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は
じ
め
に

　
「
こ
れ
は
全
く
私
が
為
し
た
の
で
は
な
く
「
時
代
」
が
私
に
さ
せ
て
呉

れ
た
の
で
あ
っ
た
」［
町
田
一
九
四
〇
：
二
］。

　

こ
れ
は
民
謡
（
俚
謡
）
研
究
者
で
あ
っ
た
町
田
嘉
章
（
一
八
八
八
～

一
九
八
一（

１
））

が
、
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民

謡
集
成
』（
以
下
『
集
成
』）
の
解
説
書
に
記
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。『
集

成
』
は
、
町
田
が
は
じ
め
て
制
作
し
た
「
民
謡
」
レ
コ
ー
ド
集
で
あ
る
。

全
三
集
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
十
枚
組
で
構
成
さ
れ
た
。
町
田
は
一
九
三
〇
年

代
後
半
を
中
心
に
、
そ
れ
ま
で
に
集
め
た
千
余
曲
の
「
民
謡
」
か
ら
三
百

曲
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
解
説
し
て
い
る
。
企
画
は
柳
田
国
男
の
勧
め
に

よ
っ
て
実
現
し
た
。
資
金
を
提
供
し
た
国
民
学
術
協
会
は
、
完
成
を
皇

紀
二
千
六
百
年
に
ま
に
あ
わ
せ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
と
い
う
［
竹
内

一
九
七
四:

二
六
三
］。
そ
れ
は
、
国
家
と
郷
土
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、

す
で
に
「
民
謡
」
が
一
定
の
価
値
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
い
だ
ろ
う（

２
）。『

集
成
』に
収
録
さ
れ
た「
民
謡
」

と
は「
大
体
本
州
に
於
い
て
徳
川
時
代
を
中
心
」と
し
つ
つ「
古
き
は
室
町
、

鎌
倉
時
代
迄
、
新
ら
し
き
は
明
治
の
末
年
ま
で
に
発
生
し
且
つ
う
た
は
れ

て
居
た
」
歌
を
指
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
流
行
歌
系
の
俗
謡
」
を
の
ぞ
い

て
、
な
お
か
つ
既
に
レ
コ
ー
ド
発
売
さ
れ
て
い
る
歌
も
省
い
た
歌
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、『
集
成
』
に
中
心
的
に
収
め
ら
れ
た
の
は
、「
廃
滅
の
危
機
」

に
瀕
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
「
作
業
唄
」
で
あ
っ
た
。
な
お
第
三
集
に

は
、「
祝
い
唄
」「
盆
踊
唄
」
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
［
町
田
一
九
四
〇:

一
］。
こ
の
よ
う
に
『
集
成
』
の
「
民
謡
」
と
は
、
町
田
が
自
ら
の
判
断

の
も
と
に
優
先
的
に
囲
い
込
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
町
田
の

場
合
に
限
ら
ず
、「
民
謡
」
と
は
、「
生
活
」
―
生
き
る
た
め
の
日
々
の
実

践
―
に
う
め
こ
ま
れ
た
歌
（
節
の
つ
い
た
こ
と
ば
）
の
う
ち
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
基
準
の
も
と
に
、
限
定
さ
れ
承
認
さ
れ
た
も

の
を
指
し
て
い
る
、
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
こ
う
。

　

町
田
は
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
こ
ろ
か
ら
、
歌
を
集
め
は
じ
め
た
と

い
う
が
、
そ
こ
か
ら
『
集
成
』
刊
行
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
町
田
の
収
集
方

比
較
の
夢

―
町
田
嘉
章
と
「
民
謡
」
の
録
音
・
採
譜
―

真 

鍋
　
昌 

賢

〈声〉の採集者列伝
聞き手たちの時代

町田 嘉章
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法
は
格
段
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
町
田
は
、
そ
れ
を
「「
時
代
」
が
私
に

さ
せ
て
呉
れ
た
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
時
代
」
と
は

ど
の
よ
う
な
条
件
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
ラ
ジ
オ
放

送
の
浸
透
で
あ
る
。
全
国
に
放
送
網
が
ひ
ろ
が
り
ゆ
く
な
か
で
、
こ
れ
ま

で
知
り
得
な
か
っ
た
地
方
の
「
民
謡
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た
つ

に
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
な
持
ち
運
び
可
能
な
録
音
機
の
利
用
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
交
通
網
の
拡
充
で
あ
っ
た
。
鉄
道
の
利
用
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
っ
た
が
、
特
に
「
定
期
の
乗
り
合
い
バ
ス
」
が
採
集
の
助
け
に
な
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
条
件
に
あ
と
お
し
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、町
田
は
「
民

