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一
九
六
㎡
年
八
月
川
Ⅱ
、
結
腸
癌
で
死
去
し
た
夕
爾
に
は
、
判
年
八
月
、
句
集
が
上
梓
さ
れ
、
つ
い
で
’
一
月
、
俳
人
・
安
住
敦
に

よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
、
『
定
本
木
下
夕
爾
詩
集
』
が
出
版
さ
れ
た
ｃ
こ
の
詩
集
は
第
十
八
回
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

川
版
界
の
堀
情
で
、
定
本
の
夕
爾
諦
集
は
こ
こ
二
１
年
、
汗
店
か
ら
入
手
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
分
、
占
部
府
で
は
高
値
が
つ

き
、
兼
者
は
、
全
詩
集
を
手
描
き
で
写
し
て
貸
し
た
こ
と
も
二
度
ほ
ど
あ
る
。
へ
７
で
は
む
し
ろ
日
米
二
ヶ
国
研
対
訳
版
と
し
て
冊
て
い

る
『
樹
木
の
よ
う
に
・
木
下
夕
爾
の
詩
』
（
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
と
ミ
シ
ガ
ン
人
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
共
同
出
版
）
の
方
が
入

手
し
や
す
い
。
こ
の
択
櫛
采
は
、
一
九
七
九
年
度
Ⅱ
米
親
神
委
貝
会
の
親
諜
飛
金
文
学
翻
訳
賞
を
受
け
て
い
る
。

翻
訳
に
あ
た
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
は
、
受
賞
の
際
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
で
述
べ
た
ス
ピ
ー
チ
で
、
翻
訳
の
動
機
に
つ
い

て
幾
つ
か
挙
げ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
が
夕
爾
の
詩
の
翻
訳
に
熱
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
’
十
年
ほ
ど
胸
の
こ
と
で
す
が
ｌ
ほ
ん
と
う
の
理
由
に
は
、
学
問
的
根

拠
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
樋
め
て
単
純
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
彼
の
作
品
が
好
き
な
の
で
す
。
実
は
、
彼
の
翻
沢
を
す
る
た
め

の
刺
激
は
、
彼
の
友
人
で
あ
り
、
隣
村
川
身
の
有
名
な
小
説
家
・
井
伏
鱒
二
か
ら
や
っ
て
来
ま
し
た
。
井
伏
氏
は
何
年
も
前
に
、
私

の
関
心
を
夕
爾
に
向
け
る
よ
う
に
し
き
り
に
促
し
た
の
で
す
。
私
は
井
伏
氏
に
日
本
語
上
級
ク
ラ
ス
で
私
が
教
え
て
い
る
氏
の
幾
つ

木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
（
十
）

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ヅ
プ
に
よ
る
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

岡
田
秀
子

Hosei University Repository



118 

エ
ッ
プ
の
日
米
二
ヶ
国
語
対
訳
版
に
は
強
い
興
味
が
あ
る
が
、
『
樹
木
の
よ
う
に
・
木
下
夕
爾
の
詩
』
が
手
も
と
に
な
い
こ
と
と
、

所
詮
翻
訳
は
、
変
容
を
免
れ
ず
、
特
に
個
人
的
な
体
験
に
根
ざ
す
符
の
場
合
、
多
様
な
読
み
〃
が
ゆ
る
さ
れ
る
べ
き
だ
と
も
思
う
の
で
、

こ
こ
で
は
、
対
訳
詩
集
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教
授
、
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
、
木
下
夕
爾
の
評
伝
、
と
く

に
そ
の
日
本
語
訳
（
訳
者
、
沖
本
治
郎
）
を
中
心
に
近
代
日
本
語
と
詩
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
（
以
下
エ
ッ
プ
と
起
す
）
の
日
本
語
沢
『
木
下
夕
爾
』
は
Ｂ
６
判
、
二
百
ペ
ー
ジ
を
超
す
著
諜
で
、
川
版
さ
れ

る
や
新
聞
は
、
「
米
教
授
の
木
下
夕
爾
評
伝
出
版
」
の
大
き
な
見
出
し
を
掲
げ
、
「
文
学
関
係
者
は
、
〈
地
力
に
埋
も
れ
た
詩
人
の
生
涯

に
十
年
余
り
情
熱
を
注
ぎ
、
日
本
人
が
だ
れ
も
手
が
け
て
い
な
い
よ
う
な
、
深
く
総
合
的
な
夕
爾
研
究
だ
〉
と
称
賛
し
て
い
る
」
と
述

べ
、
翻
訳
者
の
言
と
し
て
は
「
エ
ッ
プ
氏
か
ら
、
〈
原
審
の
一
宇
一
句
も
ら
さ
ず
伝
え
、
イ
メ
ー
ジ
の
す
べ
て
に
間
違
い
な
く
忠
実
で

あ
り
た
い
。
私
の
血
と
汗
を
そ
そ
ぎ
込
ん
だ
〉
と
言
わ
れ
た
。
原
狩
の
持
つ
味
わ
い
を
よ
く
表
し
て
い
て
、
〈
翻
訳
で
原
緋
の
良
さ
に

気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
〉
と
話
し
て
い
る
」
と
も
記
し
て
い
る
。
（
一
九
九
三
年
一
月
．
一
十
．
一
日
、
朝
日
新
聞
）

訳
者
、
沖
本
治
郎
氏
が
、
こ
の
訳
書
の
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

一
九
九
○
年
六
月
十
五
日
付
「
朝
日
イ
ブ
ニ
ン
グ
ニ
ュ
ー
ス
」
紙
の
評
論
「
影
か
ら
の
声
」
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
リ
ー
サ
イ

