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要
旨詞

ｇ
ｍ
Ｎ
涛
昌
（
畠
④
”
‐
一
℃
乱
）
君
溺
国
ｇ
ｏ
己
三
四
で
四
目
毎
『
ず
三
四
一
８
齢
護
国
《
①
『
。
『
ョ
○
号
目
、
宣
冒
．
西
厨

言
⑰
罰
局
］
君
◎
静
吻
冨
く
①
自
首
昏
冒
席
８
目
①
呂
呂
且
昏
昏
風
、
ロ
ー
】
篇
目
宮
胃
．
．
『
巨
碗
冨
己
①
『
旨
く
④
豊
顕
里
⑱
碗

昏
①
里
昌
一
鼠
垣
。
『
⑤
冨
島
ｇ
・
い
一
言
国
目
・
の
ウ
の
冒
⑦
ｇ
詞
ｇ
唄
い
㈹
脇
畠
目
・
岳
①
言
⑥
罰
昌
君
。
『
肩
。
『

ｚ
色
厨
匡
目
⑩
碗
ｇ
①
翫
昌
。
ｚ
四
冨
宍
目
い
具
①
、
冒
昏
①
弓
君
。
『
盲
君
①
８
国
一
言
ロ
島
⑩
恩
ョ
⑮
篇
且
ｇ
Ｑ
ｓ
毛
色
ａ

号
①
２
一
目
●
”
一
『
⑱
ざ
コ
ョ
畠
呂
旨
昼
㈹
ョ
。
鳥
目
肩
１
８
．

子
ど
も
の
こ
ろ
の
体
験
を
描
い
た
中
勘
助
（
一
八
八
五
’
一
九
六
五
）
の
「
銀

（
注
１
）

の
匙
」
は
、
日
本
近
代
文
学
の
名
作
と
し
て
、
か
な
り
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

近
年
、
名
物
教
師
橋
本
武
（
一
九
一
二
’
二
○
一
三
）
が
長
年
国
語
の
教
材
に
使

（
注
２
）

用
し
、
鐸
々
た
る
人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
で
も
話
題
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
”
夏
目
激
石
中
勘
助
豊
子
憧
永
日
小
品
銀
の
匙
縁
縁
堂
随
筆

【
論
文
】

文学部論鍍第105号（2014）

幼
時
体
験
を
描
く
文
学

ｌ
夏
目
激
石
中
勘
助
豊
子
燈
Ｉ

巨
甫
冒
冒
罵
目
の
言
固
言
②
砕
閏
ｇ
昌
幽
の
①
昌
己
四
国
詮
蔚
ぐ
汚
毒
目
乙
胃
昌
冒
⑦
の
ｇ
⑦
宮
自
己
ｚ
画
冒
戻
昌
呂
冨
．
弓
目
、
圏
宍
農

腿
う
し
が
い

一
方
、
中
国
近
現
代
の
画
家
、
随
筆
家
豊
子
慣
（
一
八
九
八
’
一
九
七
五
）
も
、

絵
画
と
文
学
で
し
ば
し
ば
子
ど
も
を
描
い
た
。
そ
の
代
表
作
と
な
っ
た
処
女
文
集

「
縁
縁
堂
随
筆
」
（
一
九
三
一
）
に
も
子
ど
も
を
描
い
た
小
品
文
が
か
な
り
含
ま
れ

る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
、
夏
目
激
石
の
子
ど
も
を
描
い
た
小
品
文
と
比
較
し
、
豊

子
慣
が
激
石
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
論
を
試
み
た
こ
と
が

（
注
３
）

あ
る
。
た
し
か
に
、
豊
子
慣
は
瀬
石
の
小
品
文
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
み
ず
か
ら

の
創
作
に
資
す
る
も
の
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
世
代
の
異
な
る
激
石
の

ほ
か
に
も
、
豊
子
憧
が
目
を
向
け
た
日
本
近
代
の
作
家
や
作
品
は
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
激
石
以
降
の
日
本
文
学
と
豊
子
慣
の
比
較
研
究
は
行
わ
れ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
『
銀
の
匙
」
を
比
較
対
象
に
え
ら
ん
だ
理
由
を
述
べ
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
激
石
に
つ
ら
な
る
作
家
と
し
て
豊
子
燈
は
中
勘
助
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
中
は
激
石
に
学
び
、
そ
の
推
挙
を
う
け
て
、
「
銀
の
匙
」
を
「
朝
日

新
聞
」
に
連
載
し
、
文
壇
入
り
を
し
た
。
は
や
く
か
ら
激
石
に
関
心
の
あ
っ
た
豊

西
槙
偉

房
色
目
屋
ｚ
易
国
富
抄
酉
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あ
っ
た
豊
子
燈
は
、
上
海
内
山
書
店
の
常
連
客
と
な
り
、
同

身
近
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
初
出
の
新
聞
連
載
は
見
ら
れ
《

単
行
本
「
銀
の
匙
」
は
豊
子
情
に
と
っ
て
、
同
時
代
文
学
一

活
を
描
い
た
作
品
に
彼
は
興
味
を
示
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

子
燈
は
、
激
石
の
弟
子
に
あ
た
る
中
勘
助
の
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
も
、
『
銀
の
匙
」
の
刊
行
は
一
九
二
一
一
年
一
一
月
と
推
定

（
注
４
）

さ
れ
、
同
書
に
は
「
夏
目
先
生
と
私
」
と
い
う
付
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ち
ょ

う
ど
、
日
本
遊
学
か
ら
帰
国
す
る
前
後
で
、
豊
子
燈
が
日
本
の
出
版
物
に
積
極
的

に
ふ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
二
六
年
四
月
、
岩
波
書
店
か
ら
「
銀
の
匙
」
の
新
版
が
上
梓
さ
れ

た
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
の
前
後
旺
盛
な
漫
画
制
作
や
文
筆
活
動
の
な
か
に

あ
っ
た
豊
子
燈
は
、
上
海
内
山
書
店
の
常
連
客
と
な
り
、
日
本
の
出
版
物
が
彼
の

身
近
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
初
出
の
新
聞
連
載
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

単
行
本
「
銀
の
匙
」
は
豊
子
情
に
と
っ
て
、
同
時
代
文
学
で
あ
り
、
子
ど
も
の
生

と
は
い
え
、
本
稿
で
は
豊
子
燈
が
中
勘
助
の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
の
究
明
に

重
き
を
お
く
よ
り
、
近
代
日
中
文
学
に
お
け
る
子
ど
も
を
描
い
た
作
品
の
比
較
を

と
お
し
て
、
両
者
、
な
い
し
激
石
も
含
め
た
三
者
の
作
品
、
思
想
の
類
似
性
、
相

違
に
照
明
を
あ
て
た
い
。
激
石
を
も
比
較
論
に
ひ
き
い
れ
た
の
は
、
弟
子
の
中
勘

助
が
師
激
石
の
主
題
、
表
現
技
巧
を
継
承
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

豊
子
憧
初
の
随
筆
集
「
縁
縁
堂
随
筆
」
（
計
二
○
編
を
収
録
、
初
刊
は
一
九
三

一
）
と
中
勘
助
の
「
銀
の
匙
」
は
、
い
ず
れ
も
家
族
や
親
類
、
教
わ
っ
た
教
師
な

ど
を
描
い
た
連
作
随
筆
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
前
者
の
な
か
で
も
、

ご
く
初
期
の
「
憶
児
時
（
幼
時
の
思
い
出
）
」
（
一
九
二
七
、
三
節
構
成
）
や
「
華

贈
的
日
記
（
華
贈
の
日
記
）
」
（
同
年
、
二
節
構
成
）
の
あ
た
り
は
、
「
銀
の
匙
」

と
の
類
似
性
は
か
な
り
顕
著
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
勘
助
は
豊
子

情
を
比
較
文
学
的
に
読
む
た
め
の
新
た
な
視
点
と
な
り
う
る
。

一
「
喜
い
ち
ゃ
ん
」
と
「
お
意
ち
ゃ
ん
」
と
「
徳
菱
」

激
石
「
柿
」
と
中
勘
助
『
銀
の
匙
」
と
豊
子
燈
「
華
醗
的
日
記
」

瀬
石
の
小
品
文
「
柿
」
を
ふ
ま
え
、
豊
子
燈
が
「
華
贈
的
日
記
」
を
制
作
し
た

の
で
は
な
い
か
。
両
作
品
の
比
較
を
通
し
て
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
結
論
を
下
し

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
比
較
論
は
、
両
作
品
の
重
要
な
主
題
を
引
き
出
し
え
た
と

考
え
る
が
、
「
銀
の
匙
」
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
「
お
意
ち
ゃ
ん
」
を
め
ぐ
る
物
語

は
、
筆
者
に
か
っ
て
の
比
較
の
再
考
を
促
す
。
前
編
第
四
一
節
で
、
お
葱
ち
ゃ
ん

が
登
場
す
る
。
作
者
と
思
わ
れ
る
「
私
」
と
の
出
会
い
の
あ
た
り
を
ま
ず
見
て
み

よ
う
。

そ
の
学
期
も
終
り
に
ち
か
づ
い
た
こ
ろ
お
隣
へ
あ
ら
た
に
人
が
こ
し
て
き

た
。
そ
の
家
と
は
裏
の
畑
を
間
に
ほ
ん
の
杉
垣
ひ
と
え
を
へ
だ
て
て
る
ば
か

り
で
自
由
に
往
き
来
が
で
き
る
。
私
が
裏
へ
い
っ
て
こ
っ
そ
り
様
子
を
み
て

た
ら
垣
根
の
と
こ
ろ
へ
ち
ょ
う
ど
私
ぐ
ら
い
の
お
嬢
さ
ん
が
で
て
き
た
が
、

つ
い
と
む
こ
う
へ
か
く
れ
て
杉
の
す
き
ま
か
ら
そ
っ
と
こ
ち
ら
を
窺
っ
て
る

ら
し
か
っ
た
。
暫
く
し
て
お
嬢
さ
ん
は
ま
た
出
て
き
て
ち
ら
り
と
ひ
と
を
見

た
の
で
私
も
ち
ら
り
と
見
て
、
そ
し
て
両
方
と
も
す
ま
し
て
よ
そ
を
む
い
た
。

そ
ん
な
こ
と
を
何
遍
も
や
っ
て
る
う
ち
に
私
は
お
嬢
さ
ん
が
ほ
っ
そ
り
と
し

て
ど
こ
か
病
身
ら
し
い
の
を
み
て
な
ん
と
な
く
気
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
つ
ぎ
に
眼
と
眼
が
あ
っ
た
と
き
に
彼
方
は
心
も
ち
笑
っ
て
み
せ
た
。
で
、