謡
」の
採
集
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
っ
た［
町
田
一
九
四
〇:

二
］。「
採
集
」

と
い
う
営
み
は
、
歩
く
・
見
る
・
聞
く
・
書
く
な
ど
の
様
々
な
身
体
技
術

の
重
な
り
合
い
の
な
か
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
民
謡
」
の
「
採

集
」は「
聞
く
」と
い
う
実
践
の
み
で
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
移
動
・

記
述
・
複
製
な
ど
の
要
素
が
か
ら
み
あ
う
調
査
方
法
の
変
容
史
の
な
か
に

「
聞
く
」
と
い
う
実
践
を
見
い
だ
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
民
間
伝
承
」
の
こ
と
ば
が
、
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
く
同
時
代

の
趨
勢
の
な
か
で
、
ま
さ
に
音
声
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ろ
う

と
し
た
の
が
、
町
田
嘉
章
で
あ
っ
た
。
町
田
は
、
柳
田
を
は
じ
め
と
し
た

民
間
伝
承
研
究
者
の
論
考
に
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
自
ら
の
仕
事
を
音
声
、

曲
節
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
「
民
謡
」
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
た
［
町
田
一
九
六
一:

六
一
］。
町
田
は
、
そ
の
人
生

の
な
か
で
新
聞
・
ラ
ジ
オ
放
送
・
レ
コ
ー
ド
と
い
う
各
種
の
媒
体
の
制
作

に
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
固
有
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
記
録
へ
の
欲
望

を
現
実
的
な
実
践
へ
と
変
換
し
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
言
い

か
え
る
な
ら
ば
、「
生
活
」
を
二
次
的
に
加
工
し
記
録
し
て
い
く
、
あ
る

い
は
研
究
し
て
い
く
過
程
に
、
各
種
の
複
製
技
術
を
使
い
こ
な
す
な
か
で

積
極
的
に
介
入
で
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
生

活
」
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
時
代
の
欲
望
を
、
音
声
へ
の
執
着
と
い
う
側

面
に
お
い
て
担
っ
て
い
た
代
表
人
物
が
、
町
田
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
複
製
技
術
に
支
え
ら
れ
て
積
極
的
に
採
集
に
取
り
組

ん
だ
先
駆
者
の
ひ
と
り
と
し
て
町
田
嘉
章
を
取
り
上
げ
、
一
九
三
〇
年
代

に
お
け
る
記
録
へ
の
欲
望
が
い
か
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
記

す
こ
と
に
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
町
田
の
記
録
者
、
研
究
者
、
あ
る
い
は

創
作
者
と
し
て
の
社
会
的
な
位
置
を
語
り
尽
く
す
準
備
も
力
量
も
筆
者
に

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
町
田
の
実
践
感
覚
の
形
成
を
語
る
た
め

の
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
小
論
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
ま
ず
町
田
の
記
録
の
関
心
を
、「
民
謡
」
研
究
以
前
の
時
期
に

注
目
し
つ
つ
確
認
し
、次
に
町
田
に
と
っ
て
、記
録
の
方
法
的
基
盤
で
あ
っ

た
「
録
音
」
と
「
採
譜
」
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、

町
田
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
理
想
と
実
感
さ
れ
た
限
界
に
つ
い
て
述
べ

る
。「
時
代
」
が
さ
せ
た
と
い
う
表
現
を
、
可
能
性
が
ひ
ろ
が
っ
た
と
い

う
こ
と
と
同
時
に
限
界
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
て
こ

そ
、「
時
代
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
町
田
の
「
耳
」
の
特
徴
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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一
　「
民
謡
」
を
聞
く
「
耳
」
は
い
か
に
し
て
用
意
さ
れ
た
か

　

民
謡
研
究
者
と
し
て
町
田
に
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
新
聞

記
者
時
代
は
そ
の
前
史
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
新
聞
記
者
時
代
に
、
す
で
に
「
民
謡
」
と
の
関
わ
り

を
深
め
る
前
提
が
培
わ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
以
下
で
は
、
大
正
期

か
ら
昭
和
期
初
頭
に
お
け
る
町
田
の
活
動
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
芸
能
界
に
つ
い
て
の
情
報
に
ふ
れ
る
機
会
を
多
く
得
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
に

