimension. Cautious about admitting this to 

the general public， Carlson tried topay what he felt was his debt to the 

spirit world by giving great sums of money towards psychic research. 

In any case， the Voice which， they say， began to speak through 

Mme. Tennin 19 years ago， still continues to do so nightly， i n 

the training sessions held in the Violet Room of the Atarashii-

Michi Center. Ten persons are chosen， out of the 1 50 or 200 

who usually attend， to receive the guidance of the Voice. 

1 attended one of these sessions and heard the Voice as it 

addressed the assembled company of about 200 black-robed men， 

sitting on the tatami mats in the dim light， and then spoke to the 

ten chosen persons for the evening. It was a strange， compelling， 

and unforgettable experience. 1 regretted more than ever that 

evening my ignorance of the Japanese language. 1 had no way of 

knowing what the spirit messages were or how accurately they 

might be giving information. In the following days 1 heard many 

testimonies from various members as to experience they had 
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んでした。

ボ新しい道、のメンバーは、大抵が可成り教養のある社会的レベルか

ら集って来ているように私には思えます。私は幾人かの医師や、教授や、

仕事に非常に活動的なその他の職業人に会いました。彼女の心霊的能力

に対するその人達の評価が全〈素朴だからだとのみは言えないと推測する

のは尤もなことだと思えるのです。で、私は彼女が大した、本ものの心

霊的な天賦のオ能を持っているに違いないと推量し度いのです。確かに

彼女は精神力の人です。そして、この道の活動が、これまでに随|頂者が

増えながらー現在は約16，000人のメンパーを擁しているー殆ど20年に近

い間存続して来たという事実は ある種の確実な精神的衝撃のあること

を示していると思えましょう。

私は 3週間日本にいましたが、いっそ 3ヶ月いた方がよかったと思っ

ています。 3年いたとしても日本の芸術的及ぴ宗教的な資源を研究しつ

くすには充分でなかったでしょう。臼本列島はカリフォルニアリー卜|よりも

まだ小さな面積です。そこで、クリストファ・マーロウのや小さな部屋

の中の無限の富。という名文句が心の中に浮んで来ます。日本の美は魔

術的です。その文化的富は莫大です。そして、大多数の日本人の、まぎ

れもない唯物主義と無目的性一それは主る所の、今日 20世紀の人々を象

徴するものですがーの背後には、新旧両様の日本の精神的源泉が、力

強くもあり、活気に溢れでもいます。神道はインスピレーションの、永

遠の古い源泉の一つであり、守新しい道、は、優れた新しい源泉の一つ

です。そこで、スモッグや、河川の汚濁や、交通地獄や、愚かなパチン
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had in past years; some told me that Mme. Tennin had correctly 

diagnosed a physical condition; others that she had correctly pre-

dicted an event， or accurately untangled a psychological problem. 

Lack of time and the language barrier made it impossible for 

me to study these cases in depth. 

The members of Atarashii-Michi seem to come for the most 

part from the well educ，ated level of society; 1 met a number of 

doctors， professors， and other professional people who were very 

active u1 its work. It seems reasonable to infer that their judg-

ment of her psychic capacities was not completely naive， and so 

1 would assume that she must have some genuine psychic gifts. 

Certainly she is a woman of spiritual power， and the fact that 

the movement has persisted for almost 20 years， with an ever-

growing follow i ng (it now has about 1 6，000 members) would 

seem to indicate some kind of authentic spiritual impulse. 

1 would like to have spent three months in Japan rather than 

the three weeks that 1 did. Thr.ee years would not have been 

enough to exhaust its artistic and religious resources. 

The Japanese islands are in area less than the area of the 

state of California， and the phrase of Christopher Marlowe's 

"infinite riches in a little room" comes to mind. Japan's natural 

beauty is magical. Its cultural riches are enormous; and --behind 

the unmistakable materialism and aimlessness of many of its peo-

ple， typical of many 20th century people everywhere--its spiri-
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コ熱や、その他私が日本で見たり感じたりした諸々の消極的な事柄が存

するにも拘らず、私はどちらかと言うと、悲観よりは楽観の感じを抱い

て日本を去ったのです。私は、日本が未来の精神文明に重要な貢献をな

すことを切に待望して止みません。 ジナ・サ ミナラ

1971年10月

カリフォルニア州、ロス、アルトス

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・...................ーーー ーーーーー ー......_---_.._--・ーーーーーーー・..............・・・・・・・・・・・・......

197 1年 10月 29日

松木天村様

貴方は私に日本と伊勢神宮と新しい道の運動についての印象を10頁か

12頁位のものに書いてほしいというように御要望だったと私は了承して

いました。

書き上げたものを御送りいたします。これが貴意に百して貴方と貴方

の素晴しい運動にいくらかでもお役に立てば幸甚です。

貴方がこれを日本語もしくは英語で出版される計画がおありかどうか

を存知いたし度いと思います。

御令嬢と天人女史に何卒よろしく御鳳声下さい。

御多幸をお祈り申上げます。

ジナ・サーミナラ

敬具

追伸一一、日本見たままホというのは最適の題名ではないかも知れませ

ん。寧ろや日本の精神的富、とした方が或はより一層いいかと思います。

(註)誤り訳すところがありましたらその責は私にあります。御教示願えれば幸です。(矢野生)
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tual wellsprings， both old and new， are strong and vital. 

Shinto is one of the enduring old wellsprings of inspiration; 

Atarashii-Michi is one of the distinguished new ones. 

And so --despite the smog， the river pollution， the monstrous 

traffic， the mindless fever of Pachinko playing， and other nega-

tive things 1 saw or sensed in Japan --1 came away with a 

feeling of optimism rather than pessimism. 1 look to Japan， in 

fact， for an important contribution to the spiritual civilization of 

the future. 

Los Altos， California 

October， 1971 

Dear Mr. Matsuki: 

Gina Cerminara 

It was m y understanding that you wished me to write about 10 

or 12 ~ages regarding my impressions of Japan， of the Ise Shrine， 

and of the Atarashii-Michi movement. 

1 am sending you what 1 have written.I hope that you wiJl like 

it， and that it may do you and your fine movement some good. 

1 would be interested in knowing whether you plan to publish it 

in Japanese or in English. 

Please give my greetings to your daughter and to Mme. Tennin! 