私
も
ち
よ
い
と
笑
っ
た
。
彼
方
は
顔
を
そ
む
け
る
よ
う
に
し
て
く
る
り
と
か

た
足
で
廻
っ
た
。
こ
ち
ら
も
く
る
り
と
廻
る
。
む
こ
う
が
ぴ
ょ
ん
と
と
ん
だ
。

こ
ち
ら
も
ぴ
ょ
ん
と
と
ぶ
。
ぴ
ょ
ん
と
跳
ね
れ
ば
ぴ
ょ
ん
と
跳
ね
る
。
そ
ん

は
た
ん
き
ょ
う

な
に
し
て
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
あ
っ
て
る
う
ち
に
い
つ
か
私
は
巴
旦
杏
の
蔭

を
、
お
嬢
さ
ん
は
垣
根
の
そ
ば
を
は
な
れ
て
お
互
に
話
の
で
き
る
く
ら
い
近

よ
っ
て
た
。
が
、
そ
の
と
き

西槙
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お
葱
ち
ゃ
ん
は
お
国
さ
ん
に
次
い
で
、
主
人
公
の
「
私
」
と
よ
く
遊
ん
だ
幼
馴

染
の
女
の
子
。
二
人
が
出
会
い
、
知
り
合
う
こ
の
場
面
を
、
豊
子
情
の
「
華
贈
的

日
記
」
の
冒
頭
と
比
べ
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。

て
い
と
く
り
よ
う

隣
り
一
一
一
一
一
番
地
に
住
む
鄭
徳
菱
は
本
当
に
い
い
子
だ
。
今
日
、
お
母
さ
ん

に
抱
っ
こ
さ
れ
た
ぼ
く
は
、
彼
女
が
セ
メ
ン
ト
の
路
面
で
竹
馬
に
乗
る
と
こ

ろ
を
見
た
。
彼
女
が
ぼ
く
に
に
っ
こ
り
し
、
そ
の
笑
顔
は
一
緒
に
遊
ば
な
い

か
と
い
う
意
味
だ
と
す
ぐ
わ
か
っ
た
。
ぼ
く
も
に
っ
こ
り
し
、
一
緒
に
遊
び

た
い
気
持
ち
を
表
し
た
。
ぼ
く
は
お
母
さ
ん
の
胸
か
ら
降
り
、
彼
女
と
竹
馬

に
乗
り
に
い
っ
た
。
二
人
で
同
じ
竹
馬
に
乗
り
、
ぼ
く
が
曲
が
り
た
い
と
い

え
ば
、
彼
女
は
い
い
よ
と
い
い
、
ぼ
く
が
も
う
少
し
遠
く
に
行
き
た
い
と
い

え
ば
、
彼
女
も
喜
ん
で
付
い
て
き
た
。
ま
た
、
彼
女
が
馬
に
草
を
少
し
食
ま

せ
た
い
と
い
え
ば
、
ぼ
く
も
喜
ん
で
と
ま
り
、
彼
女
が
馬
を
青
木
に
つ
な
い

で
お
こ
う
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
悪
く
な
い
な
と
ぼ
く
は
考
え
た
。
ぼ
く
た
ち

は
志
を
同
じ
く
す
る
友
達
だ
。
ち
ょ
う
ど
夢
中
に
な
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
こ

ろ
へ
、
お
母
さ
ん
は
ぼ
く
の
手
を
ひ
き
、
ご
飯
の
時
間
だ
と
い
う
。
ぼ
く
は
、

「
い
や
だ
」
と
い
っ
た
。
お
母
さ
ん
は
、
「
鄭
徳
菱
も
そ
ろ
そ
ろ
ご
飯
よ
」
と

い
っ
た
。
果
た
し
て
、
鄭
徳
菱
の
兄
が
「
徳
菱
」
と
い
い
な
が
ら
出
て
き
て
、

「
お
嬢
様
ご
は
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」

と
よ
ば
れ
た
の
で

「
は
い
」

と
返
事
を
し
て
さ
っ
さ
と
駈
け
て
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
も
残
り
お
し
く
家

へ
帰
り
急
い
で
食
事
を
済
ま
せ
て
ま
た
い
っ
て
み
た
ら
お
嬢
さ
ん
は
も
う
先

に
き
て
待
っ
て
た
ら
し
く

「
遊
び
ま
し
ょ
う
」

（
注
５
｝

と
い
っ
て
人
な
つ
っ
こ
ぐ
よ
っ
て
き
た
。
（
下
略
）

対
句
法
を
多
用
す
る
文
章
表
現
の
特
色
に
し
て
も
、
笑
顔
で
心
を
通
わ
せ
た
り
、

食
事
に
よ
っ
て
遊
戯
を
中
断
さ
せ
ら
れ
た
り
と
い
っ
た
描
写
に
お
い
て
も
、
共
通

点
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
「
徳
菱
」
と
「
華
贈
」
が
仲
良
く
遊
ぶ
こ
の
場
面
を
、

「
柿
」
に
お
け
る
「
喜
い
ち
ゃ
ん
」
と
「
与
吉
」
の
喧
嘩
の
く
だ
り
と
比
べ
る
と
、

喧
嘩
の
様
子
を
き
び
き
び
と
し
た
対
句
の
多
用
で
描
い
た
と
こ
ろ
は
三
者
の
共
通

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
柿
」
は
三
人
称
、
作
者
の
視
点
を
と
り
、
登
場
人
物
の

心
理
に
は
あ
ま
り
踏
み
込
ん
で
い
な
い
の
に
た
い
し
て
、
他
の
二
編
は
一
人
称
の

主
人
公
視
点
で
心
理
描
写
を
特
色
と
す
る
。
そ
れ
も
「
銀
の
匙
」
と
「
華
贈
的
日

記
」
の
類
似
点
と
い
え
る
。

男
女
二
人
の
児
童
の
交
流
を
冒
頭
に
掲
げ
な
が
ら
、
「
華
贈
的
日
記
」
第
一
節

は
そ
の
後
二
人
の
物
語
に
発
展
せ
ず
に
、
主
人
公
と
家
族
や
理
髪
師
と
の
心
の
隔

た
り
が
描
か
れ
る
。
徳
菱
の
物
語
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ゆ

え
に
冒
頭
に
お
け
る
幼
友
達
二
人
の
交
流
は
い
よ
い
よ
純
粋
な
も
の
に
感
じ
ら
れ

（
注
７
）

る
と
も
い
え
る
。

他
方
、
喜
い
ち
ゃ
ん
と
お
葱
ち
ゃ
ん
は
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
物
語
を
動
か
し
て
い

く
。
二
つ
の
物
語
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
「
柿
」
は
短
い
小
品
に
か
か
わ
ら
ず
、

起
伏
が
あ
る
。
喜
い
ち
ゃ
ん
が
裏
の
長
屋
の
与
吉
と
顔
見
知
り
で
、
時
々
話
を
す

る
が
、
す
ぐ
喧
嘩
に
な
っ
て
し
ま
う
。
喜
い
ち
ゃ
ん
が
落
と
し
た
ゴ
ム
趣
を
与
吉

が
拾
っ
て
い
き
、
喜
い
ち
ゃ
ん
の
母
は
女
中
に
と
り
に
行
か
せ
る
が
、
与
吉
の
母

親
は
そ
れ
に
は
応
じ
な
い
。
す
る
と
、
三
日
後
、
喜
い
ち
ゃ
ん
は
赤
い
柿
を
手
に

与
吉
に
仕
返
し
を
た
く
ら
む
。
み
ご
と
に
渋
柿
を
与
吉
に
食
べ
さ
せ
、
喜
い
ち
ゃ

ん
は
し
て
や
っ
た
り
と
家
に
戻
る
と
、
彼
女
の
家
か
ら
大
き
な
笑
い
声
が
聞
こ
え

彼
女
の
手
を
ひ
い
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
、
ぼ
く
は
お
母
さ
ん
と
一
緒

に
戻
る
し
か
な
か
っ
た
。
ぼ
く
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
入
る
と
き
、
彼
女
が

ぼ
く
の
ほ
う
を
振
り
向
き
、
ぼ
く
も
振
り
向
い
て
彼
女
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
、

（
注
６
》

一
一
人
は
各
自
の
家
に
入
り
、
互
い
の
姿
は
見
え
な
く
な
っ
た
。

幼時体験を描く文学
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た
。
そ
こ
で
話
が
終
わ
る
。

「
銀
の
匙
」
の
お
葱
ち
ゃ
ん
の
ほ
う
は
と
い
う
と
、
「
私
」
と
小
学
校
で
隣
の

席
に
座
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
私
」
の
成
績
が
「
び
り
っ
こ
け
」
だ
と
知

る
や
、
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
が
シ
ョ
ッ
ク
で
、
「
私
」
が
奮
起