設
立
し
た
「
古
曲
保
存
会
」
で
の
活
動
は
、
町
田
の
記
録
へ
の
関
心
が

最
初
に
公
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
町
田
の
楽
譜
へ
の
関
心

は
、
邦
楽
の
伝
承
に
寄
与
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
録
音
の
意
義
が
音
楽

史
の
「
研
究
」
に
開
か
れ
て
い
く
こ
と
に
も
あ
っ
た
［
古
曲
保
存
会
編

一
九
二
〇
：
二
］。
こ
の
後
に
宮
城
道
雄
、
田
辺
尚
雄
ら
と
共
に
携
わ
っ

た
「
新
日
本
音
楽
」
を
推
進
す
る
運
動
で
は
、
五
線
譜
で
作
曲
さ
れ
た
曲

を
三
味
線
で
演
じ
ら
れ
る
技
能
者
の
育
成
に
力
を
注
い
だ
。
大
正
末
頃
に

は
、
童
謡
な
ど
の
作
曲
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
創
作

舞
踊
の
た
め
の
作
曲
に
取
り
組
み
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
舞
踊
上
演
を

プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
試
み
に
も
関
わ
っ
た
。
ま
た
こ
の
頃
、
町
田
は
北
原

白
秋
と
も
出
会
っ
て
い
る
。
こ
の
出
会
い
は
、
の
ち
に
新
民
謡
「
チ
ャ
ッ

キ
リ
節
」
の
作
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
［
竹
内
一
九
六
一:

四
四
―
五
〇
］。

　

そ
の
一
方
で
町
田
は
、
そ
も
そ
も
錦
絵
の
収
集
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ

た
り
の
事
情
は
『
民
俗
芸
術
』
に
投
稿
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
町
田
が
収
集
を
始
め
た
の
は
、「
大
正
四
～
五
年
」
頃
か
ら

で
あ
り
、
な
か
で
も
「
音
楽
と
舞
踊
」
に
関
す
る
も
の
を
選
ん
で
買
っ
て

い
た
と
い
う
。
町
田
は
、
錦
絵
収
集
時
代
か
ら
自
分
の
手
で
活
動
写
真
の

撮
影
が
で
き
れ
ば
と
い
う
の
が
望
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
三
年
（
大
正

一
二
）に
は
じ
め
て
そ
れ
が
実
現
し
た
。
町
田
に
と
っ
て
は
、「
動
き
の
ま
ゝ

に
」
記
録
で
き
る
活
動
写
真
の
撮
影
は
画
期
的
な
手
段
で
あ
っ
た
。
町
田

は
、
同
一
の
曲
を
複
数
の
流
派
に
踊
ら
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
比
較

す
る
こ
と
や
、
同
一
の
踊
り
を
演
者
に
踊
ら
せ
て
撮
影
し
、
そ
れ
を
細
か

い
コ
マ
に
分
解
し
て
比
較
し
た
と
き
に
「
個
人
の
踊
の
味
の
相
違
」
を
明

示
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
「
空
想
」
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
一
連
の
身

体
運
動
の
流
れ
を
分
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
見
え
方
が
か
わ
っ
て
く
る
こ

と
に
町
田
は
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
記
録
が
可

能
に
す
る
比
較
の
夢
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
声
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ

て
い
た
。
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
の
時
点
の
新
た
な
可
能
性
と
し
て
、

「
フ
ォ
ノ
フ
ィ
ル
ム
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
理
想
的
」
で
は

あ
る
が
、
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
町
田
は
自
作
の
曲

を
舞
踊
に
付
け
た
作
品
を
撮
影
し
た
が
、「
音
楽
」
が
「
極
め
て
不
完
全
」

で
あ
っ
た
［
町
田
一
九
二
八:

四
三

－

四
六
］。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
町

田
の
記
録
の
欲
望
の
う
ち
音
声
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
レ
コ
ー
ド
（
音
盤
）

に
引
き
続
き
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
の

ち
、
町
田
に
と
っ
て
レ
コ
ー
ド
録
音
の
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
い
く

の
が
、「
民
謡
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
町
田
は
大
正
期
か
ら
昭
和
期
初
頭
に
お
い
て
、
創
作

活
動
に
と
り
く
み
つ
つ
、
技
芸
の
音
声
や
動
き
を
と
ら
え
て
記
録
す
る
こ

と
に
ひ
ろ
く
興
味
を
も
っ
て
い
た
。

二
　
資
源
と
し
て
の
ラ
ジ
オ
、
持
ち
運
ば
れ
る
録
音
機

　

一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
に
東
京
放
送
局
が
開
局
し
て
以
降
、