My very best wishes to you. 

sincerely yours， 

Gina Cerminara 

P. S. "Japan As 1 Saw It" may not be the best title. Perhaps 

"Spiritual Riches of Japan" might be better. 
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そ
う
し
て
、
再
ぴ
そ
の
よ
う
な
厳
し
い
時
代
が
目
臆
の

聞
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
清

戦
争
の
明
治
二
十
七
、
八
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
は
日
本

に
と
っ
て
は
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
日
露
戦
争
で
は

非
戦
論
を
唱
え
た
基
督
者
内
村
鑑
三
も
、
こ
の
日
清
戦
争
で
は
外
国

人
の
無
理
解
を
憤
り
、
「
日
清
戦
争
の
義
」
と
題
す
る
一
文
を
発
表

し
、
こ
れ
が
正
義
の
戦
い
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
結
果
は
極
東

の
小
さ
な
島
国
の
日
本
が
、
歴
史
を
誇
る
清
国
を
も
の
の
見
事
に
敗

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
四
月
、
下
関
に
お
い
て

日
清
講
和
条
約
が
調
印
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
、
露
・
独
・
仏
の
三

国
政
府
か
ら
物
言
い
が
つ
い
て
、
日
本
は
国
民
の
血
を
流
し
て
獲
得

し
た
遼
東
半
島
を
手
離
す
羽
田
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
三
国
干
渉
」

は
ら
わ
た

で
あ
る
。
世
論
は
沸
騰
し
た
。
だ
れ
も
が
腸
の
煮
え
返
る
思
い
で
あ

そ
の
時
こ
の

H

臥
薪
嘗
胆
u

と
い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
た
。
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国
民
は
怒
り
を
押
え
貧
し
い
生
活
の
中
で
、
気
を
は
り
つ
め
て
耐
え

忍
び
時
機
の
到
来
を
ま
っ
た
。
「
こ
れ
以
後
の
十
年
間
は
、
日
本
人

が
有
史
以
来
、
い
ち
ば
ん
緊
張
し
た
と
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
隠
忍
自
重
は
、
日
露
戦
争
の
と
き
に
見
事
に
結
実
し
た
。
日
本

は
、
三
国
干
渉
の
音
頭
と
り
だ
っ
た
ロ
シ
ア
を
う
ち
ま
か
し
、
世
界

史
の
上
に
象
徴
的
な
一
ペ
ー
ジ
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
U

(
江
藤
淳
氏
)

明
治
の
御
治
世
に
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
国
民
全
体
が
か
臥
薪
嘗

胆
α

の
生
活
を
送
っ
た
一
時
代
が
あ
っ
た
が
、
明
治
の
人
々
の
個
々

の
人
生
も
、
多
く
は
そ
れ
片
¥
の
か
臥
薪
嘗
胆
ο

の
ひ
と
酎
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
、
一
つ
の
特
色
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
明
治

人
の
気
骨
と
い
わ
れ
る
も
の
を
形
成
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八

十

翁

道

友

の

手

紙

さ
て
、
私
の
手
許
に
数
通
の
手
紙
が
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
今
年
八
十
三

歳
に
な
ら
れ
た
道
友
武
藤
秀
吉
氏
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
同
氏
と
私

と
の
交
友
は
、
昨
年
の
九
月
の
中
旬
に
ひ
ょ
っ
こ
り
と
写
真
機
を
肩

に
「
場
」
(
新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
)
を
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
時
に
は
じ

ま
る
。
武
藤
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
最
初
の
手
紙
に
は
、
次
の
よ
う
に

し
た
た

認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
謹
啓
去
る
九
月
十
三
日
、
突
然
セ
ン
タ
ー
に
御
訪
問
申
し
上

げ
、
長
時
間
お
話
を
承
り
、
そ
の
上
帰
り
に
は
駅
ま
で
お
送
り
下
き

さ
れ
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
時
の
写
真
不
出
来
で
す
が

お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
咋
日
の
九
月
二
十
六
日
は
、
九
段
、
武
道
館
に
於
き
ま
し

て
の
、
伊
勢
遷
宮
奉
讃
の
「
新
し
い
道
」
提
唱
講
演
会
に
出
席
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
た
だ
老
生
八
十
二

歳
で
あ
り
、
少
し
難
聴
で
十
分
に
は
聞
き
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

松
木
先
生
の
お
話
は
、
先
生
の
二
、
三
の
著
書
に
よ
り
そ
の
大
要
を

承
っ
て
い
ま
す
の
で
、
直
接
先
生
の
お
芦
で
こ
の
耳
に
お
聞
き
し
ず

可

A1
 

旬

A

良
く
判
り
ま
し
た
。(

中
略
)

昨
年
(
昭
和
四
十
五
年
)
の
八
月
十
五
日
、
同
じ
武
道
館
で
、
天

皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
の
も
と
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
全
国
戦
没
者

追
悼
式
に
参
列
致
し
ま
し
た
。
そ
の
帰
路
、
靖
国
神
社
に
参
拝
し
た

際
、
拝
殿
に

身
は
い
か
に
な
る
と
も
い
く
さ
と
ど
め
け
り

た
だ
た
ふ
れ
ゆ
く
民
を
お
も
ひ
て

の
御
製
を
拝
し
て
参
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
、
迫
水
久
常
先
生
の
お
話
の
如
く
、
前
計
十
字
架
に
赴
か

れ
た
陛
下
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
マ
ツ
カ

l
サ

l
元
帥
す



ら
、
天
皇
の
御
神
徳
に
感
激
し
て
、
戦
勝
国
側
の
主
張
す
る
天
皇
を

裁
判
に
か
け
る
事
に
絶
対
反
対
し
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
る
に
、
本

日
の
陛
下
の
欧
州
へ
の
御
旅
行
に
際
し
、
わ
が
国
内
に
お
い
て
学
生

労
働
者
の
数
回
が
大
き
な
プ
ラ
カ
ー
ド
を
立
て
、
戦
犯
天
皇
の
欧
州

旅
行
反
対
の
横
幕
を
持
っ
て
、
デ
モ
を
行
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

現
世
の
様
相
に
何
と
も
い
え
ぬ
驚
き
を
感
じ
ま
し
た
。

し
か
し
、

本
日
、
陛
下
の
御
出
発
に
際
し
て
は
、
台
風
二
十
九
号

も
遠
く
の
海
上
に
去
り
、
昨
夜
の
大
降
悶
も
嘘
の
ご
と
く
に
晴
れ
渡

り
、
陛
下
の
御
出
発
の
前
途
を
祝
福
す
る
ご
と
く
、
天
帝
も
快
晴
一

点
の
雲
な
き
朝
と
し
て
お
見
送
り
し
て
い
る
様
に
感
じ
ま
し
た
。

私
の
事
を
申
し
て
甚
だ
失
礼
で
す
が
、
私
が
現
役
箪
人
を
退
き
ま

し
た
の
は
、
父
の
死
に
会
し
て
父
の
仕
事
を
継
ぐ
た
め
で
し
た
が
、

そ
の
私
の
最
後
の
御
奉
公
申
し
上
げ
た
の
が
、
昭
和
六
年
熊
本
地
方

に
お
け
る
陸
軍
特
別
大
演
習
で
、
陛
下
の
御
身
辺
の
警
護
で
あ
り
ま

し
た
。
昭
和
五
年
に
は
浜
口
首
相
が
駅
頭
で
暴
漢
に
狙
撃
さ
れ
る
事

件
が
あ
り
、
昭
和
六
年
は
満
州
事
変
勃
発
の
年
で
風
雲
た
だ
な
ら
ぬ

時
で
あ
り
、
心
配
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
辛
い
事
故
な
く
終
了

し
ま
し
た
。
私
は
御
立
所
で
陛
下
の
側
近
に
奉
仕
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
御
宴
の
席
で
、
陛
下
は
お
煙
草
も
全
く
召
し
上
ら
な
い
し
、

お
飲
物
も
三
ツ
矢
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
の
で
、

お
聞
き
し
ま
し
た
と
こ

ろ
『
私
は
酒
も
煙
草
も
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ν

と
の
事
で
、
乾
杯

も
サ
イ
ダ
ー
を
持
っ
て
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
(
後
略
)
」

武
藤
氏
は
元
軍
人
で
あ
る
。
砲
兵
隊
勤
務
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
大

砲
の
そ
ば
で
号
令
を
か
け
て
い
た
の
で
耳
を
悪
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
昭
和
六
年
の
大
演
習
で
、
陛
下
の
お
側
近
く
に
山
討
議
の
任
を
務