し
、
次
の
学
期
で
二
番
の
成
績
を
と
る
。
そ
こ
で
、
た
ま
た
ま
い
じ
め
ら
れ
て
い

た
お
葱
ち
ゃ
ん
を
助
け
、
二
人
は
ま
た
仲
よ
く
な
る
。
し
か
し
、
お
手
玉
を
め
ぐ
っ

て
、
二
人
が
い
さ
か
い
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
お
葱
ち
ゃ
ん
が
謝

り
に
き
た
こ
と
で
仲
直
り
し
た
。

そ
の
う
ち
、
富
公
と
い
う
転
校
生
が
ク
ラ
ス
の
餓
鬼
大
将
と
な
り
、
お
葱
ち
ゃ

ん
も
彼
と
遊
び
、
「
私
」
の
家
に
来
な
く
な
る
。
「
私
」
は
気
も
狂
い
そ
う
に
な
る

け
れ
ど
も
、
や
が
て
お
葱
ち
ゃ
ん
が
翻
意
し
て
ふ
た
た
び
遊
び
に
来
る
。
そ
の
後
、

富
公
の
仕
返
し
が
あ
っ
た
も
の
の
、
桃
の
節
句
を
一
緒
に
祝
っ
た
お
葱
ち
ゃ
ん
と

「
私
」
は
「
お
雛
様
の
よ
う
な
ご
夫
婦
」
と
乳
母
に
は
や
し
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
、

幼
い
恋
の
情
緒
が
最
高
潮
に
達
す
る
。
節
句
す
ぎ
て
ま
も
な
く
、
引
っ
越
す
こ
と

に
な
っ
た
お
意
ち
ゃ
ん
と
の
別
れ
に
よ
っ
て
『
銀
の
匙
』
前
編
が
結
ば
れ
る
。

こ
う
し
た
展
開
に
お
い
て
、
「
柿
」
を
意
識
し
て
読
む
と
、
い
く
つ
か
の
共
通

点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
ず
、
「
柿
」
は
大
工
の
息
子
と
銀
行
の
「
御
役
人
」
ｌ
銀
行
員
の
娘
と
の

喧
嘩
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
貧
富
の
階
層
対
立
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
が
、
お
葱

ち
ゃ
ん
と
富
公
の
あ
い
だ
に
も
同
様
の
家
庭
事
情
が
う
か
が
え
る
。
お
葱
ち
ゃ
ん

の
父
親
の
職
業
は
わ
か
ら
鞍
い
が
、
彼
女
の
母
親
が
富
公
Ｉ
「
縫
い
箔
を
内
職

に
す
る
家
」
（
着
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
箔
を
縫
い
つ
け
る
飾
り
職
の
仕
事
を
内
職
に

す
る
）
の
息
子
Ｉ
に
対
す
る
態
度
か
ら
、
そ
の
家
の
経
済
状
況
は
富
公
よ
り
恵

ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
富
公
が
ひ
っ
こ
し
て
き
て
「
私
」
よ
り
も
二
歳
年
上
の
た

め
力
が
強
く
口
も
達
者
。
近
所
だ
か
ら
、
三
人
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
が
、
じ
き
に

お
葱
ち
ゃ
ん
と
仲
良
く
な
り
、
「
私
」
は
の
け
者
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
学
校
で
も
、

「
私
」
は
い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

お
意
ち
ゃ
ん
の
口
か
ら
、
そ
の
母
親
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
大
人
の
論
理
が
現

れ
た
が
、
そ
れ
は
「
柿
」
の
お
祖
母
さ
ん
が
喜
い
ち
ゃ
ん
に
聞
か
せ
た
こ
と
ば
と

大
差
は
な
い
。
「
柿
」
で
は
、
あ
ま
り
「
上
等
」
で
な
い
近
所
の
子
ど
も
と
遊
ん

で
は
い
け
な
い
と
、
喜
い
ち
ゃ
ん
は
諭
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
軽
蔑
」
か
ら
対
立
が
生
ま
れ
、
喧
嘩
に
な
る
。
こ
の
流
れ
も
両
作
品

に
共
通
す
る
。
た
だ
、
「
柿
」
で
は
喜
い
ち
ゃ
ん
と
与
吉
が
喧
嘩
を
す
る
の
に
た

い
し
て
、
『
銀
の
匙
」
で
は
お
葱
ち
ゃ
ん
で
は
な
く
、
「
私
」
が
富
公
の
待
ち
伏
せ

に
「
二
尺
ば
か
り
の
布
袋
竹
」
を
も
っ
て
向
か
っ
て
い
く
。
「
私
」
が
ま
た
お
葱

ち
ゃ
ん
と
仲
よ
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
「
私
」
と
お
葱
ち
ゃ
ん
が
同
じ
陣
営
で
富

公
と
戦
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
喧
嘩
の
勝
敗
は
と
い
え
ば
、
「
柿
」
で

は
喜
い
ち
ゃ
ん
が
仕
返
し
に
成
功
し
、
彼
女
の
家
か
ら
笑
い
声
が
聞
こ
え
る
。
い
つ

と
こ
ろ
が
、
数
日
後
、
思
い
悩
む
「
私
」
の
家
に
お
葱
ち
ゃ
ん
が
突
然
現
れ
る
。

ま
た
、
「
私
」
と
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
お
葱
ち
ゃ
ん
を
翻
意
さ
せ
た
の
は
、
な
に

か
。
彼
女
み
ず
か
ら
そ
の
間
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
。

か
あ
ざ
ま

「
富
ち
ゃ
ん
と
こ
な
ん
か
い
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
お
母
様
に
叱
ら
れ
た
か

衿
つ
」（

中
略
）

「
お
母
様
に
叱
ら
れ
て
富
ち
ゃ
ん
が
大
嫌
い
に
な
っ
た
か
ら
ま
た
あ
な
た
と

仲
よ
く
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
。
私
の
心
を
な
ん
と
い
お
う
か
。
お
葱
ち
ゃ
ん
は
や
っ
ぱ
し
私
の
も

の
だ
っ
た
。
そ
う
と
は
知
ら
ず
富
公
は
一
日
待
ち
く
た
び
れ
て
た
の
だ
ろ
う
。

明
る
日
学
校
で
こ
ち
ら
が
見
張
っ
て
る
と
も
気
づ
か
ず
こ
っ
そ
り
そ
ば
へ
よ
っ

て
な
に
か
い
い
か
け
た
が
お
葱
ち
ゃ
ん
は
も
う
あ
な
た
な
ん
ぞ
嫌
い
だ

と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
挨
拶
を
し
た
。
お
意
ち
ゃ
ん
は
お
母
様
に
叱
ら
れ
て
以

（
注
８
）

来
１
し
ん
か
ら
彼
を
軽
蔑
す
る
ら
し
か
っ
た
。

西槙
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「
泣
き
」
と
「
笑
い
」

つ
ぎ
に
、
お
も
ち
ゃ
を
め
ぐ
る
い
さ
か
い
や
、
「
泣
き
」
と
「
笑
い
」
の
表
現

モ
チ
ー
フ
も
、
喜
い
ち
ゃ
ん
と
お
葱
ち
ゃ
ん
の
物
語
か
ら
共
通
し
て
見
出
せ
る
。

「
柿
」
で
は
、
崖
上
に
住
む
喜
い
ち
ゃ
ん
が
遊
ん
で
い
て
下
に
落
と
し
た
ゴ
ム

趣
を
与
吉
が
拾
っ
て
返
さ
な
い
た
め
、
二
人
の
対
立
は
深
ま
る
。
し
か
し
、
「
銀

の
匙
」
で
は
、
お
手
玉
は
仲
の
よ
い
二
人
の
い
さ
か
い
の
原
因
と
な
る
。
そ
れ
は

幼
い
お
葱
ち
ゃ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
、
負
け
惜
し
み
か
ら
生
じ
た
い
さ
か
い
と
は
い
え
、

「
私
」
の
ほ
う
は
ず
い
ぶ
ん
気
を
も
ん
だ
。
翌
日
に
、
お
葱
ち
ゃ
ん
が
謝
り
に
来

て
、
二
人
は
ま
た
元
の
鞘
に
お
さ
ま
る
。
こ
こ
に
も
、
背
後
に
は
お
葱
ち
ゃ
ん
の

親
の
指
図
が
あ
り
、
謝
り
に
来
た
の
は
家
で
叱
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ゴ
ム
趣

を
返
す
よ
う
に
仕
向
け
な
か
っ
た
与
吉
の
母
親
と
は
対
照
的
と
い
え
る
。

「
泣
き
」
と
「
笑
い
」
は
「
柿
」
の
な
か
で
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
結

末
部
の
、
喜
い
ち
ゃ
ん
の
家
か
ら
聞
こ
え
る
勝
ち
誇
っ
た
笑
い
声
、
そ
の
伏
線
と

な
る
の
は
喜
い
ち
ゃ
ん
が
報
告
す
る
長
屋
の
様
子
を
聞
い
て
、
「
よ
し
が
大
き
な

声
を
出
し
て
笑
う
。
御
母
さ
ん
も
、
御
祖
母
さ
ん
も
面
白
そ
う
に
笑
う
。
喜
い
ち
や

（
注
９
）

ん
は
、
こ
う
し
て
笑
っ
て
貰
う
の
が
一
番
得
意
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
中
盤
の
あ

た
り
だ
ろ
う
。
女
中
も
一
緒
に
な
り
、
家
族
で
長
屋
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
笑
う
。
そ