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
退
局
す
る
ま
で
、
町
田
は
邦
楽
・
民
謡
番
組

の
担
当
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
町
田
が
本
格
的
に
「
民
謡
」
収
集
に
力
を

注
ぎ
始
め
た
の
は
、
退
局
後
の
こ
と
で
あ
る
。
町
田
は
一
九
三
五
年
（
昭

和
一
〇
）
か
ら
、
放
送
さ
れ
た
「
民
謡
」
を
録
音
会
社
に
頼
ん
で
レ
コ
ー

ド
化
し
、
所
有
し
て
い
っ
た
。
全
国
的
な
放
送
網
が
す
で
に
完
成
し
て
い

た
た
め
、
各
地
方
局
が
発
信
す
る
「
民
謡
（
俚
謡
）」
放
送
を
録
音
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
約
二
年
間
に
八
百
ほ
ど
の
「
民
謡
」
を
集
め
た
と
い
う
。

し
か
し
そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
少
し
も
紹
介
さ
れ
な
い
地
域
が
あ
っ

た
り
、
紹
介
さ
れ
て
も
同
じ
歌
が
反
復
さ
れ
て
い
た
り
も
し
た
。「
全
国

の
資
料
を
集
め
て
比
較
研
究
」
を
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
町
田
自

ら
が
録
音
機
を
持
ち
運
び
録
音
し
て
歩
く
必
要
が
で
て
き
た
。
一
九
三
七

年
（
昭
和
一
二
）
に
、
藤
田
徳
太
郎
と
と
も
に
お
こ
な
っ
た
青
森
県
の
調

査
に
際
し
て
、
町
田
は
「
携
帯
用
の
蓄
音
機
」
に
「
カ
ッ
タ
ー
（
録
音
設

備
）」
を
取
り
付
け
て
そ
れ
を
持
ち
運
ん
だ
。
そ
れ
は
ラ
ッ
パ
型
の
拭
き

込
み
口
か
ら
声
を
吹
き
込
む
方
式
だ
っ
た
。
音
質
は
か
な
り
悪
く
失
敗
に

終
わ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
ラ
ジ
オ
の
小
型
拡
声
器
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
代

わ
り
に
使
っ
て
、
音
を
増
幅
し
て
録
音
で
き
る
よ
う
に
改
良
し
た
［
町
田

一
九
六
一:

六
一

－

六
二
］。
町
田
は
経
済
的
な
苦
渋
の
な
か
に
あ
り
な
が

ら
も
、
か
つ
て
熱
心
に
集
め
た
錦
絵
を
売
却
す
る
な
ど
し
て
、
活
動
・
生

活
の
資
金
を
調
達
し
た
。［
竹
内
一
九
七
四:

一
五
七

－

一
五
八
］。そ
し
て
、

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
に
日
本
放
送
協
会
は
、
独
力
で
放
送
録
音
に

よ
る
「
民
謡
」
の
レ
コ
ー
ド
化
を
進
め
て
い
た
町
田
に
、「
民
謡
」
調
査

を
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
録
音
に
は
様
々
な
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
重
い
機
材
を
苦
労
し
て
山
奥
ま
で
運
ん
で
も
、
訪
問
先
の
電
圧

が
一
定
で
は
な
い
た
め
に
、
採
集
さ
れ
た
歌
の
音
量
も
不
統
一
だ
っ
た
と

い
う
［
町
田
一
九
四
〇:

三
］。
ま
た
録
音
盤
そ
の
も
の
が
高
価
で
あ
っ
た

た
め
、
記
録
媒
体
の
節
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
文
句
と
囃
し
言
葉
が
繰

り
返
さ
れ
る
場
合
、
繰
り
返
し
の
部
分
は
録
音
し
な
い
と
い
う
具
合
で
あ

る
［
竹
内
一
九
七
四:

二
六
七
］。
長
く
歌
っ
て
ほ
し
い
場
合
で
も
途
中
で

や
め
て
も
ら
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
町
田
の
調
査
方

法
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
町
田
は
、
テ
ー
プ

の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
し
ば
歌
っ
て
い
る
歌
が
ま
だ
終
わ
ら
な

い
う
ち
に
途
中
で
や
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
［
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
日
本
民
謡
大
観
」

制
作
ス
タ
ッ
フ
一
九
九
五:

一
四
二
］。

　

町
田
の
集
め
た
「
民
謡
」
は
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
調
査
の
資
金
、
録