め
ら
れ
た
の
ち
、
一
日
て
箪
を
依
願
退
官
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
政
治

家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
十
四
年
、
五
十
歳
に
て
満
州

国
官
吏
と
な
ら
れ
た
。
し
か
し
、
戦
況
の
拡
大
と
と
も
に
す
べ
て
は

軍
の
統
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
再
ぴ
軍
籍
に
入
ら
れ
、
終
戦
前
年

に
は
満
州
国
軍
参
謀
長
に
な
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
氏
の
た
め
に
は
不

運
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
職
責
の
た
め
で
あ
ろ
う
ソ
連
に
抑

留
さ
れ
、
ソ
連
刑
法
に
て
十
年
の
判
決
を
受
け
て
服
役
、
刑
期
満
了

了
し
て
昭
和
三
十
年
四
月
に
日
本
へ
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
十

年
間
の
御
苦
労
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
何
を

め
ど
う
(
目
標
)
に
耐
え
て
こ
ら
れ
た
の
か
私
に
は
思
い
も
つ
か
ぬ

が
、
武
藤
氏
は
こ
の
間
の
苦
労
に
つ
い
て
は
黙
し
て
お
ら
れ
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
ま
さ
に

H

臥
薪
嘗
胆
々
の
日
々
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
か
ら
、
武
藤
氏
は
、
松
木
天
村
先
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
の
に
特
に
強
い
共
感
を
覚
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
や
が
て
祖
国
日
本
の
敗
戦
と
運
命
を
同
じ
く
し
て
、
(
天
村
)

先
生
は
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
、
そ
の
一
切
を
失
し
な
わ
れ
て
空
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洞
廃
境
と
化
し
、
苦
悶
の
果
て
に
『
五
十
年
顧
み
て
愚
か
寒
苦
鳥
』

の
一
勾
を
遺
し
、
自
決
の
場
を
求
め
て
武
蔵
野
の
楳
林
を
仲
間
観
わ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
U

と。

(

H

矛
盾
を
越
え
て
u

参
照
)

帰
国
後
の
武
藤
氏
は
、
働
け
る
聞
は
働
こ
う
と
懸
命
に
働
い
て

こ
ら
れ
た
が
、
現
今
の
世
相
を
見
る
に
つ
け
、
勤
労
精
神
の
欠
如
、

道
義
の
頚
廃
、
倫
理
の
破
滅
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
人
造
り
国
造
り

に
心
魂
を
注
ぎ
た
く
、
そ
れ
に
は
ま
ず
日
本
の
真
の
建
国
、
わ
が
皇

祖
の
発
祥
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
感
じ
ら
れ
て
、
あ
る
霊

能
者
の
「
神
道
原
典
」
に
基
い
て
歴
史
研
究
に
没
頭
し
て
こ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
研
究
調
査
の
た
め
写
真
機
を
肩
に
各
地
を
飛
び
廻
っ
て
お

ら
れ
る
道
す
が
ら
、
「
新
し
い
道
」
の
道
友
と
知
り
合
い
、
こ
の
道

に
つ
い
て
聞
く
機
会
を
得
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
東
京
都
下
に
住
ん

で
お
ら
れ
る
同
氏
が
、
大
阪
南
郊
羽
曳
野
市
に
あ
る
「
新
し
い
道
セ

ン
タ
ー
」
を
、
ひ
と
り
で
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

は
じ
め
は
歴
史
探
究
の
一
過
程
の
つ
も
り
で
来
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
す
ぐ
に
こ
の
「
新
し
い
道
」
こ
そ
、
真
の
人
造
り
国
造
り
の

「
行
」
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
感
得
さ
れ
て
、
再
び
来
阪
さ
れ
て
、

天
人
女
史
の
御
明
断
を
受
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
、
非
常
な
感
動
を

覚
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
そ
の
感
想
を
書
き
送
っ
て
こ

ら
れ
た
。

「
た
だ
こ
ん
な
事
を
申
し
て

お
や
か
た
さ
ま

(
天
人
女
史
)

お
叱
り
を
受
け
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
丁
度
、
私
の
母
の
姿
に

接
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
毎
月
出
席
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
て
い
ま
す
。

私
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
一
言
申
し
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ

私
の
母
の
里
は
会
津
若
松
で
し
た
。
母
が
生
後
三
ヶ
月
の
時
、
母

の
両
親
は
明
治
一
万
年
の
会
海
域
落
城
の
悲
劇
に
際
会
し
、
そ
の
乳
児

を
武
藤
家
に
托
し
、
祖
父
二
十
七
歳
、
祖
母
二
十
四
歳
で
白
書
致

し
ま
し
た
。
そ
の
祖
母
は
お
そ
ら
く
私
の
生
母
に
生
き
写
し
で
あ
っ

た
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
私
の
生
母
が
、
お
や
か
だ
き
ま
の
お
姿

に
顔
か
た
ち
が
似
て
い
た
の
で
す
。

お
や
か
た
さ
ま
の
申
さ
れ
る
様
に
へ
ソ
は
先
祖
に
つ
な
が
り
、
私

の
身
に
つ
い
て
は
若
く
し
て
自
刃
し
た
祖
父
母
が
、
常
々
私
の
身
の

上
に
心
を
置
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
存
じ
て
い
ま
す
。
目
下
八
十

二
歳
の
老
体
で
す
が
、
す
こ
ぶ
る
健
康
に
毎
日
活
動
し
て
い
ま
す
。

お
や
か
た
さ
ま
の
お
話
が
充
分
に
は
聞
き
と
れ
な
く
と
も
、
お
顔
お

か
た
ち
か
ら
心
に
聞
か
し
て
い
た
だ
け
る
と
存
じ
、
出
来
る
だ
け
羽

曳
野
に
参
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
U

9
d
 

司

i喝・

あ

る

明

治

人

の
達
也
量
百

グ〉



不
思
議
な
こ
と
に
、
私
は
、
こ
の
何
通
目
か
の
武
藤
氏
よ
り
の
便

り
を
受
け
と
る
少
し
前
に
、
「
あ
る
明
治
人
の
記
録
」
副
題
に
「
会

津
人
柴
五
郎
の
遺
書
」
と
あ
る
一
冊
の
本
を
手
に
入
れ
て
い
た
。

「
い
く
た
び
か
筆
と
れ
ど
も
、
胸
塞
が
り
涙
さ
き
だ
ち
て
綴
る
に

よ

わ

い

や

そ

じ

た
え
ず
、
む
な
し
く
年
を
過
し
て
齢
す
で
に
八
十
路
を
越
え
た
り
U

と
い
う
言
葉
で
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
こ
の
遺
書
は
、
会
津
藩
士
の

子
と
し
て
生
れ
、
鶴
ケ
城
落
城
の
際
、
祖
母
、
母
、
姉
を
失
い
、
自

身
は
母
の
は
か
ら
い
で
辛
う
じ
て
死
に
お
く
れ
、
そ
の
後
流
浪
に
近

い
惨
苦
の
生
活
の
の
ち
に
、
帝
国
陸
軍
軍
人
と
な
り
、
北
清
事
変
で

は
北
京
駐
在
武
官
と
し
て
沈
着
な
行
動
に
よ
り
世
界
各
国
の
賞
讃
を

浴
び
、
陸
軍
大
将
、
軍
事
参
議
官
と
し
て
栄
達
を
極
め
、
第
二
次
大

戦
に
つ
い
て
は
「
中
国
人
は
信
用
と
面
子
を
貴
ぴ
ま
す
。
そ
れ
な
の

に
、
日
本
は
彼
等
の
信
用
を
い
く
た
び
も
裏
切
っ
た
し
面
子
も
汚
し

ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
で
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
な
ど
口
で
唱
え