ド
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
訳
『
樹
木
の
よ
う
に
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
リ
ー
サ
イ
ド
は
、
木
下
夕
爾
は
ト
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
を

「
述
想
さ
せ
る
」
と
言
い
、
「
彼
は
ハ
ー
デ
ィ
の
よ
う
に
『
喪
失
の
風
景
』
と
呼
ば
れ
て
き
た
強
烈
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ

る
。
彼
は
ま
た
「
夜
の
狐
」
と
い
う
詩
で
、
詩
人
が
冥
想
の
中
で
孤
と
と
も
に
す
る
移
動
に
つ
い
て
、
「
訳
者
…
…
の
扱
い
は
非
常

に
巧
み
で
あ
り
、
詩
集
全
体
に
お
け
る
彼
の
成
功
を
示
す
の
に
役
立
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
エ
ッ
プ
の
訳
業
を
称
え
て
い
る
。

か
の
詩
に
つ
い
て
質
問
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
彼
は
、
も
し
私
が
本
物
の
詩
、
純
粋
な
詩
に
興
味
が
あ
る
な
ら
、
木
下

夕
爾
に
取
り
組
む
べ
き
だ
、
と
語
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
言
葉
に
従
い
ま
し
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
彼
の
詩
の
ほ
と
ん
ど

全
部
を
翻
訳
し
て
い
る
の
で
し
た
。

（
一
九
七
九
年
十
一
月
三
十
日
）
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価
十
歳
で
早
逝
し
た
夕
爾
二
九
一
四
～
一
九
六
五
年
）
が
八
卜
八
歳
の
長
寿
を
全
う
し
、
そ
の
文
学
的
功
績
に
対
し
て
国
家
か
ら

有
効
勲
職
を
授
与
さ
れ
た
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
（
一
八
Ⅲ
○
～
一
九
・
一
八
年
）
を
述
想
さ
れ
る
と
は
、
夕
爾
の
緋
に
と
っ
て
光
栄
で

あ
る
。
こ
の
連
想
は
お
そ
ら
く
ハ
ー
デ
ィ
と
夕
爾
の
人
生
観
が
無
神
論
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
。
作
風
が
暗
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

読
者
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
こ
と
に
帰
因
す
る
。
ハ
ー
デ
ィ
は
人
生
の
悲
惨
な
出
来
事
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
き
出
す
一
方
、

く
つ
ろ

い
か
に
も
自
然
詩
人
ら
し
い
叙
情
的
タ
ッ
チ
の
精
密
な
自
然
描
写
で
、
悲
此
行
の
魂
に
寛
ぎ
と
潤
い
を
与
え
る
が
、
夕
爾
の
詩
に
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
。
夕
爾
の
詩
に
鯛
れ
て
、
「
『
喪
失
の
風
鼓
』
と
呼
ば
れ
て
き
た
強
烈
な
感
覚
」
を
も
つ
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
評
価
さ
れ

る
こ
と
は
日
本
に
お
い
て
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
日
本
で
は
情
緒
的
と
し
て
評
価
が
低
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
評
価
の
迷
い

は
何
に
蹄
因
す
る
の
か
。
筆
者
に
は
近
代
詩
の
受
容
の
あ
り
方
に
猯
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ
本
の
近
代
散
文
は
、
幾
頭
に
も
わ
た
る
西
欧
の
文
学
の
翻
訳
過
樫
を
経
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、
夕
爾
と
て
そ
の
延
長
線
ｋ
で

外
界
を
感
受
し
て
来
た
こ
と
に
お
い
て
は
、
他
の
詩
人
達
と
か
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
近
代
日
本
語
に
よ
っ
て
思
考
し
、
近
代
に
先
駆

け
た
西
欧
の
詩
を
口
語
で
意
訳
し
な
が
ら
自
ら
の
近
代
詩
を
つ
く
っ
た
と
言
え
る
。
夕
爾
と
い
う
生
き
る
主
体
も
詩
人
と
し
て
の
主
体

も
、
〈
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
〉
と
い
う
日
本
謡
と
そ
の
聡
史
性
を
無
視
し
て
は
語
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ー
サ
ィ
ド
と
は
別
の
点

で
エ
ッ
プ
の
評
伝
『
木
下
夕
爾
』
を
読
む
こ
と
で
、
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
リ
ー
サ
イ
ド
の
資
重
な
指
摘
を
念
頭
に
お
き
、
今
は
エ
ッ

プ
の
評
伝
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
評
伝
は
近
代
詩
人
な
ら
西
欧
人
と
共
通
す
る
個
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提

と
し
て
い
る
。
Ｈ
度
の
来
日
に
よ
る
取
材
を
も
と
に
日
ら
創
造
し
た
夕
爾
像
が
、
夕
爾
の
識
、
戎
は
そ
の
断
片
の
こ
と
ば
を
用
い
て
補

強
さ
れ
て
、
夕
爾
の
詩
の
表
現
の
技
術
や
意
図
ま
で
も
エ
ッ
プ
の
飛
観
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ｃ
た
め
し
に
第
七
章
「
時
間

と
記
憶
」
の
一
部
分
を
掲
げ
て
み
る
。
「
思
い
出
は
現
在
と
い
う
断
片
的
な
瞬
間
の
な
か
で
見
失
わ
れ
、
混
乱
し
て
い
る
自
我
の
回
復

あ
ま
り
に
も
前
衛
的
で
実
験
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
伝
統
尊
重
へ
の
回
帰
も
見
ら
れ
る
多
面
的
な
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
現
在
、
そ
の
、
い
わ
ば
源
泉
と
な
っ
た
ハ
ー
デ
ィ
に
夕
爾
を
重
ね
合
わ
せ
る
リ
ー
サ
ィ
ド