音
時
間
な
ど
、
幾
重
に
も
限
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
、
収
め
ら
れ
た
歌

で
あ
っ
た
。
録
音
機
を
携
え
て
採
集
に
歩
く
町
田
が
目
指
し
た
の
は
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
切
り
つ
め
て
で
も
、
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
多
く
歌
を
録
音
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す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
町
田
自
身
は
『
集
成
』
に
収
録
し
た
「
民
謡
」
に

つ
い
て
何
年
に
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
町
田
が
、

の
ち
の
ち
の
歴
史
的
な
分
析
の
た
め
の
資
料
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た

こ
と
の
現
れ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
民
謡
」
の
来
歴

に
つ
い
て
の
情
報
は
、
調
査
現
場
の
固
有
性
の
観
察
・
記
述
な
ど
に
つ
な

が
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
う
し

た
部
分
に
反
省
的
に
関
心
が
及
ん
で
い
く
過
程
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
後
の

録
音
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
声
」
と
の
出
会
い
を
構
造

化
す
る
調
査
方
法
の
変
容
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

三
　
採
譜
の
限
界
と
「
民
謡
」
の
理
念
型 

　

町
田
は
、
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）
頃
か
ら
藤
井
清
水
（
一
八
八
九

～
一
九
四
四
）
と
採
譜
の
作
業
を
は
じ
め
て
い
た（

３
）。

町
田
が
、
録
音
し
て

き
た
も
の
か
ら
対
象
を
選
択
し
、
蓄
音
機
に
か
け
て
、
そ
の
ハ
ン
ド
ル
を

回
し
て
、
藤
井
が
流
れ
て
く
る
音
を
採
譜
し
た
の
だ
っ
た
。
藤
井
は
、
西

洋
音
楽
の
手
法
を
用
い
て
、「
日
本
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
芸
術
的
普

遍
的
」
な
曲
作
り
に
取
り
組
ん
だ
と
評
さ
れ
る
作
曲
家
で
あ
る
［
横
田

一
九
九
六:

三
］。
藤
井
は『
民
俗
芸
術
』誌
上
で
、そ
の
創
刊
当
初
か
ら
、「
民

謡
」
の
採
譜
を
積
極
的
に
紹
介
し
た
。
楽
譜
を
読
め
る
読
者
数
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
採
譜
報
告
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
読
者
に
開
か
れ
た
記
事
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
代
に
い
く
つ
か
の
民
謡
専
門
誌
が
出
て
い

た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
歌
詞
の
み
の
掲
載
で
あ
っ
た
た
め
に
、
採
譜
報

告
の
試
み
を
応
援
す
る
者
も
い
た
［
山
口
一
九
二
九:

三
六
］。『
民
俗
芸

術
』
は
図
・
写
真
と
い
っ
た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
記
事
の
充
実
を
目
指
し
て
い
た

わ
け
だ
が
、
楽
譜
は
そ
う
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
で
個
性
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
町
田
は
、『
民
俗
芸
術
』
あ
る
い
は
他
の
雑
誌

に
投
稿
さ
れ
た
藤
井
の
仕
事
を
読
み
、
採
譜
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
［
呉
市
昭
和
地
区
郷
土
史
研
究
会
一
九
九
六:

七
四
］［
町

田
一
九
五
二
b:

二
二
］。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
作
業
は
困
難
を
か
か
え
て
い
た
。
た
と
え
ば

「
平
均
律
に
無
い
音
が
あ
る
」
と
か
「
リ
ズ
ム
が
複
雑
怪
奇
で
、
西
洋
音

楽
の
間
拍
子
の
観
念
と
は
全
然
違
ふ
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、「
民
謡
」
は

五
線
譜
で
正
確
に
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
［
町

田
一
九
四
〇:

二
］。
一
方
で
は
、
町
田
と
藤
井
は
採
譜
に
つ
い
て
議
論
を

し
ば
し
ば
か
わ
し
た
と
い
う
。
藤
井
が
上
の
句
と
下
の
句
の
節
が
少
し
違

う
た
め
に
Ａ
Ａ’
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
と
す
る
と
町
田
は
「
否
そ
れ
は
瞭

ら
か
に
誤
唱
だ
か
ら
レ
コ
ー
ド
は
Ａ
Ａ’
で
も
Ａ
Ａ
繰
返
し
と
す
る
方
が

理
論
的
に
正
し
い
」
と
反
駁
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ば
、
う

た
わ
れ
る
“
は
ず
”
の
理
念
型
が
町
田
の
経
験
則
の
な
か
で
措
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
町
田
自
身
、
録
音
基
準
妥
当
性
に
つ