て
も
、
彼
等
は
つ
い
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
U

と
緒
戦
か
ら
す
で
に
日

本
の
敗
戦
を
予
見
さ
れ
、
そ
の
通
り
に
日
本
が
敗
れ
た
年
の
暮
に
八

十
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
柴
五
郎
氏
が
、
会
津
戦
争
の
犠
牲
と

な
っ
た
肉
親
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
そ
の
死
の
数
年
前
に
筆
を
と

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

白
虎
隊
の
悲
劇
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
鶴
ヶ
城
落
城
に

よ
り
、
会
津
の
旧
藩
士
達
が
、
，
そ
の
後
幾
十
年
に
も
亘
り
、
、
い
か

。

に
苛
酷
な
運
命
を
耐
え
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
い
。

幕
末
、
幕
府
は
、
京
都
の
治
安
を
守
る
た
め
に
苦
慮
し
て
、
親
藩

中
か
ら
京
都
守
護
職
を
選
ん
で
こ
れ
に
あ
た
ら
せ
よ
う
と
し
、
会
津

p
z
bリ

二
十
三
万
石
藩
主
松
平
罫
保
が
、
こ
の
要
職
に
選
ば
れ
た
。
家
老
達

は
幕
府
の
形
勢
が
非
で
あ
る
と
述
べ
て
、
藩
主
に
こ
れ
を
辞
退
せ
し

め
よ
う
と
し
た
が
、
「
そ
も
そ
も
我
家
に
は
、
宗
家
(
徳
川
将
軍
家
)

と
盛
衰
存
亡
を
と
も
に
す
べ
し
と
い
う
藩
祖
公
の
遺
訓
が
あ
る
。
そ

の
う
え
、
数
代
隆
恩
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
、
余
不
向
と
い
え
ど
も

一
日
も
報
恩
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
U

と
い
う
容
保
公
の
言
葉
に

こ
の
う
え
‘
は
義
の
重
き
に
つ
く
ば
か
り
と
、
君
臣
も
ろ
と
も
に
京
都

の
地
を
死
場
所
に
し
よ
う
と
議
は
決
し
た
と
い
う
。
(
東
洋
文
庫
寸

京
都
守
護
職
始
末
」
に
よ
る
)

京
都
に
着
任
し
た
容
保
公
は
、
騒
然
た
る
都
を
鎮
定
す
る
た
め
に

精
魂
を
傾
け
た
が
、
そ
の
仁
義
礼
節
を
重
ん
ず
る
人
柄
に
よ
り
孝
明

天
皇
の
寵
愛
厚
く
、
公
武
合
体
政
策
遂
行
上
の
京
都
で
の
責
任
者

も
町
向
A

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
頃
、
「
た
や
す
か
ら
ざ
る
世
に
武
士
の

忠
誠
の
心
を
喜
ぴ
て
よ
め
る
L

と
て
御
製
ま
で
賜
っ
て
い
る
寄
保
公

が
、
数
年
の
の
ち
に
は
、
朝
敵
と
な
っ
て
官
軍
の
前
に
降
伏
す
る
の

悲
運
に
会
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
、
何
た
る
歴
史
の
皮
肉
で
あ

ろ
、
っ
か
。
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柴
五
郎
氏
ら
会
津
旧
藩
士
の
人
々
の

H

臥
薪
嘗
胆
H

の
日
々
も
ま

た
、
こ
の
会
津
落
城
の
日
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
柴
氏
の
遺

書
に
は
次
の
よ
う
に
読
め
る
。

「
過
ぎ
て
は
や
久
し
き
こ
と
な
る
か
な
、

七
十
有
余
年
の
昔
な
り
。

郷
土
会
津
に
あ
り
て
余
が
十
歳
の
お
り
、
幕
府
す
で
に
大
政
奉
還
を
，

上
し
、
藩
公
ま
た
守
護
職
を
辞
し
て
、
会
津
城
下
に
謹
慎
せ
ら
る
。

新
し
き
時
代
の
静
か
に
聞
か
る
る
よ
と
教
え
ら
れ
し
に
、
い
か
な
る

こ
と
の
あ
り
し
か
、
子
供
心
に
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
朝
敵
よ
賊
軍
よ
と

汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
会
津
藩
民
言
語
に
絶
す
る
狼
籍
を
被
り
た
る
こ

と
、
脳
裡
に
刻
ま
れ
て
消
え
ず
U

「
余
幼
く
し
て
煩
瑞
な
る
政
情
を
知
ら
ず
、
太
平
三
百
年
の
夢
破

れ
て
初
め
て
世
事
の
難
き
を
知
る
。
男
子
に
と
り
て
回
天
の
世
に
生

ま
る
る
こ
と
甲
斐
あ
る
こ
と
な
れ
ど
、
あ
あ
自
刃
し
て
果
て
た
る
祖

母
、
母
、
姉
妹
の
犠
牲
、
何
を
も
っ
て
か
償
わ
ん
。
ま
た
城
下
に
あ

り
し
百
姓
、
町
人
、
何
の
附
な
き
に
か
か
わ
ら
ず
家
を
焼
か
れ
、
財

を
奪
わ
れ
、
強
殺
強
姦
の
憂
目
を
み
た
る
こ
と
、
痛
恨
の
極
み
な
り
U

「
落
城
後
、
伴
虜
と
な
り
、
下
北
半
島
の
火
山
灰
地
に
移
封
さ
れ

て
の
ち
は
、
着
の
み
着
の
ま
ま
、
日
々
の
艇
に
も
窮
し
、
伏
す
る
に

し
と
ね

縛
な
く
、
耕
す
に
鍬
な
く
、
ま
こ
と
乞
食
に
も
劣
る
有
様
に
て
、
草

の
根
を
噛
み
、
氷
点
下
二
十
度
の
寒
風

b
時
を
張
り
て
生
き
な
が
ら

え
し
辛
酸
の
年
月
、
い
つ
し
か
歴
史
の
流
れ
に
消
え
う
せ
て
、

は
知
る
人
も
ま
れ
と
な
れ
り
。

悲
運
な
り
し
地
下
の
祖
母
、
父
母
、
姉
妹
の
霊
前
に
伏
し
て
思
慕

の
情
ゃ
る
か
た
な
く
、
こ
の
一
文
を
献
ず
る
は
血
を
吐
く
思
い
な
り
U

母

'性

I尋

4事

と

柴
氏
が
母
の
慈
愛
を
懐
し
ん
で
の
追
憶
川
、
同
時
に
ま
た
当
時
の

家
庭
教
育
の
美
風
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
で
、
更
に
引
用
し
た
い
。