の
論
は
貴
重
で
あ
る
。

Hosei University Repository
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を
可
能
に
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
ハ
ン
ス
・
メ
イ
ア
ー
ホ
ッ
フ
『
文
学
に
お
け
る
時
間
』
（
バ
ー
ク
レ
ー
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
出
版

部
一
九
五
五
年
）
を
援
用
し
て
考
察
し
た
章
で
あ
る
。

時
間
は
必
ず
し
も
あ
る
経
験
を
弱
め
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
記
憶
の
中
に
は
そ
う
容
易
に
は
消
し
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
時
間
や
現
在
の
出
来
事
に
よ
っ
て
強
烈
に
な
る
記
憶
も
あ
る
。
夕
爾
が
自
分
の
弱
点
ま
た
は
欠
点
だ
と
認
め
て
い
る

こ
と
を
、
い
っ
そ
う
激
し
く
す
る
よ
う
な
出
来
蝋
が
、
他
の
出
来
鞭
よ
り
も
余
計
に
忘
れ
難
い
印
象
を
与
え
が
ち
に
な
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
出
来
躯
の
記
憶
は
、
エ
ン
ド
レ
ス
録
音
テ
ー
プ
を
か
け
る
よ
う
に
彼
の
心
中
の
至
る
と
こ
ろ
で
鳴
っ
て
は
ま
た
鳴
る
傾
向
が

あ
り
、
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
し
た
憂
鯵
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
溌
恥
心
と
痛
ま
し
い
ま
で
の
自
意
識
の
鋭
さ
が
、
終
生
夕
爾
を
苦
し
め
た
の
で
、
彼
は
こ
れ
ら
の
感
情
を
剥
き
出
し
に
す

る
よ
う
な
出
来
事
の
記
憶
と
し
ば
し
ば
戦
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
の
一
つ
が
遅
刻
に
つ
い
て
の
詩
に
な
る
の
で
あ
る
。

今
で
も
よ
く
お
ぼ
え
て
ゐ
る

あ
あ
ま
た
遅
刻
し
て
し
ま
っ
た

途
方
に
く
れ
た
私
の
ま
は
り
で

紋
白
蝶
が
舞
っ
て
ゐ
た

若
葉
に
つ
つ
ま
れ
た
学
校
か
ら

美
し
い
合
唱
が
き
こ
え
る

遅
刻

Hosei University Repository



1２１ 

夕
爾
の
詩
を
好
む
Ⅱ
本
の
読
者
は
、
お
そ
ら
く
、
前
掲
の
詩
「
遅
刻
」
を
エ
ッ
プ
の
よ
う
に
、
「
遅
刻
し
た
こ
と
が
不
愉
快
で
、
自

分
は
取
る
に
足
ら
な
い
人
間
だ
と
い
う
意
識
を
起
こ
さ
せ
、
衙
人
に
あ
の
絶
え
間
の
な
い
無
念
の
気
持
ち
を
思
い
出
さ
せ
た
」
と
は
感

じ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
だ
れ
で
も
が
あ
る
瞬
間
持
つ
、
〈
こ
こ
ろ
ぼ
そ
さ
〉
を
と
ら
え
る
こ
と
で
詩
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
は
大
人
に
な
っ
て
も
「
自
分
は
い
つ
も
待
ち
つ
づ
け
て
来
た
」
と
認
識
で
き
る
人
に
の
み
、
う
い
う
い
し
い
姿
で
思
い
冊
せ
る
こ
と

遅
刻
し
た
こ
と
が
不
愉
快
で
余
計
な
注
意
を
惹
き
、
自
分
は
取
る
に
足
ら
な
い
人
間
だ
と
い
う
意
識
を
起
こ
さ
せ
て
、
詩
人
に
あ

の
絶
え
間
の
な
い
伽
念
の
気
持
を
思
い
出
さ
せ
る
の
だ
。
小
学
生
だ
っ
た
頃
に
も
、
ま
た
自
分
が
歌
詞
を
課
い
て
与
え
た
校
歌
の
発

表
会
に
臨
席
し
た
頃
の
人
人
と
し
て
も
、
彼
は
こ
の
感
情
を
経
験
し
た
か
も
知
れ
な
い
ｃ

過
去
と
現
在
の
絶
え
ざ
る
交
錯
が
詩
人
の
認
識
を
変
え
る
。
彼
は
思
い
出
を
蓄
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
信
じ
て
、
ま
る
で
色

ガ
ラ
ス
の
破
片
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
、
気
が
向
い
た
ら
取
り
出
し
て
調
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
憶
と
い

う
概
念
は
、
夕
爾
の
処
女
詩
災
の
同
頭
の
詩
に
Ｈ
立
っ
て
お
り
、
こ
の
詩
集
に
お
い
て
は
過
去
が
極
め
て
晒
人
な
役
割
を
減
ず
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
伝
え
て
い
る
。
迅
憶
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
幾
ら
か
を
、
巧
み
に
操
る
才
能
は
詩
人
が
起
憶
し
て

い
る
過
去
の
出
来
事
か
ら
選
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
現
在
の
瞬
間
に
織
り
込
む
の
を
可
能
に
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
彼
の
自
己
認

識
作
川
の
建
て
直
し
に
役
立
つ
手
順
な
の
だ
。
こ
の
前
進
す
る
過
礎
が
、
人
生
の
苦
悩
と
多
茂
性
に
立
ち
向
か
っ
て
、
生
き
る
自
信