の
笑
い
に
は
軽
蔑
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
笑
い
」
に

た
い
し
て
、
「
泣
き
」
は
一
度
し
か
描
か
れ
な
い
。
与
吉
に
ゴ
ム
巷
を
返
し
て
も

ら
え
ず
、
喜
い
ち
ゃ
ん
は
母
親
の
と
こ
ろ
に
来
て
泣
き
つ
く
の
だ
。
一
度
の
み
の

使
用
と
は
い
え
、
「
泣
き
」
は
「
笑
い
」
と
は
対
照
的
な
表
現
で
あ
り
、
作
品
で

ぽ
う
の
「
私
」
も
、
寄
っ
て
き
た
富
公
に
「
い
き
な
り
布
袋
竹
で
真
向
を
く
ら
わ

し
」
た
ら
、
富
公
は
た
ち
ま
ち
弱
音
を
吐
き
、
め
そ
め
そ
泣
き
出
し
て
し
ま
う
。

助
太
刀
を
し
て
い
た
「
寺
の
息
子
」
を
よ
う
や
く
の
こ
と
振
り
払
い
、
か
ら
く
も

「
私
」
が
勝
つ
。
「
私
」
は
も
と
も
と
富
公
と
は
そ
り
が
合
わ
な
い
子
ど
も
だ
っ
た

が
、
お
葱
ち
ゃ
ん
に
与
す
る
こ
と
で
、
大
人
の
論
理
に
そ
ま
っ
て
い
く
。

も
人
物
の
感
情
を
表
す
に
は
有
効
で
あ
る
。
「
永
日
小
品
」
に
お
け
る
「
柿
」
に
つ

づ
く
「
火
鉢
」
で
は
、
作
者
と
思
わ
れ
る
文
筆
家
の
日
常
が
書
か
れ
、
そ
こ
で
は

二
歳
の
子
ど
も
が
始
終
泣
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
柿
」
の
前
に
置
か
れ
た
「
泥

棒
」
を
み
る
と
、
二
節
構
成
の
（
上
）
で
は
下
女
の
泣
き
声
が
繰
り
返
し
ふ
れ
ら

れ
、
（
下
）
で
は
取
り
調
べ
に
来
た
巡
査
の
「
笑
い
」
と
、
着
物
の
帯
を
あ
ま
り

知
ら
な
い
巡
査
に
対
す
る
下
女
の
に
や
に
や
笑
い
が
描
か
れ
る
。
こ
ち
ら
も
対
比

的
で
、
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
。

子
ど
も
の
日
常
に
は
、
感
情
の
起
伏
が
あ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
葱
ち
ゃ
ん
を
め
ぐ
る
物
語
に
は
、
「
泣
き
」
と
「
笑

い
」
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
笑
顔
を
み
せ
あ
い
、
出

会
っ
た
の
は
第
四
一
節
、
学
級
で
は
成
細
が
最
下
位
と
知
っ
て
、
「
私
」
は
次
節

で
は
わ
つ
と
泣
く
。
つ
づ
く
第
四
三
節
で
は
い
じ
め
ら
れ
た
お
葱
ち
ゃ
ん
が
わ
つ

と
泣
き
出
し
た
後
、
「
私
」
に
い
た
わ
ら
れ
て
、
に
っ
こ
り
笑
う
。
そ
の
後
、
お

手
玉
で
い
さ
か
い
と
な
っ
た
と
き
、
お
葱
ち
ゃ
ん
が
泣
き
な
が
ら
、
両
袖
で
「
私
」

を
ぶ
つ
の
だ
が
、
翌
日
「
さ
え
ざ
え
し
い
笑
顔
」
を
み
せ
て
、
お
葱
ち
ゃ
ん
は
謝

り
に
来
る
（
四
五
節
）
。
第
四
六
節
で
も
、
「
と
り
よ
み
」
の
競
争
で
、
お
葱
ち
ゃ

ん
が
「
く
や
し
泣
き
に
泣
い
た
と
み
え
て
眼
の
ま
わ
り
を
赤
く
し
て
い
る
」
と
こ

ろ
が
描
か
れ
る
。

第
四
七
と
四
八
節
は
、
「
泣
き
」
と
「
笑
い
」
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
第
四
七

節
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
教
壇
に
出
て
話
を
し
、
そ
れ
を
聴
い
て
み
な
が
笑
う
。

「
笑
い
」
の
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
半
、
中
盤
、
終
盤
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
節
の
特
色
が
「
笑
い
」
と
す
れ
ば
、
次
節
は
「
泣
き
」
を
特
徴
に
し
て
い
る
。

第
四
八
節
で
は
、
冬
の
夜
遊
び
に
来
た
お
葱
ち
ゃ
ん
が
火
鉢
に
あ
た
っ
て
い
る

と
、
「
私
」
が
そ
の
髪
を
い
じ
り
、
そ
れ
で
彼
女
が
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
て
泣

き
出
す
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
と
い
う
回
想
に
始
ま
り
、
「
堪
忍
し
て
」
と
「
私
」

が
い
っ
て
も
な
か
な
か
き
か
ず
、
ひ
と
し
き
り
に
泣
い
て
、
よ
う
や
く
「
淋
し
い

笑
顔
を
み
せ
て
」
機
嫌
を
直
す
。
そ
の
よ
う
な
お
葱
ち
ゃ
ん
の
泣
き
癖
が
紹
介
さ

幼時体験を描く文学



れ
る
。
直
後
の
一
段
は
泣
き
方
を
よ
く
観
察
し
た
秀
逸
な
描
写
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
お
葱
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
泣
く
こ
と
は
「
私
」
を
翻
弄
す
る
手

段
で
も
あ
っ
た
。
「
私
」
の
ほ
う
は
、
泣
く
こ
と
に
よ
り
悲
し
み
以
外
の
感
情
を

表
す
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
、
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「
泣
き
」
と
「
笑
い
」
は
お
葱
ち
ゃ
ん
の
表
情
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
豊
子
燈
の
「
華
贈
的
日
記
」
も
「
泣
き
」
と
「
笑
い
」
を
意
識
的
に
対

比
さ
せ
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
分
析
を
試
み

（
注
、
）

た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
柿
」
そ
れ
か
ら

「
銀
の
匙
」
に
お
け
る
お
葱
ち
ゃ
ん
の
物
語
と
、
「
華
贈
的
日
記
」
に
は
、
階
層
対

立
の
テ
ー
マ
や
「
泣
き
」
「
笑
い
」
と
い
っ
た
表
現
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

西槙

お
葱
ち
ゃ
ん
は
泣
き
ま
ね
が
上
手
だ
っ
た
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
二
言
三

言
い
い
あ
う
う
ち
に
急
に
ぷ
り
ぷ
り
し
た
と
思
う
と
い
き
な
り
ひ
と
の
膝
に

ぬ
く

顔
を
か
く
し
て
お
い
お
い
と
泣
く
。
私
は
そ
の
重
た
い
温
み
を
感
じ
な
が
ら
、

管
を
ぬ
い
て
み
た
り
、
く
す
ぐ
っ
て
み
た
り
、
手
を
か
え
品
を
か
え
て
機
嫌

と
が

を
な
お
そ
う
と
す
れ
ば
な
お
な
お
泣
き
た
て
る
の
で
こ
ち
ら
に
答
は
な
い
と

思
い
な
が
ら
も
一
所
懸
命
に
わ
び
る
。
と
、
さ
ん
ざ
て
こ
ず
ら
し
て
お
い
て

か
ら
不
意
に
顔
を
あ
げ
べ
ろ
っ
と
舌
を
だ
し
て
あ
あ
い
い
気
味
だ
と
い

う
よ
う
に
得
意
に
笑
い
こ
け
る
。
す
べ
っ
こ
い
細
い
舌
だ
っ
た
。
私
は
あ
ま

り
た
び
た
び
そ
の
手
を
く
っ
た
た
め
し
ま
い
に
は
ほ
ん
泣
き
か
う
そ
泣
き
か

（
注
Ⅶ
）

を
額
に
出
る
澗
瀬
筋
の
あ
る
な
し
で
見
わ
け
る
こ
と
を
お
ぼ
え
た
。

家
で
の
養
蚕

二
二
節
か
ら
な
る
『
銀
の
匙
」
後
編
は
、
前
編
と
同
様
節
ご
と
の
表
題
は
な
い
。

内
容
を
み
る
と
、
「
大
好
き
な
中
沢
先
生
」
に
始
ま
り
、
「
気
の
合
わ
な
い
丑
田
先

生
」
「
自
由
の
天
地
を
も
つ
蟹
本
さ
ん
」
「
兄
と
の
釣
り
」
「
家
で
の
養
蚕
」
「
老
僧

に
へ
ち
ま
の
絵
を
描
い
て
も
ら
う
」
「
伯
母
と
の
再
会
」
「
知
人
の
姉
と
の
出
会
い

と
別
れ
」
な
ど
、
展
開
は
前
編
に
比
べ
て
速
く
感
じ
ら
れ
る
。
「
兄
と
の
釣
り
」

と
「
家
で
の
養
蚕
」
の
あ
た
り
は
、
豊
子
慣
の
「
憶
児
時
」
を
思
わ
せ
る
。
「
憶

児
時
」
は
「
華
職
的
日
記
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
創
作
さ
れ
、
同
じ
号
の
「
小
説

月
報
』
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
は
三
節
構
成
で
、
順
に
「
祖
母
が
健
在
の
こ
ろ
の

家
で
の
養
蚕
」
「
父
が
蟹
を
食
べ
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
一
家
団
ら
ん
」
「
幼
友
達

と
の
釣
り
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に
第
一
節
が
「
銀
の
匙
』
後

編
第
八
節
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

「
銀
の
匙
」
後
編
で
語
ら
れ
る
養
蚕
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

家
の
ま
わ
り
に
は
切
り
の
こ
し
た
桑
の
木
が
あ
っ
た
の
で
慰
み
か
た
が
た

子
供
た
ち
の
実
地
教
育
に
も
な
る
と
い
う
父
の
考
か
ら
近
処
で
す
こ
し
ば
か

り
の
種
を
わ
け
て
も
ら
っ
て
蚕
を
か
つ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
母
や
伯
母
は
面