「
い
つ
の
こ
と
か
忘
れ
た
れ
ど
、
あ
る
朝
の
こ
と
な
り
。
つ
ね
の

ご
と
く
姉
が
余
の
髪
を
結
ぴ
お
り
し
と
き
、
余
が
わ
が
ま
ま
を
言
い

て
争
い
た
る
を
母
が
聞
き
と
が
め
、
い
た
く
姉
を
叱
責
し
、
す
で
に

壷
賞
と
し
て
与
え
た
る
新
調
の
晴
着
を
返
却
せ
よ
と
命
ぜ
ら
る
。
姉

が
母
の
前
に
晴
着
を
置
き
て
謝
罪
せ
る
姿
、
い
ま
も
な
お
余
の
眼
底

に
あ
り
て
消
え
ず
、
後
悔
の
念
湧
く
を
お
ぼ
ゆ
。
そ
の
お
り
、
余
が

悪
し
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
ぬ
顔
し
て
謝
罪
せ
ざ
り
し
こ
と
、
幼

き
こ
ろ
と
は
い
え
は
ず
か
し
き
こ
と
な
り
。

- 115ー

い
ま

母
は
か
く
も
き
び
し
き
気
性
の
人
に
て
、
賢
夫
人
と
し
て
尊
敬
さ

れ
、
余
の
援
は
ほ
と
ん
ど
母
に
負
う
と
こ
ろ
な
れ
ど
、
一
面
慈
愛
に

い
っ
〈

あ
ふ
る
る
母
性
と
し
て
余
を
愛
し
み
、
余
を
膝
に
抱
き
て
桃
太
郎
な

ど
の
童
話
、
百
人
一
首
、
落
花
の
雪
の
長
歌
な
ど
く
り
か
え
し
語
り



聞
か
せ
、
自
ら
も
楽
し
み
お
り
し
よ
う
に
思
わ
る
。
楠
公
父
子
、
二

十
四
孝
な
ど
の
話
も
み
な
母
よ
り
数
え
ら
れ
、
い
ま
な
お
一
部
を
暗

記
し
お
り
て
、
そ
れ
を
口
に
す
れ
ば
、
な
つ
か
し
き
か
な
、
母
の
温

か
味
を
感
じ
て
思
慕
の
情
ゃ
る
か
た
な
し
。

他
藩
も
お
、
む
ね
同
様
な
リ
し
と
思
わ
る
る
も
、
徳
川
三
百
年
の

封
建
の
体
制
は
、
八
ム
私
を
問
わ
ず
、
そ
の
組
織
と
生
活
と
を
す
み
ず

み
ま
で
も
厳
格
に
律
し
た
る
も
、
余
等
幼
き
者
に
と
り
で
さ
え
、
さ

し
て
窮
屈
の
感
な
し
。
そ
の
体
制
に
添
う
が
ご
と
く
に
幼
時
よ
り
訓

育
さ
れ
た
る
た
め
と
思
わ
る
U

柴
氏
に
し
て
も
武
藤
氏
に
し
て
も
、
老
境
に
入
ら
れ
て
、
な
お
ひ

た
す
ら
亡
き
母
を
偲
ぴ
慕
わ
れ
る
純
な
気
持
は
美
し
い
。

天
人
女
史
の
「
教
の
泉
」
の
中
に

「
女
に
は
婦
徳
と
い
う
徳
を
天
か
ら
う
け
て
い
る
」

と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
臥
薪
嘗
胆
に
耐
え
、
世
の
汚
濁
に
染
ま
ら

ず
、
お
の
が
信
念
を
貫
い
て
真
直
ぐ
に
人
生
を
歩
ま
れ
た
二
人
の
明

治
の
人
の
背
後
に
は
、
そ
の
母
の
婦
徳
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

新

し

L、

道

H

臥
薪
嘗
胆
古
い
う
こ
と
の
本
質
は
耐
え
忍
ぶ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

明
治
の
人
の
生
き
方
の
見
事
さ
は
逆
境
に
あ
っ
て
こ
れ
を
耐
え
忍
ぶ

こ
と
の
見
事
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
今
上
陛
下
も
ま
た
、
自
分
の

身
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
、
倒
れ
ゆ
く
国
民
を
あ
わ
れ
と
思
召
し
て
、

率
先
「
忍
ぴ
が
た
き
を
忍
ん
で
」
終
戦
の
御
聖
断
を
下
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
現
在
の
日
本
の
繁
栄
が
あ
る
の
で
あ
る
。
天
皇
が
自
ら
十

字
架
に
か
、
り
国
民
を
贈
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
新
し
い
道
」
が
今
日
あ
る
の
も
ま
た
、
し
か
り
で
あ
る
。
し
あ

わ
せ
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
っ
た
松
木
家
が
、
一
家
を
あ
げ
て
、
い
わ

れ
な
き
困
苦
屈
辱
に
長
い
年
月
耐
え
て
こ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

種
か
ら
根
と
な
り
、
「
新
し
い
道
」
へ
と
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
一
粒
の
種
が
地
に
落
ち
て
死
ん
だ
(
自
分
を
無
に
し

た
)
れ
ば
こ
そ
、
多
く
の
実
を
結
ぶ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

天
人
女
史
が
、
あ
る
人
に
い
わ
れ
た
言
葉
の
中
に
「
男
ら
し
き
の

方
向
を
や
り
変
え
な
さ
い
U

と
い
う
お
諭
し
が
あ
る
。

功
績
は
何
ん
で
も
自
分
の
手
柄
に
し
、
責
任
は
他
に
転
嫁
す
る
の
が

今
の
世
の
習
い
で
あ
っ
て
、
自
己
主
張
す
る
こ
と
が
「
男
ら
し
き
」

と
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
が
、
「
新
し
い
道
」
の
行
き
方
は
全
く
こ
れ

と
は
裏
腹
で
あ
る
。
人
を
立
て
自
ら
は
下
座
を
し
て
、
耐
え
忍
ぶ
こ

と
を
学
ぶ
道
で
あ
る
。
こ
う
い
う
道
に
喜
ん
で
馳
せ
参
じ
て
こ
そ
、

男
の
中
の
男
と
し
て
、
将
来
の
国
の
要
人
た
る
べ
き
修
業
も
可
能
と

な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
と
い
う
国
に
と
っ
て
そ
う
い
う
人

材
が
今
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
る
時
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
終
)
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だ
ん
だ
ん
涼
し
く
な
り
、
紅
葉
の
色

も
深
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
な
た
の

'
F
-

お
国
も
秋
は
美
し
い
と
思
い
ま
す
。

掴
帥
感
先
介
ゆ
，
。

1
1
i

伊
勢
神
宮
へ
も
参
拝
な
さ
い
ま
し
た

サ

l
ミ
ナ
ラ
女
史

が
、
伊
勢
神
宮
と
「
新
し
い
道
」
と
の

松
木
(
天
村
)
先
生
の
御
依
頼
に
よ
関
係
に
つ
い
て
ま
だ
い
く
ら
か
疑
問
を

り
、
「
新
し
い
道
」
主
催
の
東
京
大
講
お
持
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て

演
会
場
で
の
写
真
を
お
届
け
し
ま
す
。
お
り
ま
す
。
実
際
問
題
と
し
て
伊
勢
神

私
は
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
れ
て
、
{
呂
と
新
し
い
道
セ
ン
タ
ー
と
は
何
の
関

新
し
い
道
の
砂
場
。
や
奈
良
や
大
阪
な
係
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
神
道
そ