を
詩
人
に
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

夕
爾
に
と
っ
て
、
過
去
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
山
積
す
る
疑
問
に
直
面
し
て
遂
行
さ
れ
る
自
已
発
見
の

航
海
に
乗
り
出
す
に
も
等
し
か
っ
た
。
結
局
彼
は
、
た
だ
厄
払
い
す
る
た
め
に
過
去
を
思
い
出
し
た
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
あ
っ
た

こ
と
を
沸
く
こ
と
が
、
む
し
ろ
自
我
の
崩
壊
に
抵
抗
す
る
訓
練
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
の
こ
こ
ろ
ぼ
そ
さ
を

日
分
は
い
つ
も
待
ち
つ
づ
け
て
来
た
こ
と
を
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に
気
づ
か
さ
れ
る
。
「
途
方
に
く
れ
た
私
の
ま
わ
り
で
、
紋
白
蝶
が
舞
っ
て
ゐ
た
」
は
、
〈
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
た
一
瞬
の
余
裕
〉
を
持

ち
つ
づ
け
る
人
に
し
か
、
召
け
な
い
、
詩
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
引
用
し
て
、
〈
過
去
と
現
在
の
絶
え
ざ
る
交
錯
が
狩
人
の
認

識
を
変
え
る
〉
と
は
た
し
て
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
詩
の
引
用
の
前
文
「
琉
恥
心
と
瓶
ま
し
い
ま
で
の
自
意
識
の
鋭
さ
が
、

終
生
夕
爾
を
苦
し
め
た
の
で
、
彼
は
こ
れ
ら
の
感
情
を
剥
き
出
し
に
す
る
よ
う
な
出
来
頭
の
記
憶
と
し
ば
し
ば
戦
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
見
か
た
も
夕
爾
認
識
の
浅
さ
を
感
じ
る
。
〈
羨
恥
心
と
痛
ま
し
い
自
意
識
の
鋭
さ
〉
は
、
〈
含
差
の
人
〉
と
し
て
別
項
を
設
け
て

考
察
す
る
べ
き
夕
爾
理
解
の
重
要
な
部
分
（
「
木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
」
（
八
）
Ｉ
表
現
と
含
琉
ｌ
参
照
）
な
の
で
、
こ
こ
で
は

溌
恥
心
を
一
般
的
に
と
ら
え
た
太
宰
諭
に
対
し
、
彼
の
含
茄
を
深
く
考
察
し
た
も
の
を
仰
度
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。
太
宰
に
つ
い
て

―
彼
ほ
ど
自
分
を
い
じ
め
ぬ
き
、
責
め
つ
づ
け
た
作
家
は
多
く
な
い
。
だ
が
彼
は
決
し
て
、
自
己
否
定
帝
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も

お
の
れ
を
自
負
し
た
作
家
の
一
人
と
い
っ
て
い
い
。
少
く
と
も
彼
の
自
己
否
定
は
直
ち
に
自
己
肯
定
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
」
と

述
べ
た
臼
井
吉
見
の
『
太
宰
諭
」
を
受
け
て
矢
代
静
一
は
次
の
よ
う
に
私
見
を
述
る
。
太
宰
治
は
夕
鯛
と
と
も
に
「
井
伏
鱒
一
一
の
一
人

の
弟
子
」
（
高
Ⅲ
英
之
助
）
で
、
夕
爾
と
同
じ
く
「
含
雄
の
人
」
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
る
。

寄
っ
て
来
、
彼
の

‐
ｌ
中
略
Ｉ

自
己
秀
定
か
ら
自
己
肯
定
へ
。
：
・
・
・
あ
っ
さ
り
読
む
と
そ
れ
は
そ
れ
で
納
得
で
き
て
し
ま
う
の
だ
が
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
脇
に
堕
ち

な
い
。
私
は
自
己
肯
定
に
は
、
自
己
過
信
と
偲
倣
の
影
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
太
宰
に
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
。
私
に
は
太
宰
は
絶
え
間
な
く
自
己
否
定
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
螺
旋
状
の
階
段
を
輩
っ
て
行
っ
た
人
に
見
え
る
。
太
宰
の
自

己
否
定
は
自
己
に
対
す
る
誠
実
と
謙
虚
か
ら
来
て
い
、
そ
れ
ら
は
他
人
へ
の
心
づ
く
し
と
な
っ
て
現
れ
る
の
だ
。
こ
こ
に
彼
の
日
待

が
あ
っ
た
。
彼
が
自
己
肯
定
で
き
な
い
の
は
、
む
ろ
ん
作
家
と
し
て
の
自
信
の
な
さ
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
で
、
日
傭
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
生
来
の
気
質
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
臼
井
は
「
自
己
喪
失
者
で
は
あ
っ
て
も
」
と
述

、
、
、
、

べ
て
い
る
が
自
己
喪
失
者
は
、
神
を
必
要
と
し
な
い
。
日
己
上
同
定
で
き
ぬ
は
に
か
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
は
太
宰
の
背
後
に
忍
び

寄
っ
て
来
、
彼
の
〃
も
振
り
返
っ
て
歩
み
よ
る
こ
と
を
欲
し
た
の
だ
。
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エ
ッ
プ
に
、
含
雛
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
文
学
者
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
無
理
な
注
文
だ
が
、
日
本
の
近
代
化
を
即
、
西
欧
化
と

単
純
に
考
え
る
こ
と
で
は
、
夕
爾
像
は
立
ち
顕
れ
な
い
。
日
本
で
は
二
十
一
世
紀
初
頭
の
今
、
含
蓋
を
冠
し
て
呼
ぶ
作
家
や
詩
人
は
い