い
て
は
、
迷
い
を
か
か
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
［
町
田:

一
九
五
二
b:

二
四
］。
町
田
も
藤
井
も
採
譜
の
不
可
能
性
に
自
覚
的
で
あ
り
な
が
ら
格

闘
し
て
い
た
が
、
藤
井
は
「
採
譜
」
で
は
な
く
「
作
譜
」
だ
と
皮
肉
ま
じ

り
に
苦
笑
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
［
町
田
一
九
五
二
a:

頁
な
し
］。

　

ま
た
、
町
田
と
藤
井
の
間
に
よ
こ
た
わ
る
欲
望
の
相
違
も
決
定
的
に
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な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
町
田
が
研
究
の
た
め
に
採
譜
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
一
方
で
、
藤
井
は
創
作
の
種
と
し
て
採
譜
が
必
要
と
考
え

て
い
た
点
に
端
緒
を
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
藤
井
は
自
身
が
興
味
を
ひ

か
れ
る
旋
律
の
民
謡
を
優
先
的
に
採
譜
し
た
が
っ
た
の
だ
が
、
町
田
に
し

て
み
れ
ば
、
音
楽
的
に
「
優
れ
て
い
る
」
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
か
っ

た
。
祝
い
唄
、
労
作
唄
の
な
か
に
は
、
音
程
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
録
音
通

り
の
リ
ズ
ム
で
は
拍
子
の
切
り
よ
う
が
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
う
し

た
も
の
の
な
か
に
、町
田
は
「
古
い
時
代
の
歌
謡
の
面
影
」
を
求
め
た
［
竹

内
一
九
七
四:

三
二
九
―
三
三
〇
］。
町
田
は
藤
井
の
死
後
、
み
ず
か
ら
採

譜
に
取
り
組
む
機
会
に
は
「
自
分
が
口
写
し
に
そ
の
唄
の
節
を
覚
え
て
か

ら
五
線
譜
の
約
束
に
篏
ま
る
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
」
し
た
［
町
田
一
九
五
五:

三
八
八
］。
こ
の
よ
う
に
「
民
謡
」
の
断
片
は
、
町
田
あ
る
い
は
藤
井
の

身
体
性
を
経
由
し
て
、
五
線
譜
上
に
変
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

大
正
期
か
ら
昭
和
期
初
頭
に
お
い
て
、
町
田
の
関
心
は
、
ま
ず
も
っ
て

音
声
／
動
き
の
記
録
に
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
に
、
町
田
の
記
録
へ
の
関
心

は
「
民
謡
」
を
通
じ
て
声
へ
と
焦
点
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

町
田
の
採
集
は
、
複
製
技
術
や
交
通
な
ど
の
条
件
に
支
え
ら
れ
て
、
日

本
各
地
の
「
民
謡
」
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
裏

を
返
せ
ば
資
金
・
時
間
の
制
限
を
に
ら
ん
だ
調
査
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
強
く

支
配
さ
れ
て
い
た
。
町
田
は
各
種
の
媒
体
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、「
民
謡
」

分
布
の
網
羅
的
な
全
体
像
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
採
譜
と
い
う
記
録
・

保
存
の
あ
り
方
は
、
音
声
面
で
の
比
較
の
可
能
性
の
み
な
ら
ず
、
同
一
の

事
例
を
繰
り
返
し
聞
く
と
い
う
洞
察
の
可
能
性
を
も
ひ
ろ
げ
た
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、
場
・
身
体
性
と
結
び
つ
い
た
歌
を
そ
こ
か
ら
切
り
離
す
方

向
性
に
む
か
わ
せ
た
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ

ア
へ
の
期
待
と
比
較
・
分
析
す
る
視
点
へ
の
欲
望
の
共
振
が
、
お
そ
ら
く

「
研
究
」
と
い
う
立
場
に
向
か
わ
せ
る
う
え
で
の
重
要
な
誘
因
に
な
っ
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。「
民
謡
」
の
採
集
は
「
創
作
」
と
「
研
究
」
の
臨
界

に
位
置
し
て
い
た
実
践
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
町
田
と
藤
井
の
対
立
と
い
う

点
に
お
い
て
象
徴
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
事
態
は
そ
れ

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
町
田
は
「
新
民
謡
」
の
衰
退
と
と
も
に
、
試
行
錯

誤
の
す
え
に
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
以
降
、「
民
謡
」
の
レ
コ
ー
ド