倒
だ
面
倒
だ
と
い
う
も
の
の
実
は
い
く
ら
か
得
意
で
、
も
う
大
丈
夫
二
度
と

く
る
こ
と
の
な
い
昔
の
労
苦
を
思
い
だ
し
て
楽
し
み
な
が
ら
い
そ
い
そ
と
桑

を
き
ざ
ん
で
や
る
。
は
じ
め
は
た
だ
葉
の
し
た
に
か
く
れ
て
る
の
が
日
に
日

に
大
き
く
な
り
坊
主
頭
を
ふ
り
た
て
て
は
じ
か
ら
く
い
か
い
て
ゆ
く
。
私
も

小
さ
な
羊
葵
の
函
に
五
六
匹
い
れ
て
も
ら
っ
て
、
伯
母
さ
ん
が
お
蚕
様
は
も

と
お
姫
様
だ
っ
た
な
ぞ
と
教
え
た
も
の
で
採
る
と
き
に
は
ち
ゃ
ん
と
御
機
嫌

よ
う
を
し
、
朝
は
ま
た
お
は
よ
う
を
し
て
、
留
守
の
世
話
を
よ
く
よ
く
頼
ん

で
学
校
へ
ゆ
く
。
さ
て
帰
っ
て
く
れ
ば
姉
は
手
拭
を
か
ぶ
っ
て
前
垂
の
両
端

二
「
子
供
ら
し
い
驚
嘆
」
の
目
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中
勘
助
は
明
治
一
八
年
神
田
の
東
松
下
町
に
生
ま
れ
、
五
歳
の
と
き
に
小
石
川

の
小
日
向
水
道
町
に
転
居
し
て
い
る
。
小
日
向
水
道
町
は
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た
地

域
で
、
維
新
後
没
落
し
、
住
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
東
京
府
は
明

治
二
年
に
お
触
れ
を
出
し
、
桑
や
茶
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
し
た
と
い
う
。
「
家

の
ま
わ
り
に
切
り
の
こ
し
た
桑
の
木
が
あ
っ
た
」
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
作

中
の
「
私
」
も
神
田
か
ら
小
石
川
の
高
台
に
あ
る
、
杉
垣
に
囲
ま
れ
た
古
い
家
に

引
っ
越
し
て
い
る
（
前
編
、
十
）
。

養
蚕
は
富
国
強
兵
策
を
推
進
す
る
当
時
の
重
要
な
産
業
で
、
農
家
に
と
っ
て
収

入
源
と
な
る
仕
事
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
「
私
」
の
家
で
は
営
利
目
的
で
な
く

「
慰
み
か
た
が
た
子
供
た
ち
の
実
地
教
育
」
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
女
性

た
ち
は
楽
し
み
な
が
ら
養
蚕
に
従
事
で
き
た
よ
う
だ
。
「
私
」
に
と
っ
て
も
そ
れ

は
労
働
と
い
う
よ
り
遊
戯
に
近
く
、
熱
心
に
か
か
わ
っ
た
。
「
私
」
は
小
箱
に
入

れ
た
蚕
の
世
話
を
し
、
桑
つ
み
も
手
伝
う
。
「
私
」
の
指
導
係
と
な
っ
た
の
は
伯

母
や
姉
で
、
姉
は
「
私
」
を
連
れ
て
桑
つ
み
に
で
か
け
、
伯
母
か
ら
蚕
が
も
と
は

「
お
姫
様
」
だ
っ
た
と
「
私
」
は
教
わ
る
。
可
愛
ら
し
い
お
姫
様
の
成
長
を
見
守

る
が
、
白
い
繭
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
鍋
で
煮
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
私
」
の

「
お
姫
様
の
夢
」
が
覚
め
る
の
だ
。

を
帯
に
は
さ
み
、
私
は
旅
を
か
か
え
て
桑
つ
み
に
で
か
け
る
。
そ
う
し
て
指

の
先
を
黒
く
し
な
が
ら
手
の
と
ど
く
か
ぎ
り
う
ま
そ
う
な
の
を
よ
っ
て
つ
み
っ

こ
を
す
る
。
冷
い
唇
か
ら
は
き
だ
す
糸
の
美
し
い
つ
や
が
仇
と
な
っ
て
遠
い

昔
か
ら
人
の
手
に
の
み
育
て
ら
れ
た
こ
の
虫
は
自
ら
食
を
求
め
よ
う
と
は
せ

ず
藤
の
う
え
に
頭
を
な
ら
べ
て
お
と
な
し
く
桑
の
葉
の
ふ
り
ま
か
れ
る
の
を

待
っ
て
る
の
を
伯
母
さ
ん
は

「
お
姫
様
だ
っ
た
げ
な
で
こ
の
お
行
儀
の
え
え
こ
と
は
の
」

（
注
吃
）

と
さ
も
ほ
ん
と
ら
し
く
い
う
。
（
下
略
）

養
蚕
を
「
実
地
教
育
」
の
手
段
と
し
て
、
「
私
」
の
父
が
教
え
よ
う
と
し
た
の

は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
に
は
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
養
蚕
業

の
一
端
を
子
ど
も
に
見
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
労
働
に
よ
っ
て
収
穫
を

得
る
と
い
う
功
利
主
義
を
子
ど
も
に
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
私
」
が
発
見
し
た
の
は
「
不
可
思
議
の
謎
の
環
」
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
命
の
サ
イ
ク
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
の
こ
と
ば
で
「
命
の
教
育
」

と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
れ
に
大
人
た
ち
は
あ
ま
り
理
解
を
示
さ
な
か
っ
た
。
た
だ

伯
母
が
、
捨
て
ら
れ
た
蚕
の
う
え
に
傘
を
さ
し
て
立
ち
尽
く
す
「
私
」
を
見
つ
け

て
、
な
だ
め
て
く
れ
た
の
み
で
あ
る
。

自
然
の
な
か
で
生
き
る
命
の
神
秘
に
ふ
れ
た
「
私
」
は
、
ひ
と
つ
の
見
方
に
開

眼
す
る
。
引
用
文
後
半
の
「
私
」
は
成
長
し
て
大
人
に
な
っ
た
「
私
」
と
思
わ
れ
、

幼
き
日
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
子
ど
も
の
目
を
再
評
価
し
、
も
の
ご
と

を
見
慣
れ
る
こ
と
で
見
す
ご
さ
ず
に
、
つ
ね
に
篤
き
と
感
動
を
覚
え
る
見
方
を
失

「
不
可
思
議
の
謎
の
環
」
と
「
子
供
ら
し
い
驚
嘆
」
の
目

自
分
の
箱
に
で
き
た
繭
を
「
私
」
は
守
り
通
し
、
そ
れ
ら
が
羽
化
し
て
蝶
に
な

り
卵
を
産
む
。
そ
の
様
子
を
み
て
、
「
私
」
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
慨
を
も
よ
お
す
。

蚕
が
老
い
て
繭
に
な
り
、
繭
が
ほ
ど
け
て
蝶
に
な
り
、
蝶
が
卵
を
う
む
の
を

わ

み
て
私
の
智
識
は
完
成
し
た
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
不
可
思
議
の
謎
の
環
で
あ
っ

た
。
私
は
常
に
か
よ
う
な
子
供
ら
し
い
驚
嘆
を
も
っ
て
自
分
の
周
囲
を
眺
め

た
い
と
思
う
。
人
び
と
は
多
く
の
こ
と
を
見
馴
れ
る
に
つ
け
た
だ
そ
れ
が
見

馴
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
に
そ
の
ま
ま
に
見
す
ご
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
思
え
ば
年
ご
と
の
春
に
萌
え
だ
す
木
の
芽
は
年
ご
と
に

あ
ら
た
に
我
ら
を
麓
か
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
も
し
知
ら
な

い
と
い
う
な
ら
ば
、
我
我
は
こ
の
小
さ
な
繭
に
つ
つ
ま
れ
た
ほ
ど
の
わ
ず
か

（
注
圃
）

の
こ
と
す
ら
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
ゆ
え
に
。
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う
ま
い
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
幼
時
体
験
を
丁
寧
に
つ
づ
っ
た

（
注
隅
）

「
銀
の
匙
」
の
中
心
思
想
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

「
私
」
が
守
り
通
し
た
種
か
ら
聯
っ
た
蚕
の
運
命
が
、
第
八
節
後
半
に
記
さ
れ

て
い
る
。
桑
の
木
も
少
な
く
な
り
、
人
手
も
な
い
た
め
、
そ
れ
だ
け
の
蚕
を
飼
う

の
は
難
し
い
。
そ
う
し
た
効
率
主
義
に
支
配
さ
れ
た
大
人
た
ち
は
、
こ
っ
そ
り
と

蚕
の
半
分
ほ
ど
を
裏
の
畑
に
捨
て
て
し
ま
う
。
蚕
は
す
で
に
「
お
姫
様
と
兄
弟
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
私
」
が
泣
い
て
反
発
し
、
学
校
を
早
退
し
て
桑
の
葉
を
つ
ん

で
や
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蚕
は
土
に
ま
み
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
。
悲
し
み
に
く

れ
る
「
私
」
に
「
仏
性
の
伯
母
」
が
同
情
し
、
「
お
念
仏
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
」
、

「
私
」
を
連
れ
帰
る
。
そ
れ
か
ら
、
「
私
」
は
蚕
の
墓
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
完
結
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
「
私
」
と
い
う
子
ど
も
の
目
を
通
し
て
、
長

い
歴
史
の
あ
る
養
蚕
と
い
う
行
為
の
残
酷
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
の
残

酷
性
を
、
「
お
念
仏
」
や
お
墓
を
つ
く
る
こ
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
よ
う
に