な
く
な
っ
て
い
る
が
、
夕
爾
の
生
き
て
詩
を
課
い
た
時
代
は
、
太
宰
の
作
品
が
派
Ｈ
さ
れ
、
多
く
の
太
宰
フ
ァ
ン
が
生
じ
た
時
代
と
も

亜
な
っ
て
い
る
。
夕
爾
も
未
発
表
虹
編
小
説
「
日
常
茶
飯
戦
」
で
夕
爾
を
連
想
さ
す
狩
人
に
「
故
太
宰
氏
に
枕
て
は
、
．
－
、
：
一
の
作
砧

を
見
た
に
と
ど
ま
る
が
尊
敬
に
値
す
る
小
説
家
だ
と
思
っ
て
い
る
。
世
俗
に
敗
北
し
た
気
の
毒
な
人
だ
と
も
同
情
し
て
い
る
。
あ
の
純

粋
の
十
分
の
一
で
も
お
れ
に
あ
れ
ば
な
あ
と
思
う
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
る
」
と
つ
ぶ
や
か
し
て
い
る
。
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
お
そ
ら
く

夕
爾
の
深
く
秘
め
た
嘆
き
で
あ
っ
て
、
夕
爾
に
西
欧
と
異
る
掴
の
感
情
や
意
識
を
も
た
ら
し
て
も
い
る
。
西
欧
近
代
の
自
我
意
識
を
夕

爾
に
単
純
に
あ
て
は
め
て
論
ず
る
危
険
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
日
本
の
近
代
が
、
ど
の
よ
う
な
化
壊
の
ｋ
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
か
を
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
み
る
た
め
に
と
り
あ
え
ず
、
社
会
学
荷
、
作
Ⅲ
啓
一
の
視
点
を
か
り
る
こ
と
に
す
る
。

西
欧
の
近
代
資
本
主
義
形
成
の
に
な
い
手
と
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
家
族
は
、
近
代
的
自
我
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
養
成
機
関
で
あ
っ
た
。

西
欧
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
家
族
は
そ
の
子
供
を
外
社
会
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
自
我
を
培
養
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の

近
代
社
会
で
は
、
家
族
の
な
か
に
お
い
て
で
は
な
く
、
家
族
に
反
逆
す
る
こ
と
で
近
代
的
自
我
が
成
長
し
た
の
だ
。
日
本
の
家
族
が
密

室
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
家
屋
が
外
界
の
風
や
気
温
の
優
入
を
防
ぐ
の
に
適
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
肚
間
や
権
力
の
文

配
は
自
由
に
〈
家
〉
の
中
に
入
っ
て
来
る
。
家
族
は
他
の
家
族
と
避
け
が
た
い
連
帯
の
組
織
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
家
族
間

に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
相
互
に
保
障
し
合
う
黙
契
が
十
分
に
制
度
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
家
族
が
よ
り
大
き
い
集
団
の
単
位
、
た
と
え
ば

同
族
や
近
隣
や
村
落
へ
と
高
度
に
組
織
化
さ
れ
、
家
族
間
の
隔
壁
が
薄
い
と
い
う
社
会
擶
造
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
自
我
が
成
長
し
な

い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
文
学
が
〈
家
〉
へ
の
反
逆
を
通
じ
て
成
立
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
小
燗
か
ら
で
あ
っ
た
。

精
確
に
云
え
ば
、
自
我
が
反
逆
し
た
の
は
家
族
に
た
い
し
て
で
は
な
い
。
家
族
を
と
お
し
て
浸
透
し
て
く
る
外
社
会
の
世
論
や
権
力
に

太
宰
と
い
う
人
は
、
ま
と
め
て
括
っ
て
し
ま
う
と
、
愛
と
死
、
信
仰
と
虚
無
、
道
化
と
真
実
の
葛
藤
を
、
真
塾
に
こ
つ
こ
つ
と
刻

み
込
ん
で
行
っ
た
犬
才
と
呼
ん
で
も
よ
い
く
ら
い
の
、
含
旋
の
人
で
あ
っ
た
。

『
含
恭
の
人
私
の
太
宰
治
』
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作
田
は
以
上
の
よ
う
に
太
宰
像
を
折
川
し
な
が
ら
太
宰
が
あ
る
意
味
で
国
民
的
作
家
に
な
り
え
た
の
は
、
彼
が
ど
ん
な
集
団
に
も
根

拠
地
を
も
ち
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
言
う
。
彼
は
一
つ
の
有
の
立
場
か
ら
肚
界
を
裁
断
す
る
飛
体
と
し
て
で
は
な
く
、
種
々
の
有
の

立
場
か
ら
裁
断
さ
れ
る
客
体
と
し
て
自
己
を
位
置
づ
け
た
。
八
方
の
光
源
か
ら
照
ら
さ
れ
て
、
人
間
存
在
の
兼
恥
と
い
う
原
点
以
外
に

た
い
し
て
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
で
こ
の
外
社
会
の
世
論
や
権
力
を
と
り
あ
え
ず
翻
訳
不
可
能
な
日
本
語
、
〈
世
間
〉
に
置
き
か
え

て
み
る
。
す
る
と
夕
爾
の
太
宰
治
に
対
す
る
尊
敬
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
み
え
て
く
る
か
ら
だ
。
す
る
と
一
．
太
宰
は
純
粋
な
る
が
故
に
世

俗
（
世
間
の
人
）
に
敗
北
し
た
気
の
謙
な
人
な
の
で
あ
る
」
の
微
妙
な
意
味
が
わ
か
る
。
た
し
か
に
、
パ
ピ
ナ
ー
ル
中
稚
の
治
縦
の
た