化
に
ふ
み
こ
む
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
降
も
「
民
謡
」
以
外
の
世
界
で
「
創

作
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
に

は
、
新
作
発
表
会
を
催
し
、
自
ら
が
作
っ
た
箏
曲
、
三
弦
合
奏
曲
、
舞
踊

劇
曲
な
ど
を
披
露
し
て
い
る（

４
）。

本
稿
で
は
記
し
え
な
か
っ
た
町
田
の
作
曲

家
と
し
て
の
側
面
に
目
を
配
り
つ
つ
、「
研
究
」
と
「
創
作
」
の
拮
抗
／

併
存
を
町
田
の
人
生
史
に
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
り
、「
声
」
の
採
集
者
と

し
て
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
議
論
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
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注（
1
）	

町
田
嘉
章
は
、
群
馬
県
伊
勢
崎
に
生
ま
れ
た
。
一
九
〇
七
年
（
明
治

四
〇
）
に
は
、
東
京
美
術
学
校
図
案
科
に
入
学
す
る
。
一
九
一
三

年
（
大
正
二
）
に
は
時
事
新
報
に
入
社
し
、社
会
部
に
配
属
さ
れ
た
。

一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
は
、
中
外
商
業
新
聞
社
に
移
っ
て
い

る
。
そ
の
後
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
に
は
、
東
京
放
送
局
に

入
局
す
る
が
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
退
局
す
る
。
そ
の
間

に
新
民
謡
運
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
。
退
局
後
、
本
格
的
に

民
謡
研
究
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）

に
は
、
そ
れ
ま
で
の
採
集
を
基
に
し
て
『
日
本
民
謡
集
成
』
を
ま

と
め
る
。
町
田
の
業
績
の
な
か
で
も
代
表
的
な
の
は
、
日
本
放
送

協
会
の
も
と
で
取
り
組
ん
だ
『
日
本
民
謡
大
観
』
の
制
作
だ
ろ
う
。

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
）
に
『
日
本
民
謡
大
観
・
関
東
編
』
を

刊
行
し
て
以
降
、
一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
の
「
九
州
篇
（
南

部
）・
北
海
道
篇
」
に
至
る
ま
で
、長
期
間
に
渡
る
大
事
業
で
あ
っ
た
。

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
十
七
）
に
は
東
京
芸
術
大
学
講
師
に
就
任

し
て
い
る
。
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
逝
去
。
な
お
、
町
田
は

英
以
降
、
博
三
、
嘉
章
、
佳
聲
と
名
前
を
変
え
て
い
る
。
本
稿
で

は
、民
謡
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
期
間
と
最
も
長
く
重
な
る
「
嘉
章
」

に
表
記
を
統
一
し
て
い
る
（
た
だ
し
文
献
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
そ

の
限
り
で
は
な
い
）。
町
田
の
人
生
に
つ
い
で
は
、
竹
内
勉
が
詳
細

な
伝
記
を
記
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
［
竹
内
：

一
九
七
四
］。

（
2
）	

近
年
の
「
民
謡
」
の
近
代
へ
の
関
心
は
、
民
謡
そ
の
も
の
の
研
究

に
閉
じ
て
は
い
な
い
。
国
家
、
郷
土
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
つ
つ
、
文
字
を
前
提
と
し
つ
つ
ラ
ジ
オ
・
レ
コ
ー
ド
を
通

じ
て
拡
散
し
て
い
く
民
謡
の
位
相
や
民
謡
研
究
思
想
の
可
能
性
と

限
界
に
つ
い
て
の
刺
激
的
な
論
考
が
川
村
清
志
、
武
田
俊
輔
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
［
川
村
一
九
九
八
・
一
九
九
九
・
二
〇
〇
三
］

［
武
田
二
〇
〇
一
・
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
］。

（
3
）	

当
時
に
お
い
て
採
譜
は
、
町
田
・
藤
井
の
み
が
情
熱
を
傾
け
た
記

録
方
法
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
武
田
忠
一
郎
は
童
謡
・
民
謡

の
採
譜
を
行
っ
て
お
り
、
激
励
の
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

（
4
）	「
町
田
嘉
章
新
作
発
表
会
（
伶
明
音
楽
会
大
演
奏
会
）」（
一
九
三
七

年
十
一
月
十
一
日
）。
管
見
の
限
り
で
は
、
他
に
も
「
伶
明
音
楽
会

勉
強
会
」（
町
田
嘉
章
司
会
、
一
九
三
七
年
三
月
一
〇
日
）、「
伶
明

音
楽
会
春
季
勉
強
会
」（
町
田
嘉
章
主
催
、
一
九
三
八
年
三
月
四
日
）

な
ど
の
同
種
の
音
楽
会
が
開
か
れ
て
お
り
、
町
田
の
作
曲
し
た
楽

曲
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
（
い
ず
れ
も
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝

統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
し
た
）。

引
用
文
献

Ｎ
Ｈ
Ｋ「
日
本
民
謡
大
観
」制
作
ス
タ
ッ
フ
編『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
民
謡
調
査
の
記
録
』

一
九
九
五　

日
本
放
送
協
会
放
送
事
業
局
デ
ー
タ
情
報
部

川
村
清
志
「
民
謡
研
究
の
周
辺
―
民
謡
の
近
代
に
関
す
る
予
備
的
考
察
」

『
日
本
民
俗
学
』
二
一
三
号　

一
九
九
八
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「
国
民
文
化
と
し
て
の
民
謡
の
誕
生
」『
人
間
・
環
境
学
』
八
号　

一
九
九
九

　
「
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
と
し
た
「
日
本
民
謡
」
の
生
産
と
メ
デ
ィ
ア
」

川
村
邦
光
編
『
語
り
と
実
践
の
文
化
、
そ
し
て
批
評
』
文
化
／
批
評

［cultures/critiques

］
編
集
委
員
会　

二
〇
〇
三

呉
市
昭
和
地
区
郷
土
史
研
究
会
編　
『
増
訂
版　

作
曲
家
藤
井
清
水
』

一
九
九
六　

大
空
社

古
曲
保
存
会
編
（
町
田
博
三
編
）『
江
戸
時
代
音
楽
通
解
』
古
曲
保
存
会　

一
九
二
〇

竹
内
勉　
『
民
謡
に
生
き
る

－

町
田
佳
聲
八
十
八
年
の
足
跡
』
一
九
七
四

ほ
る
ぷ
レ
コ
ー
ド

武
田
俊
輔　
「
民
謡
の
歴
史
社
会
学

－

ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
想
像
力

－

」『
ソ
シ
オ
ロ
ゴ
ス
』
二
五　

二
〇
〇
一

　
「
柳
田
国
男
の
民
謡
論

－〈
声
〉か
ら
の
近
代
批
判
の
可
能
性
と
困
難

－

」

『
ソ
シ
オ
ロ
ゴ
ス
』
二
六　

二
〇
〇
二

　
「
柳
田
民
謡
論
の
可
能
性
と
困
難

－

大
正
・
昭
和
期
日
本
に
お
け
る
メ

デ
ィ
ア
と
音
声
性
の
文
脈
か
ら

－

」『
柳
田
国
男
研
究
論
集
』
第
三
号　

二
〇
〇
四

町
田
嘉
章
「
私
の
撮
影
し
た
踊
の
フ
ィ
ル
ム
に
就
い
て
」『
民
俗
芸
術
』

一

－
二　

一
九
二
八

　
『
日
本
民
謡
集
成
』　

一
九
四
〇　

日
本
民
謡
レ
コ
ー
ド
頒
布
会

　
「
は
じ
が
き
と
凡
例
」
日
本
放
送
協
会
編
『
日
本
民
謡
大
観　

東
北
篇
』　

一
九
五
二
a　

日
本
放
送
出
版
協
会

　
「
民
謡
の
採
譜
に
つ
い
て
」『
文
学
』
二
〇

－

九　

一
九
五
二
b

　
「
あ
と
が
き
」
日
本
放
送
協
会
『
日
本
民
謡
大
観　

中
部
篇
（
北
陸
地

方
）』　

一
九
五
五　

日
本
放
送
出
版
協
会

　
「
地
図
の
上
に
引
い
た
一
本
の
路
線
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
日
本
民
謡
大
観
を
発

行
す
る
に
至
る
経
緯
）」『
芸
能
』
三

－

一　

一
九
六
一

山
口
元
次
郎
（
論
題
な
し
、
囲
み
記
事
）『
民
俗
芸
術
』
二

－

一　

一
九
二
九

横
田
若
水　
「
解
説
」
呉
市
昭
和
地
区
郷
土
史
研
究
会
編
『
増
訂
版　

作

曲
家
藤
井
清
水
』
一
九
九
六　

大
空
社

＊
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
後
藤
静
夫
氏
・
川
村
清
志
氏
に
資
料
の
便

宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ま
な
べ
・
ま
さ
よ
し
／
大
阪
大
学
）