ど
で
三
日
間
を
ご
一
緒
に
過
せ
た
事
を
れ
自
体
と
、
日
本
人
の
魂
を
修
練
し
て

喜

ん

で

お

り

ま

す

。

ま

ず

日

本

の

国

を

良

く

し

よ

う

と

い

う

奈
良
で
は
石
燈
箆
で
有
名
な
春
日
大
「
新
し
い
道
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

社
に
参
り
ま
し
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
少
し
説
明
を
要
す
る
と
思
い
ま
す
。

よ
く
馴
れ
た
鹿
が
た
む
ろ
し
て
お
り
、
日
本
民
族
に
は
ア
メ
リ
カ
と
は
異
る

あ
な
た
は
鹿
せ
ん
ぺ
い
を
お
や
り
に
な
伝
統
的
な
持
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

っ
て
嬉
し
そ
う
で
し
た
。
ま
た
法
隆
寺
う
な
伝
統
の
中
で
生
き
る
日
本
人
は
昔

へ
も
行
き
ま
し
た
。
そ
の
金
堂
、
五
重
か
ら
自
然
の
ま
ま
に
自
然
と
と
も
に
生

塔
及
び
中
門
は
現
存
し
て
い
る
世
界
で
き
る
生
活
を
人
間
の
「
道
」
と
し
て
尊

最
も
古
い
木
造
建
築
物
で
す
。
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
神
な
が
ら
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脇
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問
問
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榊
物
品
部
欧
州
単
ゆ
ゆ
陣

尚一尚一割引一一伸、:惨事一押刊す

認
持
説
問
問
瞬
間
榊
問
問

石
に
刻
ま
れ
て
い
た
俳
句
は
次
の
よ

フ
な
も
の
で
し
た
。

柿

食

え

ば

鐘

が

法
隆
寺

な
る
な
り

の
道
」
と
い
い
ま
す
。
「
神
な
が
ら
」
今
や
「
神
な
が
ら
の
道
」
は
「
新
し

と
は
日
常
の
生
活
が
神
と
倍
に
あ
る
と
い
道
」
と
し
て
松
木
天
人
女
史
に
よ
り

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
神
道
の
本
質
現
在
の
日
本
に
魁
ら
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

で
す
。
し
か
し
、
現
在
の
神
道
は
そ
の
す
。

本
質
を
失
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
こ
の
問
題
に
つ
い
て
な
お
お
知
り
に

抵
の
神
社
は
単
な
る
儀
式
を
行
う
だ
け
な
り
た
い
点
が
あ
れ
ば
お
知
ら
せ
下
き

の
存
在
で
す
。
伊
勢
神
宮
は
違
い
ま
す
。
ぃ
。
私
に
出
来
る
限
り
は
お
答
え
し
た

伊
勢
神
宮
に
は
日
本
の
伝
統
が
生
き
て
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
す
。
こ
れ
が
今
回
の
遷
宮
に
際
し

て
私
達
が
伊
勢
神
宮
に
奉
讃
し
た
理
由

で
す
。

敬
具

一
九
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O
年
一

O
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松
木
天
村
先
生

御
寒
〈
成
り
ま
し
た
。
御
変
り
あ
り
ま

せ
ん
か
。

お
伺
い
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
只
今
バ

リ
に
居
り
ま
す
。
十
月
八
日
の
祭
日
後
、

十
日
に
来
て
一
度
帰
り
、
又
本
日
十
四

日
に
来
て
、
パ
リ
ヒ
ロ
タ
底
舗
工
場
建

設
の
為
、
長
男
喜
八
郎
、
夜
住
社
員
藤

巻
真
一
を
連
れ
て
来
て
努
力
中
で
あ
り

ま
す
。幸

い
私
の
造
り
ま
し
た
洋
菓
子
が
大

好
評
で
、
十
月
開
庖
の
屈
が
五
百
人
の

招
待
客
の
御
茶
菓
子
に
使
用
し
て
戴
き

大
好
評
で
あ
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
用
に
沢

山
注
文
戴
き
ま
し
た
。

布
の
様
な
次
第
で
、
新
し
い
道
の
場

に
戻
れ
ぬ
事
が
残
念
で
あ
り
ま
す
。
何

卒
御
許
し
の
程
願
い
ま
す
。

去
る
九
月
二
十
八
日
、
お
や
か
た
さ

ま
の
御
誕
生
日
反
省
き
せ
ら
れ
ま
し
た
。

お
や
か
た
さ
ま
の
御
霊
力
の
厳
し
き
を

身
を
以
っ
て
体
験
致
し
ま
し
た
。

御
伊
勢
さ
ん
に

何
人
が
お
わ
し
ま
す
か
は

知
ら
ね
ど
も

た
J
V

あ
り
が
た
く
一
保
こ
ぼ
れ
る

の
歌
が
あ
り
ま
す
。
私
は
左
の
様
に
感

じ
ま
し
た
。

新
し
い
道
は
、
お
や
か
た
さ
ま
が
、

お
わ
し
ま
す
か
ら
あ
り
が
た
く
、
皆

嬢
ん
で
戻
り
く
る
な
り
。

お
や
か
た
さ
ま
の
昭
和
四
十
六
年
十

一
月
十
七
日
、
教
に
従
ふ
も
の
は
嬉
ぷ
、

逆
う
者
は
苦
し
む
と
云
う
事
を
深
〈
感

じ
ま
し
た
。

日
本
に
帰
っ
た
ら
、

ま
す
。

早
速
場
に
戻
り

.
ハ
リ
に
て

広
田

松
木
天
村
先
生

* 近
畿
迫
水
会

十

二

月

廿

七

日

島

本

敬

一

拝
啓
、
向
寒
の
湖
、
益
々
御
壮
栄
の
段

大
賀
に
存
じ
ま
す
。

物
質
文
明
の
発
展
に
逆
比
例
し
て
、

精
神
文
化
の
類
廃
を
嘆
い
て
居
り
ま
す

喧

中
に
、
心
を
豊
か
に
す
る
運
動
と
人
助

け
を
さ
れ
て
居
ら
れ
ま
す
御
寄
篤
に
対

し
、
謹
ん
で
敬
服
申
上
げ
ま
す
。

抜
、
去
る
十
二
月
二
日
近
畿
迫
水
会

総
会
の
節
、
出
席
会
員
の
奥
村
貴
雄
氏

へ
大
阪
市
立
平
野
小
学
校
教
諭
が
、
御

頒
布
い
た
ず
い
た
、
「
あ
き
」
を
奉
読
き

れ
、
左
記
の
通
り
御
芳
名
に
よ
る
讃
歌

を
謹
一
詠
さ
れ
、
小
生
迄
送
っ
て
来
ら
れ

ま
し
た
の
で
お
伝
え
申
上
げ
ま
す
。

松
木
天
村
様

定

松
の
木
の
繁
る
村
里
郡
市
巡
り

新
し
き
道

夫
の
理
を
説
く

。
懸
命
諭
民
章

瑞

松

繁

茂

羽

曳

草

木

緑

濃

風

景

謝

二

天

佑

一

布

コ

教

新

町

村

民

衆

慕

一

一

徳

松

垣

様

玉

垣

は

清

〈

下

草

延

ぴ

繁

り

松

の

大

木

葉

も

深

緑

木

草

加

貝

陽

邦

寿

様

福

寿

草

匂

い

年

賀

の

友

は

笑

み

陽

光

燦

と

邦

も

清

新

佐

藤

三

歳

様

輔

佐

行

届

司

大

ニ

会

一

藤

橘

源

平

様

信

二

頼

一

三

省

連

日

診

疾

二

病

一

秘

蔵

医

書

察

紙

二

背

一

望道勝丘

以
上
は
奥
村
氏
独
特
の
漢
文
で
あ
り

ま
す
と
付
記
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

御
判
読
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

先
は
右
お
伝
え
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
い
よ
/
¥
余
日
な
く
、
索
、
き