め
、
太
宰
は
だ
ま
さ
れ
て
、
精
神
病
院
に
強
制
的
に
入
院
さ
せ
ら
れ
た
経
験
を
持
つ
。
こ
の
入
院
中
の
心
象
を
断
片
的
に
綴
っ
た
「
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
ロ
ス
ト
」
は
決
定
的
な
恥
の
経
験
に
身
を
お
い
て
、
人
生
を
も
う
一
度
見
直
そ
う
と
い
う
自
己
設
定
と
自
己
確
認
の
た
め
に
書

か
れ
て
い
る
。
こ
の
人
間
は
精
神
病
院
に
入
院
す
べ
き
存
在
と
し
て
変
や
師
か
ら
眺
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
と
同
じ

仲
間
に
腕
す
る
と
信
じ
て
い
た
。
太
宰
治
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
作
田
啓
一
の
考
察
は
、
こ
こ
で
急
速
に
太
宰
像
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
ｃ

〈
同
じ
仲
間
に
属
す
る
〉
と
信
じ
る
人
間
を
ど
う
み
る
か
。
信
じ
や
す
く
子
供
ら
し
い
青
年
が
「
お
と
な
「
｜
に
な
る
過
程
を
、
ま
だ

「
お
と
な
」
の
善
意
を
卜
分
に
理
解
し
な
い
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
を
、
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
点
は
あ
ま

り
正
典
で
は
な
い
。
わ
ず
か
一
ヵ
月
の
、
そ
し
て
身
近
な
人
の
鱒
懲
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
入
院
が
、
彼
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
は
、
こ
の
で
き
ご
と
が
社
会
の
な
か
で
の
彼
の
位
置
を
象
徴
的
に
表
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
故
郷
を
捨
て
、
家
か
ら
兄
離

さ
れ
、
入
学
は
卒
業
せ
ず
、
革
命
迎
動
か
ら
脱
落
し
た
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
ど
の
集
団
に
も
所
属
で
き
な
か
っ
た
。
自
分
で
つ
く
っ
た
家

族
さ
え
も
、
彼
を
桁
神
の
弱
い
病
人
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
眺
め
て
い
た
。
災
剛
の
砦
に
よ
る
．
切
の
遮
蔽
が
な
く
、
レ
ン
ト

ゲ
ン
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
透
視
さ
れ
て
い
る
人
間
、
透
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
、
こ
れ
が
世
界
に
お
け
る
彼

の
存
在
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
近
代
的
自
我
と
遠
く
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。

近
代
的
自
我
と
は
有
で
あ
り
、
集
Ⅲ
所
属
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
所
属
を
選
ぶ
か
を
決
定
す
る
脱
体
と
な
り
う

る
か
ら
だ
。
太
宰
の
描
い
た
主
人
公
た
ち
は
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
思
想
大
系
を
も
た
な
い
。
ロ
：
Ｃ
ｓ
の
も
つ
悲
哀
と
寂
蓼
の
感
情

が
す
べ
て
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
エ
ッ
プ
が
あ
げ
て
い
る
詩
は
「
わ
が
妻
も
わ
が
名
を
呼
ば
ぬ
／
わ
が
子
も
わ
が
影
を
探
さ
ぬ
／
私
は
寒
い
／
自
分
の
肋

骨
を
へ
し
折
っ
て
燃
や
す
ほ
ど
に
／
自
分
の
中
に
深
く
わ
が
手
を
ひ
た
す
ほ
ど
に
一
の
「
道
」
と
題
す
る
識
の
一
職
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
筆
者
が
心
打
た
れ
る
の
は
、
そ
の
次
に
来
る
最
終
章
「
も
し
誰
か
が
私
を
呼
ぶ
と
き
／
も
し
誰
か
が
私
を
探
す
と
き
／
私
は
こ

は
ど
う
い
う
立
場
も
も
た
な
い
人
間
の
視
点
だ
け
が
、
最
後
に
残
さ
れ
た
の
だ
。

脇
道
に
そ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
、
太
宰
像
を
み
て
来
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
夕
爾
の
詩
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
人
間
が
近

代
的
自
我
と
遠
く
離
れ
た
存
在
、
透
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
に
限
り
な
く
近
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
だ
。

〈
思
想
体
系
を
も
た
な
い
。
』
】
８
Ｃ
ｓ
の
も
つ
悲
哀
と
寂
蓼
の
感
情
が
す
べ
て
で
あ
る
人
間
〉
、
世
界
に
お
け
る
彼
の
存
在
の
仕
方
の
理

想
の
姿
が
排
の
空
間
に
解
き
は
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。

エ
ッ
プ
の
評
伝
「
木
下
夕
爾
」
が
力
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
筆
者
に
強
い
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
エ
ッ
プ
が
夕
爾
の
詩
の
裏
に

思
想
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
り
、
明
蜥
な
感
情
の
表
出
を
希
求
し
て
い
る
こ
と
が
行
間
か
ら
伝
わ
っ
て
来
る
か
ら
だ
。
飛
背
が
〈
あ
ま

り
に
生
の
こ
と
ば
で
叫
ば
れ
、
詩
に
な
っ
て
い
な
い
〉
と
思
う
夕
爾
晩
年
の
詩
を
逆
に
エ
ッ
プ
が
評
価
し
て
い
る
。
第
八
嗽
夕
爾
の
業

績
、
〈
夕
爾
の
評
価
〉
の
項
目
で
エ
ッ
プ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ｌ
中
略
「