み
え
る
。

豊
子
燈
が
描
く
幼
時
の
養
蚕

さ
て
、
豊
子
鎧
「
憶
児
時
」
に
お
け
る
養
蚕
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
節
構
成
の
第
一
節
冒
頭
部
分
を
以
下
に
掲
げ
る
。

わ
た
し
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
幼
時
の
思
い
出
が
、
三
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
養
蚕
で
あ
る
。
わ
た
し
が
五
、
六
歳
の
頃
、
祖
母
が
ま
だ
健
在

で
あ
っ
た
。
祖
母
の
性
格
は
お
お
ら
か
で
、
彼
女
は
生
活
を
楽
し
む
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
い
た
。
折
々
の
節
句
を
大
切
に
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

養
蚕
も
毎
年
盛
大
に
行
う
の
で
あ
る
。
実
を
言
う
と
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
大

人
に
な
っ
て
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
祖
母
の
養
蚕
は
お
金
を
も
う
け
る

た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
桑
の
葉
が
高
い
年
に
な
る
と
、
よ
く
損
を
し
た

も
の
だ
。
し
か
し
、
彼
女
が
暮
春
の
こ
の
行
事
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
れ
で

こ
ち
ら
で
も
「
私
」
と
い
う
一
人
称
の
主
人
公
が
幼
時
体
験
を
語
る
。
「
銀
の

匙
」
同
様
、
こ
こ
の
「
私
」
も
作
者
自
身
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
記
述
に
虚

柵
が
混
じ
る
こ
と
も
同
じ
い
。
行
文
の
流
れ
を
先
の
「
銀
の
匙
」
後
編
第
八
節
冒

頭
と
比
べ
る
と
、
養
蚕
の
目
的
、
女
性
た
ち
が
楽
し
み
と
し
て
従
事
し
て
い
る
こ

と
、
幼
い
「
私
」
が
家
人
と
一
緒
に
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
な
ど
、
共
通
項
は
い

く
つ
も
あ
る
。
双
方
と
も
季
節
の
風
物
で
、
お
祭
り
に
み
ら
れ
る
非
日
常
性
が
彼

ら
の
養
蚕
体
験
に
み
ら
れ
る
。
蚕
を
「
お
姫
様
と
兄
弟
」
と
み
な
す
親
近
感
は

「
憶
児
時
」
に
は
な
い
も
の
の
、
両
者
と
も
感
覚
表
現
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
「
銀
の
匙
」
で
は
「
指
の
先
を
黒
く
し
な
が
ら
」
桑
つ
み
を
し
、
「
憶
児

時
」
で
は
紫
色
に
熟
し
た
桑
の
実
を
「
私
」
が
好
ん
だ
。
味
覚
表
現
が
「
憶
児
時
」

毎
年
盛
大
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
に
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
ま
ず
蚕
が

床
に
下
り
て
く
る
と
き
で
、
三
間
の
広
さ
の
わ
が
家
の
ホ
ー
ル
の
床
全
体
が

蚕
に
占
拠
さ
れ
る
。
通
行
の
た
め
ま
た
は
餌
や
り
の
た
め
に
、
縦
横
に
板
が

し
ょ
う
ご
は
く

か
け
ら
れ
た
。
蒋
五
伯
は
天
秤
棒
を
か
つ
い
で
、
畑
へ
葉
を
摘
み
に
出
か
け

る
と
、
わ
た
し
は
姉
た
ち
と
一
緒
に
彼
に
つ
い
て
桑
の
実
を
食
べ
に
行
っ
た
。

蚕
が
床
に
下
り
る
頃
、
桑
の
実
は
紫
色
に
な
り
、
甘
く
な
る
の
だ
。
そ
れ
は

山
桃
よ
り
ず
っ
と
美
味
し
い
。
わ
た
し
た
ち
が
好
き
な
だ
け
食
べ
て
か
ら
、

大
き
な
桑
の
葉
で
茶
碗
の
形
に
作
り
、
実
を
い
っ
ぱ
い
摘
ん
で
蒋
五
伯
に
連

れ
ら
れ
家
に
帰
る
。
蒋
五
伯
が
蚕
に
餌
を
や
り
、
わ
た
し
は
通
路
の
板
の
間

を
渡
り
歩
い
て
楽
し
ん
だ
。
よ
く
床
に
転
ん
で
は
、
蚕
を
た
く
さ
ん
潰
し
た

も
の
で
あ
る
。
祖
母
の
掛
け
声
で
、
蒋
五
伯
が
や
っ
て
き
て
、
わ
た
し
を
抱

き
起
こ
し
、
通
路
で
遊
ん
で
は
い
け
な
い
よ
と
い
う
。
で
も
、
床
に
か
け
ら

れ
た
板
は
碁
盤
目
の
町
並
み
の
よ
う
で
、
歩
い
て
い
て
怖
さ
も
感
じ
ず
、
た

い
そ
う
に
面
白
く
、
そ
れ
は
本
当
に
年
一
度
の
得
が
た
い
楽
し
み
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
祖
母
に
叱
ら
れ
よ
う
が
、
わ
た
し
は
毎
日
そ
の
上
を
歩
い
て
遊
ん

（
注
胴
）

だ
。

西槙
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の
こ
の
第
一
節
も
ふ
く
め
、
全
体
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

『
銀
の
匙
」
で
は
繭
を
鍋
で
煮
て
、
「
黄
色
く
濡
れ
た
糸
を
く
る
く
る
と
枠
に

ま
」
き
、
そ
こ
で
出
て
き
た
さ
な
ぎ
を
兄
が
「
餌
箱
に
い
れ
て
釣
り
堀
へ
と
ん
で

ゆ
く
」
と
描
い
て
お
り
、
糸
紡
ぎ
の
工
程
は
略
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
しし

ち

て
、
「
憶
児
時
」
で
は
こ
の
工
程
の
描
写
は
よ
り
詳
し
い
。
糸
紡
ぎ
を
手
伝
う
七

じ
ょ
う
じ
ょ
う

娘
娘
と
い
う
人
物
が
登
場
し
、
糸
紡
ぎ
で
で
き
た
さ
な
ぎ
は
料
理
す
る
と
美
味
し

い
よ
と
彼
女
か
ら
聞
か
さ
れ
る
が
、
「
私
」
は
そ
れ
を
食
べ
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
多
く
の
人
が
立
ち
働
き
、
彼
ら
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
果
物
や
お
菓
子
を

「
私
」
は
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
、
そ
れ
も
「
私
」
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

養
蚕
が
終
わ
る
と
、
家
が
ま
た
元
と
お
り
に
な
り
、
そ
れ
も
「
私
」
に
は
珍
し
く

て
面
白
か
っ
た
。
そ
う
し
た
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
養
蚕
を
回
想
し
な
が
ら
、
「
私
」

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
懐
を
抱
く
。

今
わ
た
し
が
子
ど
も
の
頃
を
回
想
し
、
本
当
に
心
を
ひ
か
れ
て
や
ま
な
い

の
だ
。
祖
母
、
蒋
五
伯
、
七
娘
娘
や
姉
た
ち
は
み
な
童
話
の
中
の
人
物
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
た
し
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
が
あ
の
頃
演
じ
て
い
た

芝
居
の
主
人
公
は
ほ
か
で
も
な
く
わ
た
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ん
と
甘
美

な
思
い
出
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
芝
居
の
題
材
に
つ
い
て
、
今
考
え
る
と
、
残

念
の
よ
う
に
思
う
。
蚕
を
飼
い
、
糸
を
紡
ぐ
の
は
、
生
計
の
た
め
に
よ
い
こ

と
と
は
い
え
、
そ
れ
は
も
と
は
何
千
何
万
も
の
生
き
物
を
殺
裁
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
蚕
を
飼
う
と
い
う
の
は
、
実
は
犯
人
を
生
か
し
て
お
く
の

と
同
様
で
あ
る
。
糸
を
紡
ぐ
と
い
う
の
は
、
実
は
彼
ら
を
焼
き
殺
し
の
刑
罰

に
処
す
る
も
同
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
喜
び
と
幸
せ
は
、
生
霊
の

虐
殺
を
背
景
に
し
て
い
た
と
は
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
わ
た
し
は

み
な
と
一
緒
に
桑
の
実
や
枇
杷
、
お
菓
子
を
絶
対
食
べ
な
か
っ
た
と
思
う
。

最
近
、
「
西
青
散
記
」
を
読
み
、
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
仙
人
の
句
を
見

つ
け
た
。
「
自
織
鞠
綜
杉
子
撤
、
可
憐
辛
苦
赦
春
蚕
（
み
ず
か
ら
藷
綜
を

「
銀
の
匙
」
後
編
第
八
節
に
比
べ
、
成
人
し
た
「
私
」
の
語
り
は
分
最
が
や
や

長
い
。
前
者
は
生
命
の
サ
イ
ク
ル
に
目
を
開
か
れ
、
ま
た
子
ど
も
の
目
を
評
価
し

た
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
甘
美
な
思
い
出
に
ひ
そ
む
「
生
霊
の
虐
殺
」
へ
の
反

省
を
表
白
し
て
い
る
。
殺
生
の
罪
に
さ
い
な
ま
れ
る
「
憶
児
時
」
の
「
私
」
と
、

「
子
供
ら
し
い
驚
嘆
」
を
失
わ
ず
に
周
囲
を
眺
め
た
い
「
銀
の
匙
」
の
「
私
」
と

の
間
に
少
し
開
き
が
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
蚕
の
死
を
悼
む
「
私
」
と
伯
母
は
殺

生
の
残
酷
さ
に
心
痛
し
て
い
る
の
だ
と
思
え
ば
、
「
憶
児
時
」
後
半
の
「
私
」
と

あ
ま
り
隔
た
り
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
前
者
は
幼
く
し
て
大
人
の
冷
酷
、
蚕