も
加
わ
り
ま
す
折
柄
、
御
自
愛
遊
ば
れ

御
壮
栄
に
て
良
き
お
歳
を
お
迎
え
な
き
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な
ぜ
に
科
学
は
行
き
結
ま
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
私
に
も

其
の
先
が
神
の
世
界
の
よ
う
に
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。
見
え
ざ
る
神
の
手
を
感

ず
る
と
で
も
言
一
う
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
。
私
は
過
去
に
、
夢
と
翌
日
の
事

天

村

先

生

様

実

と

が

一

致

し

て

不

思

議

に

思

っ

た

こ

私
は
七
月
に
つ
な
が
ら
せ
て
い
た
ず
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
此
の
度
、
急

き
ま
し
て
、
日
も
浅
い
の
で
あ
り
ま
す
に
思
い
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

が
、
お
や
か
た
さ
ま
が
、
「
思
う
た
こ
と
夢
は
五
歳
六
時
の
疲
れ
と
申
し
ま

は
ど
ん

/k-発
表
し
な
さ
い
」
と
お
っ
し
す
が
、
疲
れ
に
よ
リ
明
日
起
る
事
が
判

や
っ
て
お
い
で
マ
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
ら
う
筈
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
脳
細
胞

私
も
書
か
し
て
い
た
ゾ
い
た
次
第
で
す
。
が
か
す
か
に
動
い
て
い
た
と
し
ま
し
て

天
村
先
生
が
調
和
の
哲
学
の
八
頁
に
、
も
、
体
の
組
織
の
一
部
の
物
的
の
も
の

生
物
の
究
極
は
、
今
の
科
学
で
は
解
明
に
予
知
す
る
と
い
う
能
力
は
無
い
と
息

さ
れ
て
い
な
い
、
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
で
あ

お
ら
れ
ま
す
が
、
仮
り
に
解
明
さ
れ
る
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
詳
細
な
デ
ー
タ
!

と
き
が
あ
り
ま
し
で
も
、
其
の
と
き
も
か
ら
弾
き
出
さ
れ
る
予
報
で
あ
り
ま
し

ま
た
解
明
で
き
な
い
も
の
が
残
る
の
で
て
、
「
予
報
」
と
「
知
る
」
と
で
は
似
て

は

あ

り

ま

す

ま

い

か

。

い

て

天

地

の

遠

い

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。

そ
し
て
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
予
報
は
飽
く
ま
で
も
予
報
で
あ
り
、
「
知

う
ち
に
、
科
学
は
遂
に
行
き
結
る
の
で
る
」
と
い
う
こ
と
は
現
実
其
の
も
の
で

は

あ

り

ま

す

ま

い

か

。

あ

る

か

ら

で

あ

り

ま

す

。

見

る

目

の

無

か
ら
現
実
が
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
は
既
に
物
的
の
次
元
で
は
な
く
、

れ
ま
す
様
、
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

頓
首

官

神
秘
の
領
域
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、

求
め
る
も
の
は
神
秘
の
も
の
よ
り
他
に

な
い
と
思
い
ま
す
。

無
か
ら
有
が
生
ず
る
答
も
な
け
れ
ば
、

奇
蹟
又
は
偶
然
の
一
致
と
量
一
口
い
ま
し
て

も
、
そ
れ
は
何
の
根
拠
も
な
い
便
宜
上

の
言
葉
で
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
も
、
そ
こ
に
み
た
ま
が
お
在
す
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
し
て
い
た

ず
き
ま
し
て
、
大
切
に
大
切
に
と
心
が

け
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

私
は
町
を
歩
い
て
み
ま
す
と
、
誰
か

れ
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
ど
な
た
に
も

妙
に
判
明
し
い
気
持
が
湧
い
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
皆
さ
ん
が
、
私
と
同
じ
よ
う
な

へ
そ
と
み
た
ま
が
有
っ
て
、
そ
し
て
そ

れ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
り
す
る
か
ら

で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も

美
事
な
ま
で
に
似
て
も
似
つ
か
ぬ
兄
弟

達
だ
と
、
ふ
と
は
=
笑
ん
で
く
る
こ
と

も
あ
あ
り
ま
す
。

旅
先
で
パ
ス
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
席
が
無
く
て
一
番
後
部
の
吊
皮

に
す
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
後
ろ
か
ら

一
人
の
青
年
が
長
髪
を
な
び
か
せ
て
単

車
で
し
つ
く
し
て
き
て
い
ま
し
た
。
私

は
其
の
青
年
に
、
気
を
付
け
な
さ
い
よ

怪
我
で
も
し
た
ら
大
変
で
す
よ
、
と
心

の
な
か
で
呼
び
か
け
て
い
る
自
分
に
気

付
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
今
ま
で

の
自
分
に
は
、
か
つ
て
一
度
も
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
の
私
な

ら
、
男
と
も
女
と
も
つ
か
ぬ
頭
を
し
て
、

と
吐
き2
捨
て
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
思

い
ま
す
。

私
は
良
い
人
間
と
は
、
自
分
以
外
の

も
の
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
更
に
良
い
人

聞
と
は
、
人
々
を
指
導
し
得
る
人
を
言

う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
わ
し
て

い
た
ず
い
て
お
り
ま
す
。

伴
が
、
近
頃
の
お
父
さ
ん
は
元
気
が

無
く
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
家
内
は
家

内
で
、
や
は
り
一
日
中
ど
な
っ
て
い
て

、
も
ら
わ
な
い
と
い
つ
も
の
お
父
さ
ん

の
よ
う
な
気
が
し
な
い
と
言
っ
て
い
ま

す
。
私
は
た
と
え
少
し
づ
B

で
も
、
自

分
の
変
っ
て
ゆ
く
姿
が
ほ
ん
と
う
に
嬉

し
く
、
し
ば
し
、
ぼ
ん
や
り
と
速
く
窓
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外
の
雲
を
眺
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
誠
に
有
り
難
い
こ
と
だ
と
心
か

ら
御
礼
を
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

私
を
ご
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
呉

の

F
き
ん
、
私
が
場
に
戻
る
毎
に
、

何
か
と
御
親
切
に
し
て
下
さ
る
大
阪
の

-
N
き
ん
に
も
有
難
〈
思
っ
て
お
り
ま

す。
お
や
か
た
さ
ま
の
己
が
身
は
一
番
下

に
置
け
と
の
お
言
葉
を
、
私
は
い
ま
し

み
斤
¥
と
噛
み
し
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
若
し
私
共
が
其
の
よ
う
な
心
境
に