夕
爾
の
肢
良
の
識
は
、
絶
望
の
あ
ま
り
息
が
詰
ま
り
、
自
分
の
存
在
は
無
葱
味
で
あ
る
と
の
思
い
に
絶
え
ず
付
き
ま
と
わ
れ
た
、

そ
し
て
極
限
に
ま
で
緊
張
し
た
、
精
神
を
表
し
て
い
る
の
だ
。
特
に
晩
年
の
彼
の
作
品
は
、
牧
歌
的
叙
述
を
遇
か
に
越
え
た
と
こ
ろ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

る
○ 

要
す
る
に
、
木
下
夕
爾
は
「
牧
歌
的
詩
人
」
と
か
「
郷
愁
の
田
園
詩
人
」
と
か
の
呼
称
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
。
彼
は
人
間
の
魂

の
恐
怖
を
描
写
す
る
た
め
に
、
ｑ
ハ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
型
の
、
た
ま
た
ま
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
を
便
川
し
た
現
代
杼
情
詩
人
な
の
で
あ
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た
え
得
る
だ
ろ
う
か
／
草
の
中
に
ま
だ
倖
れ
な
や
む
石
の
ひ
か
り
で
／
日
の
す
っ
か
り
落
ち
た
あ
と
の
／
荒
野
を
吹
き
す
ぎ
て
ゆ
く
風

の
言
葉
で
」
で
あ
り
、
夕
爾
の
詩
の
さ
び
し
い
明
る
さ
を
こ
そ
評
価
し
た
い
。
エ
ッ
プ
と
は
全
く
別
の
視
点
に
な
る
が
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
ら
、
西
欧
言
語
間
か
ら
み
て
逆
の
誤
読
も
記
す
こ
と
が
公
平
で
あ
ろ
う
。
西
欧
の
詩
の
訳
詩
が
、
日
本
の

近
代
の
詩
に
果
た
し
て
来
た
役
割
は
計
り
知
れ
な
い
。
明
治
、
大
正
、
戦
前
の
昭
和
も
あ
く
な
く
翻
訳
に
挑
戦
し
、
全
く
異
る
日
本
語

に
詩
的
意
味
を
写
し
と
っ
て
い
る
。
訳
詩
は
所
詮
、
創
作
詩
だ
が
、
訳
者
の
み
か
、
訳
詩
に
よ
っ
て
原
作
将
に
ま
で
、
憧
れ
て
し
ま
う

詩
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
『
海
潮
音
』
の
次
の
詩
で
あ
る
。
明
治
三
八
年
に
訳
さ
れ
た
こ
の
詩
を
昭
和
の
中
期
、
筆
者
は
こ
の
上
な
く

美
し
い
詩
と
し
て
、
暗
唱
し
た
。

春
と
い
う
季
節
の
明
る
さ
、
あ
た
た
か
さ
を
、
西
欧
に
も
春
が
あ
っ
て
、
冬
が
終
わ
れ
ば
春
が
や
っ
て
来
る
。
春
は
朝
が
一
番
美
し

あ
け
ぼ
の

い
の
だ
と
思
っ
て
読
ん
だ
。
平
安
の
時
代
も
〈
春
は
暁
〉
と
め
で
た
が
、
西
欧
で
も
同
じ
な
の
だ
な
あ
と
、
い
つ
の
間
に
か
暗
隅
し

か
み

し

神
、
そ
ら
に
知
る
し
め
す
。

よ
な

す
べ
て
世
は
邪
も
無
し
。

か
た
つ
む
り
え
だ

蝸
牛
技
に
一
一
垣
ひ
、

日
は
朝
、

あ
し
た
し
ち
じ

初
は
七
時

か
と
お
か
つ
め

片
岡
に
露
み
ち
て
、

あ
が
ひ
ば
り

陽
雲
寵
な
の
り
い
で
、

時
は
赤
、

あ
し
た

春
の
朝

『
ピ
パ
の
歌
』
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
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て
し
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
訳
詩
は
、
『
ビ
パ
の
歌
』
と
な
っ
て
い
て
、
解
説
ふ
う
の
文
章
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
余
計
な
こ
と
と
無
視

し
て
い
た
。
詩
と
い
う
も
の
は
行
文
か
ら
す
べ
て
を
う
け
と
り
、
よ
ろ
こ
び
口
ず
さ
む
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
歌
人
・
岡
井
隆
の
『
詩
歌
の
近
代
』
に
出
会
っ
て
、
二
つ
の
啓
発
を
得
た
。
一
つ
は
こ
の
詩
の
五
音
に
よ
る
律

調
の
妙
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
音
数
の
性
質
が
上
田
敏
の
発
明
工
夫
で
あ
る
こ
と
を
、
英
和
対
訳
を
示
し
て
岡
井
は
説
明
し
、
初
め
怪
く
出
て
、
の
ち
に
重
く

な
る
。
｜
‐
神
、
そ
ら
に
知
る
し
め
す
／
す
べ
て
世
は
事
も
無
し
」
の
唱
い
お
さ
め
は
、
当
然
こ
の
詩
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
主
部
で
あ
る
か

ら
、
重
く
終
る
の
が
当
然
で
、
初
め
の
五
音
、
五
音
の
二
行
に
続
く
七
音
、
そ
し
て
四
行
目
以
下
の
一
○
音
は
、
詩
の
内
容
に
即
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
入
念
な
工
夫
も
、
問
題
は
読
み
手
が
こ
の
快
い
五
音
の
階
調
を
と
な
え
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
終
り
の
二