の
無
念
の
死
に
悲
嘆
す
る
が
、
後
者
の
「
私
」
は
成
人
し
て
よ
う
や
く
そ
れ
に
気

が
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
「
銀
の
匙
」
全
編
の
主
題
に
か
か
わ
る
「
子
ど
も
の
目
」
に
つ
い

て
、
「
憶
児
時
」
に
は
類
似
し
た
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
品
よ
り
一
か

月
遅
れ
て
発
表
さ
れ
た
「
子
ど
も
か
ら
得
た
啓
示
」
は
、
ま
さ
に
「
子
ど
も
の
目
」

を
称
讃
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
好
き
な
こ
と
は
な
に
か
と
問
わ
れ
て
、
戦

災
か
ら
の
「
避
難
」
と
子
ど
も
が
答
え
る
と
こ
ろ
よ
り
語
り
起
こ
さ
れ
る
こ
の
小

品
文
の
第
一
節
は
、
大
人
と
子
ど
も
の
見
方
の
違
い
を
指
摘
し
、
さ
い
ご
に

織
り
杉
子
駁
く
、
辛
苦
を
憐
れ
み
春
蚕
を
赦
す
べ
し
）
」
。
人
間
も
蓮

根
か
ら
糸
を
紡
ぐ
方
法
を
発
明
し
、
蚕
の
命
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。

わ
た
し
が
七
歳
の
時
、
祖
母
は
他
界
し
た
。
そ
れ
よ
り
家
で
は
蚕
を
飼
わ

な
く
な
っ
た
。
間
も
な
く
、
父
も
姉
も
弟
も
相
次
ぎ
な
く
な
り
、
家
運
が
傾

き
、
わ
た
し
の
幸
せ
な
幼
年
時
代
は
終
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
い

つ
ま
で
も
こ
の
思
い
出
に
心
惹
か
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
つ
ま

（
注
脆
）

で
も
罪
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
あ
、
今
晩
、
わ
た
し
は
子
ど
も
に
啓
示
を
受
け
た
。
彼
は
世
間
の
物
事
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夏
目
激
石
・
中
勘
助
・
豊
子
燈

三
節
構
成
の
「
憶
児
時
」
は
、
第
一
節
の
養
蚕
に
続
い
て
、
二
節
で
は
「
私
」

の
父
親
が
蟹
を
食
べ
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
一
家
団
ら
ん
、
三
節
で
は
「
私
」
と

幼
友
達
と
の
釣
り
が
描
か
れ
る
。
三
節
は
同
じ
よ
う
に
、
子
供
の
こ
ろ
の
家
庭
生

活
に
お
け
る
懐
か
し
い
場
面
を
回
想
し
て
は
、
現
在
の
目
か
ら
蚕
、
蟹
、
魚
を
殺

し
た
罪
を
悔
や
む
。
先
に
見
た
「
銀
の
匙
」
後
編
第
八
節
と
比
較
す
る
と
、
主
題

に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
表
現
が
や
や
観
念
的
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

「
銀
の
匙
』
は
葛
藤
す
る
主
人
公
の
姿
を
具
体
的
な
場
面
の
描
写
に
よ
り
浮
か
び

あ
が
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
一
方
、
豊
子
燈
の
作
品
は
観
念
先
行

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
憶
児
時
」
は
す
な
わ
ち
「
幼
時
の
殺
生
の
罪
」
と

い
う
テ
ー
マ
の
作
品
化
で
あ
り
、
そ
の
際
養
蚕
、
蟹
食
、
魚
釣
り
が
素
材
に
選
ば

れ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
文
学
の
テ
ー
マ
と
素
材
の
選
択
に
お
い
て
、
「
銀
の
匙
」

に
感
化
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
時
点
影
響
関
係
を
裏

付
け
る
充
分
な
根
拠
は
見
当
た
ら
ず
、
今
後
の
さ
ら
な
る
比
較
検
討
に
期
待
し
た

い
◎

と
、
し
め
く
く
る
。
「
物
事
本
来
の
姿
を
見
極
め
る
」
目
は
、
す
な
わ
ち
「
子
供

ら
し
い
購
嘆
」
を
失
わ
な
い
目
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
作
品
の
第
二
節
は
、
真

率
な
子
ど
も
の
姿
を
大
人
の
虚
偽
と
対
比
さ
せ
て
お
り
、
「
子
ど
も
の
目
」
を
失

う
ま
い
と
す
る
『
銀
の
匙
」
の
「
私
」
の
主
張
と
重
な
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

に
絡
む
因
果
の
網
を
撤
去
し
、
物
事
本
来
の
姿
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
こ
そ
創
造
者
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
生
命
を
付
与
す
る
。
彼
ら
こ
そ

「
芸
術
」
王
国
の
主
人
な
の
だ
。
そ
う
だ
、
わ
た
し
は
彼
に
学
ば
な
け
れ
ば

（
注
Ⅳ
）

な
ら
な
い
の
だ
。

さ
い
ご
に

影
響
関
係
の
検
証
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
日
本
と
中
国
の
子
ど
も
を
表
象
し

た
近
代
文
学
作
品
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
比
較
文
化
論
へ
の

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
養
蚕
と
い
う
共
通
し
た
文
化
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
、

仏
教
に
つ
よ
い
親
近
感
を
抱
く
二
人
の
作
家
の
思
想
な
ど
に
つ
い
て
も
掘
り
下
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

豊
子
燈
と
中
勘
助
の
二
人
は
初
期
の
文
学
創
作
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の

体
験
を
素
材
と
し
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
も
日
中
近
代
文

学
史
の
な
か
で
改
め
て
測
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
文
学
作
品
を
創
作

し
始
め
た
こ
ろ
の
豊
子
慢
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
み
た
い
。
一
九
二
六
年
に
身
辺

の
出
来
事
を
随
筆
風
に
記
し
た
小
説
「
法
味
」
を
発
表
し
た
が
、
「
憶
児
時
」
「
華

贈
的
日
記
」
を
は
じ
め
一
九
二
七
年
以
降
の
連
作
小
品
文
は
、
後
に
小
品
文
の
名

手
と
い
わ
れ
た
豊
子
情
の
処
女
作
品
群
と
位
置
づ
け
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
三

一
年
「
縁
縁
堂
随
筆
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
作
者
初
の
文
集
と
な
る
。
本
書
に
は
、

計
二
○
編
が
収
め
ら
れ
、
子
ど
も
に
関
す
る
も
の
は
五
編
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち

の
三
編
が
複
数
節
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
子
ど
も
に
言
及
す
る
二
編

を
加
え
る
と
、
幼
時
体
験
を
含
め
た
子
ど
も
小
品
は
か
な
り
の
ウ
エ
ー
ト
を
占
め

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
創
作
時
期
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
に
わ
た
る
が
、
二

七
年
に
集
中
し
四
編
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
豊
子
慣
は
二
九
歳
、
す
で
に
画

集
を
刊
行
し
て
、
文
学
結
社
「
文
学
研
究
会
」
の
機
関
誌
「
小
説
月
報
」
の
挿
絵

と
装
丁
も
手
が
け
て
い
た
。
作
品
を
発
表
し
や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
彼
が
、
真
っ

先
に
「
小
説
月
報
』
に
載
せ
た
の
は
、
「
憶
児
時
」
「
華
聡
的
日
記
」
の
二
編
計
五

節
構
成
の
子
ど
も
小
品
の
連
作
で
あ
っ
た
。
彼
の
初
期
絵
画
を
見
て
も
、
子
ど
も

モ
チ
ー
フ
は
少
な
く
な
い
。
や
や
遅
れ
て
小
品
文
に
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
一
九
二
七
年
と
い
う
時
期
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
前
後
、
豊
子
燈
自
身

思
想
の
転
換
を
経
験
し
て
い
た
。
彼
は
西
洋
美
術
と
音
楽
の
中
国
で
の
啓
蒙
者
で

西槙
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あ
る
李
叔
同
（
一
八
八
○
’
一
九
四
二
）
に
私
淑
し
、
美
術
修
業
の
た
め
日
本
留

学
に
赴
い
た
こ
と
も
あ
る
。
帰
国
後
、
西
洋
美
術
と
音
楽
の
教
育
や
関
連
の
執
筆

活
動
に
携
わ
り
、
西
洋
文
化
の
移
入
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
が
一

九
二
○
年
代
半
ば
す
ぎ
に
中
国
伝
統
文
化
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
稿
が
成
り
、
一
九
三
○
年
に
発
表
さ
れ
た
「
中
国
美
術
在
現
代
芸
術

上
的
勝
利
（
現
代
芸
術
に
お
け
る
中
国
美
術
の
優
位
）
」
が
当
時
彼
の
思
想
の
揺

（
注
胞
）

れ
を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。

「
銀
の
匙
」
に
は
明
治
以
降
の
文
明
開
化
、
合
理
主
義
の
考
え
方
に
対
す
る
反

発
が
み
ら
れ
、
そ
の
姿
勢
は
永
井
荷
風
、
泉
鏡
花
、
谷
崎
潤
一
郎
、
夏
目
激
石
に

（
注
咽
）

も
共
通
す
る
と
、
十
川
信
介
氏
が
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
豊
子
燈
が
瀬
石
に
心
ひ
か

れ
た
の
は
、
ま
さ
に
激
石
に
み
ら
れ
る
そ
う
し
た
姿
勢
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
彼