成
れ
る
と
し
ま
し
た
な
ら
ば
、
誰
に
も
、

ど
な
た
に
も
、
有
り
難
う
と
言
え
る
と

思
い
ま
す
。
野
の
一
木
一
草
、
小
さ
い

虫
に
も
有
り
難
う
と
言
い
得
る
な
ら
ば

と
も
思
わ
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

天
村
先
生
の
調
和
の
哲
学
の
二
十
三

頁
を
読
み
ま
し
て
痛
い
よ
う
に
感
じ
ま

す
こ
と
は
、
こ
の
植
物
や
動
物
や
自
然

の
お
陰
で
、
私
共
の
日
々
の
生
活
が
有

る
と
い
う
こ
と
¥
植
物
や
動
物
や
自

然
は
、
私
共
人
聞
社
会
を
い
き
、
か
も

必
要
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
私
共
は
緑
の

山
肌
を
削
り
取
っ
た
り
、
森
や
林
を
枯

ら
し
た
り
、
動
物
遠
の
住
家
を
絶
や
し

た
り
、
湖
を
埋
め
た
り
し
て
い
ま
す
。

自
然
は
疲
れ
て
日
に
/
¥
其
の
た
く
ま

し
さ
を
失
い
、
人
聞
社
会
も
ま
た
満
ち

た
り
て
い
て
、
こ
れ
も
ま
た
日
に
/
¥

荒
廃
の
車
を
廻
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
私
共
人
間
社
会
が
、
神
の
教
え

を
知
ろ
う
と
し
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

然
し
、
神
の
教
え
と
申
し
ま
し
で
も
、

其
の
神
の
教
え
が
私
に
は
ま
だ
良
く
は
拝
啓
、
そ
の
後
益
々
御
清
昌
の
御
事
と

判
り
ま
せ
ぬ
。
神
は
有
り
と
は
確
信
し
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

て
い
て
も
、
其
の
神
は
私
に
は
ま
だ
良
過
日
は
、
祖
情
あ
ふ
る
益
御
仕
込
を

く
は
判
り
ま
せ
ぬ
。
然
し
私
共
に

U
、
戴
き
、
私
の
人
生
生
活
に
大
い
な
る
希

天
の
御
子
の
お
や
か
た
さ
ま
が
ご
ざ
い
望
と
勇
気
が
湧
き
出
る
思
い
が
い
た
し

ま
す
。
其
の
み
教
え
が
あ
り
ま
す
。
其
ま
し
て
、
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
私
は

の

み

声

が

あ

り

ま

す

。

ま

こ

と

に

罪

業

の

深

い

も

の

で

、

そ

の

私
は
一
日
も
早
く
場
に
帰
ら
な
け
れ
業
果
を
甘
受
し
な
が
ら
今
日
に
至
り
ま

ば
と
、
ひ
し
/
¥
と
身
に
感
じ
ま
す
。
し
た
が
、
こ
れ
も
お
や
か
た
様
の
御
慈

今
朝
も
家
内
が
、
あ
な
た
は
行
き
た
い
悲
に
よ
っ
て
、
解
脱
さ
せ
て
戴
き
、
清

の
で
し
ょ
う
。
早
〈
着
物
を
送
り
な
き
水
で
身
機
ぎ
し
た
心
境
で
日
に
日
に
新

い
と
催
促
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
家
内
な
る
精
進
を
い
た
し
て
い
る
次
第
で
あ

の
催
足
は
こ
れ
で
三
度
目
で
あ
り
ま
す
。
り
ま
す
。

詫
ぴ
て
済
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
こ
の
た
び
道
友
相
は
か
り
、
天
村
先

私
は
近
く
場
に
帰
ら
し
て
い
た
ゾ
き
ま
生
を
御
迎
え
す
る
事
に
し
て
準
備
を
進

す
。
お
や
か
た
き
ま
の
お
叱
り
は
倍
に

も
受
け
ま
す
。

お
や
か
た
さ
ま
お
か
ら
だ
を
、
お
大
切

に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
み
ち
の
子

新
潟
県
燕
市
仲
太
町

中

川

崎

策

主任

松
木
そ
う
え
ん
先
生

- 120ー

め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
契
期
と
し
て
火

の
国
熊
本
に
、
新
し
い
道
の
運
動
の
突

破
口
を
つ
く
り
た
い
所
存
で
あ
り
ま
す
。

御
指
摘
の
様
に
、
婦
人
の
覚
醒
こ
そ

重
大
時
局
下
の
喫
緊
の
要
事
と
な
り
、

会
場
も
県
婦
人
会
館
を
選
ぴ
、
中
堅
婦

人
の
参
加
を
要
請
し
て
い
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。
先
般
の
御
明
断
に
御
示
し
の

通
り
、
私
の
天
命
は
一
に
皇
道
の
宜
布

で
あ
る
と
痛
感
し
、
こ
れ
が
た
め
に
は

皇
統
を
間
明
し
、
万
世
の
た
め
に
太
平

を
聞
か
ん
と
全
世
界
に
宣
言
さ
れ
ま
し

た
陛
下
の
御
悲
願
を
、
次
代
を
担
当
す

る
若
人
達
に
植
え
付
け
た
い
し
、
一
切

を
捧
げ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

何
卒
一
層
の
御
鞭
鑓
を
賜
る
様
、
懇

願
い
た
し
ま
す
。

先
は
御
礼
を
か
ね
近
況
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

人
類
の
一
大
危
局
に
当
り
、
唯
h

吋
御

自
愛
を
賜
る
様
、

A
ロ
掌
を
捧
げ
ま
す
。

敬

白

昭
和
四
十
六
年
六
月
七
日

児
玉
亀
太
郎

御
座
右



(存ヤ
従
汗之

。
昭
和
四
十
六
年
十

一
月
二
十
六
日
佳

の
新
関
西
新
聞
に
、
地
元
羽
曳
野
市
の

紹
介
が
掲
載
さ
れ
た
。

そ
こ
に

か
新
し

イ名L
い
道
。

も
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

(
写
真
参
照
)

.， 
，ι!ぷ~\ミh
守二S、Jl

。
。
あ
さ
。
も
第
十
五
号
を
数
え
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
創
刊
以
来
五
年

目
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
姿
勢
を
少
し
変
え
る
こ

と
に
致
し
ま
し
た
。
表
に
向
っ
て
歩
き

出
す
べ
く
決
意
い
た
し
ま
し
た
。

〈
〉
大
変
暖
か
い
冬
で
あ
り
ま
す
。
大

寒
だ
と
い
う
の
に
オ
ー
バ
ー
も
着
け
ず

に
外
出
出
来
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
結
構

で
は
あ
り
ま
す
が
、
寒
く
あ
る
べ
き
時

に
寒
く
な
い
の
は
、

何
か
不
安
で
あ
り

ま
す
。

。
昨
年
こ
の
場
を
訪
問
さ
れ
た
ド
ナ

ル
ド

・
カ
1

チ
ス
博
士
か
ら
近
著
が
贈

ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。
大
阪
の
道
友
、

医
師
の
八
木
隆
明
氏
に
お
願
い
し
て
舎

の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

(
七
六
頁
参
照
)

〈
〉
松
木
天
村
先
生
の
講
演
は

一
時
間

半
に

E
る
大
講
演
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
一
部
を
抜
ザ
卒
し
て
渇
紋
い
た
し
ま
し

た
。

(三
凹
頁
)

又
今
回
は
京
浴
の
地
に
ふ
さ
わ
し
く
、

和
服
で
演
題
に
立
た
れ
ま
し
た
。

(
三
二
頁
写
真
参
照
)

〈〉
花
は
人
に

笑
は
大
地
に

あ
た
ら
し
い
年
の
ζ

れ
か
ら
の
生
き

方
を
二
行
に
し
て
み
ま
し
た
。(高

坂
記
)
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