は
「
銀
の
匙
」
に
共
感
す
る
素
質
を
も
っ
て
い
た
。
一
九
二
七
年
の
小
品
文
「
天

の
文
学
」
で
豊
子
慣
は
、
精
密
な
天
文
学
や
数
学
に
対
し
て
、
明
ら
か
な
嫌
悪
感

を
示
し
、
中
国
古
典
文
学
の
世
界
へ
の
愛
着
を
現
し
て
お
り
、
直
感
的
で
非
合
理

（
注
加
）

的
な
世
界
観
へ
の
憧
れ
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
中
勘
助
と
瀬
石
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
銀
の
匙
」
を
激
石
が
評
価
し

た
の
は
、
「
柿
」
な
ど
の
小
品
文
に
通
じ
る
も
の
を
そ
こ
に
見
出
し
た
か
ら
だ
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
掲
載
先
の
紹
介
を
頼
み
、
「
銀
の
匙
」
の
創
作
は
は
じ

め
か
ら
激
石
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
激
石
の
子
ど
も
を
描
い
た
小
品
文
か

ら
中
勘
助
が
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
後
に
激
石
の
「
道
草
」

（
一
九
一
五
）
に
お
い
て
、
逆
に
「
銀
の
匙
』
の
影
が
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
か

（
注
別
）

ら
、
両
者
の
か
か
わ
り
は
興
味
深
い
。

激
石
よ
り
も
一
世
代
後
の
中
勘
助
、
そ
の
視
点
か
ら
師
の
激
石
、
あ
る
い
は
激

石
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
中
国
作
家
の
豊
子
慣
を
照
射
す
る
試
み
が
も
う
少
し
な
さ

れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幼
時
体
験
を
描
く
日
中
近
代
の
文
学
の
か

か
わ
り
が
、
そ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
と
期
待
さ
れ
る
。

注

（
１
）
『
銀
の
匙
」
は
大
正
二
年
四
月
八
日
か
ら
六
月
四
日
ま
で
五
七
回
、
大
正

四
年
四
月
十
七
日
か
ら
六
月
二
日
に
か
け
て
四
七
回
に
に
わ
た
り
、
「
東
京

朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
。
詳
細
な
書
誌
情
報
は
「
中
勘
助
全
集
」
第
一

巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
九
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
橋
本
武
「
〈
銀
の
匙
〉
の
国
語
授
業
」
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
岩
波
書
店
、

二
○
一
二
年
三
月
や
、
伊
藤
氏
貴
「
エ
チ
先
生
と
「
銀
の
匙
」
の
子
ど
も
た

ち
奇
跡
の
教
室
伝
説
の
灘
校
国
語
教
師
・
橋
本
武
の
流
儀
」
小
学
館
文

庫
、
二
○
一
二
年
十
月
、
中
勘
助
著
・
橋
本
武
案
内
「
銀
の
匙
」
小
学
館
文

庫
、
二
○
一
二
年
十
月
な
ど
の
書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
３
）
拙
著
『
響
き
あ
う
テ
キ
ス
ト
豊
子
燈
と
激
石
、
ハ
ー
ン
」
研
文
出
版
、

二
○
一
一
年
五
月
を
参
照
。

（
４
）
『
銀
の
匙
」
岩
波
書
店
に
よ
る
初
刊
の
奥
付
に
は
「
大
正
十
年
十
二
月
十

日
」
と
あ
る
が
、
前
書
き
の
刊
記
は
「
大
正
十
一
年
一
月
十
日
」
と
な
っ
て

お
り
、
奥
付
と
異
な
る
。
版
元
に
残
る
印
税
支
払
い
記
録
は
「
大
正
十
一
年

二
月
二
十
七
日
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
刊
は
十
一
年
二
月
と
推
定
さ
れ
る
。

『
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
九
月
「
後
記
」
に
よ

る
。

（
５
）
前
掲
「
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
八
四
’
八
五
頁
。
引
用
に
さ
い
し
て
、

常
用
の
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
以
下
同
。

（
６
）
豊
子
慣
「
華
贈
的
日
記
」
『
小
説
月
報
」
第
一
八
巻
六
号
、
上
海
商
務
印

書
館
、
一
九
二
七
年
六
月
一
○
日
。
和
訳
は
拙
訳
に
よ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎

訳
「
縁
縁
堂
随
筆
』
（
豊
子
情
著
、
創
元
社
、
一
九
四
○
年
四
月
）
所
収

「
華
贈
の
日
記
」
の
ほ
か
、
拙
訳
「
豊
子
燈
『
縁
縁
堂
随
筆
」
そ
の
二
」

（
『
文
学
部
論
叢
」
第
一
○
三
号
、
熊
本
大
学
文
学
部
発
行
、
一
一
○
一
二
年
三

月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
読
者
は
第
一
節
か
ら
読
み
始
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
雑
誌
掲
載
時
節
ご
と
の
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『
縁
縁
堂
随
筆
」
そ
の
一
」
（
『
文
学
部
論
叢
」
第

大
学
発
行
、
二
○
一
一
年
三
月
）
に
は
全
文
収
録
。

偉 188

末
尾
付
記
を
み
る
と
、
創
作
順
は
逆
で
あ
る
。
第
一
節
は
．
九
二
七
年
梅

雨
時
節
」
、
第
二
節
は
「
一
九
二
七
年
初
夏
」
の
制
作
。

（
８
）
前
掲
「
中
勘
助
全
集
」
第
一
巻
、
一
○
八
頁
。

（
９
）
夏
目
激
石
「
柿
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
『
大
阪
朝
日
新
聞
」
明
治
四
二
年

（
一
九
○
九
）
一
月
一
七
日
、
「
永
日
小
品
」
欄
所
載
、
こ
こ
で
は
「
激
石
全

集
」
第
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
二
月
に
よ
り
、
一
四
四
頁
。

引
用
に
さ
い
し
、
ル
ビ
を
省
き
、
常
用
の
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
皿
）
前
掲
『
中
勘
助
全
集
』
第
一
巻
、
一
○
三
頁
。

（
ｕ
）
前
掲
拙
著
「
響
き
あ
う
テ
キ
ス
ト
」
第
三
章
「
心
の
隔
た
り
」
を
参
照
。

（
岨
）
前
掲
「
中
勘
助
全
集
」
第
一
巻
、
一
三
六
’
三
七
頁
。

（
皿
）
前
掲
『
中
勘
助
全
集
』

（
ｕ
）
前
掲
拙
著
「
響
き
あ
う

（
岨
）
前
掲
「
中
勘
助
全
集
」

（
過
）
前
掲
『
中
勘
助
全
集
」

（
皿
）
十
川
信
介
弓
銀
の
匙
．

三
年
二
月
、
一
五
一
一
頁
。

（
鳩
）
豊
子
燈
「
憶
児
時
」
一

六
月
十
日
、
「
小
品
」
柵
、

前
掲
拙
訳
「
豊
子
燈
「
緑

（
岨
）
前
掲
『
小
説
月
報
」
二

（
Ⅳ
）
豊
子
慣
「
子
ど
も
か
緩

（
旧
）
拙
著
「
中
国
文
人
画
家
の
近
代
豊
子
燈
の
西
洋
美
術
受
容
と
日
本
」

（
思
文
閣
出
版
、
二
○
○
五
年
四
月
）
第
八
章
「
豊
子
燈
の
中
国
美
術
優
位

論
」
や
稲
賀
繁
美
著
『
絵
画
の
臨
界
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
極
桔
と
命

運
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
○
一
四
年
一
月
）
第
Ⅲ
部
第
四
章
「
豊
子

（
Ⅳ
）
豊
子
慣
「
子
ど
も
か
ら
得
た
啓
示
」
原
題
は
「
従
核
子
得
到
的
啓
示
」

「
小
説
月
報
」
第
一
八
巻
七
号
、
一
九
二
七
年
七
月
十
日
、
拙
訳
「
豊
子
燈

『
縁
縁
堂
随
筆
」
そ
の
一
」
（
「
文
学
部
論
叢
」
第
一
○
二
号
、
文
学
部
熊
本

（
四
）
前
掲
二
銀
の
匙
」
を
読
む
」
第
二
講
「
神
田
と
小
石
川
」
を
参
照
。

西槙

運
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
○
一
四
年
一
月
）
竺

惜
の
東
洋
画
優
位
論
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
な
ど
を
参
照
。

前
掲
「
中
勘
助
全
集
」
第
一
巻
、

前
掲
『
中
勘
助
全
集
」
第
一
巻
、

十
川
信
介
弓
銀
の
匙
」
を
読
む
」

一
、
『
小
説
月
報
』
第
一
八
巻
六
号
、
一
九
二
七
年

棚
、
一
頁
。
原
文
は
中
文
、
引
用
は
拙
訳
を
用
い
た
。

「
縁
縁
堂
随
筆
」
そ
の
二
」
に
全
文
収
録
。

二

頁
◎

岩
波
セ
ミ
ナ
ー
プ
ッ
ク
ス
、
一
九
九

三
八
頁
。

（
型
豊
子
燈
「
天
の
文
学
」
原
題
は
「
天
的
文
学
」
「
小
説
月
報
」
第
一
八
巻

七
号
、
一
九
二
七
年
七
月
十
日
、
前
掲
拙
訳
「
豊
子
燈
「
縁
縁
堂
随
筆
』
そ

の
こ
に
収
録
。

（
幻
）
両
者
の
作
品
を
対
比
さ
せ
る
読
み
や
、
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
か

な
り
あ
る
．
平
岡
敏
夫
「
「
銀
の
匙
」
Ｉ
激
石
を
め
ぐ
る
幻
想
」
（
「
国
文

学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
三
巻
一
四
号
、
学
燈
社
、
一
九
八
八
年
十

二
月
）
や
、
前
掲
二
銀
の
匙
」
を
読
む
」
を
参
照
。
前
者
で
は
「
銀
の
匙
」

と
「
坊
ち
ゃ
ん
」
を
対
比
し
、
後
者
で
は
「
道
草
」
と
「
銀
の
匙
」
の
か
か

わ
り
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
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