行
の
神
に
か
か
わ
る
思
想
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
「
朝
」
「
片
岡
」
「
場
雲
雀
」
「
蝸
牛
」
「
神
」
の
頭
韻
風

の
ア
母
音
の
つ
ら
な
り
に
つ
い
て
も
言
え
る
タ
イ
ト
ル
「
春
」
も
ア
母
音
か
ら
は
じ
ま
る
語
で
あ
る
か
ら
、
ァ
母
音
の
効
果
は
、
よ
り

強
め
ら
れ
る
。
字
面
の
視
覚
上
の
印
象
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
字
数
を
数
え
れ
ば
、
行
を
追
う
ご
と
に
〈
三
字
／
三
字
／
四
字
／
七

時
は
春

日
は
朝

朝
は
七
時

片
岡
に
露
み
ち
て

場
雲
雀
な
の
り
い
で

蝸
牛
枝
に
道
ひ

神
そ
ら
に
知
る
し
め
す

す
べ
て
世
は
事
も
無
し

菰五五五五七五五
コR【凸エエヱエニ丞匹ヱエＺ型zＬ工厚工述
曰曰曰日日曰曰曰
、、、、、

五五五ｺ}’五
±二立品垂Ｔ２二世二ユエ
ロ日日曰ＩＥＩ

／￣、／~、／￣、／￣、／￣、

計一計計計計

○○○○○ 
立二立二ユ出二立ユ．ＨｒＺ
Ｉ三Ｉ曰ＦＵ曰曰
、－／出－ノ、－ノＮ－ノ、-〆
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岡
井
隆
は
、
「
西
欧
由
来
の
一
切
の
翻
訳
書
は
、
先
進
文
化
が
西
欧
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
な
く
し
て
は
解
き

が
た
い
。
訳
詩
は
、
そ
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
科
学
と
科
学
技
術
の
向
こ
う
側
に
も
、
そ
れ
を
産
み
出
し
た
哲
学
１
１

字
／
八
字
／
六
字
／
九
字
／
九
字
〉
と
四
行
目
以
降
が
、
視
覚
化
も
、
重
く
長
く
、
最
後
の
二
行
は
も
っ
と
も
承
い
。
ア
母
音
は
開
ｎ

母
音
で
明
る
く
、
最
後
の
二
行
は
も
っ
と
も
重
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
ん
で
い
て
、
快
い
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
そ
の
分
容

易
に
暗
記
で
き
、
最
後
の
重
い
意
味
も
軽
く
受
け
て
し
ま
う
。
こ
の
日
本
語
の
特
徴
ァ
母
音
を
効
果
的
に
用
い
た
技
法
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
『
日
本
近
代
日
本
文
学
大
系
』
に
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
「
は
し
が
き
―
で
平
井
正
穂
氏
は
書
い
て
い
る
。
「
今
ま
で
、
訳
詩
集

の
「
ま
え
が
き
」
の
た
ぐ
い
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
、
ほ
か
に
わ
た
し
は
知
ら
な
い
一
と
岡
井
隆
は
記
し
て
い
る

が
、
次
は
岡
井
の
大
事
な
懸
念
な
の
で
記
す
。

夏
目
漱
石
は
、
あ
る
時
、
杣
を
一
「
無
」
あ
る
い
は
「
空
」
と
い
う
形
で
な
ら
理
解
で
き
る
が
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
存
在
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
、
と
言
っ
た
。
「
こ
の
よ
う
な
考
え
力
は
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
国
の
精
神
風
士
の
中
に
は
根
強
く

生
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
抽
象
的
な
、
脱
人
間
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
感
傷
化
さ
れ
た
神
と
し
て
で
は
な
く
て
、
『
受

肉
』
と
か
『
臓
罪
」
と
か
『
原
罪
』
と
か
『
二
位
一
体
』
な
ど
と
い
っ
た
、
多
少
と
も
教
義
的
な
意
味
合
い
の
強
い
性
格
を
も
っ
た

杣
と
し
て
、
作
者
が
内
体
験
し
て
い
る
作
品
と
な
る
と
、
当
然
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
感
は
強
く
な
る
。
私
は
、
こ
う
い
っ
た
問
題
を

充
分
に
理
解
し
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
未
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
、
分
か
ろ
う
と
苦
し
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
だ
。
‐
’

お
そ
ら
く
、
多
く
の
讃
打
に
と
っ
て
超
え
難
い
障
聴
と
な
る
の
は
、
侶
仰
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
間
述
い
な
い
。
少
数
の
読
行
に

と
っ
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
や
ミ
ル
ト
ン
や
テ
ー
ー
ソ
ン
や
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
な
ど
の
櫛
が
、
抵
抗
な
く
読
め
る
だ
け
で
な

く
、
読
む
た
び
に
胸
に
迫
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
多
く
の
読
者
は
拒
否
反
応
を
示
す
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。

ｌ
中
略
Ｉ
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近
代
で
は
自
由
詩
の
領
野
に
、
外
国
文
学
の
得
意
な
人
が
集
ま
り
、
翻
訳
に
よ
っ
て
詩
に
〈
移
し
植
え
ら
れ
た
〉
新
し
い
趣
向
は
や

が
て
、
短
歌
や
俳
句
に
ま
で
及
ぶ
。
と
岡
井
は
述
べ
、
「
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
の
用
い
ら
れ
る

風
土
、
習
慣
も
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
考
え
方
も
違
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
」
な
ら
ば
当
然
、
翻
訳
家
た
ち
の
知

識
は
両
方
に
引
き
さ
か
れ
る
は
ず
と
上
田
敏
の
次
の
詩
を
あ
げ
る
。

と
慨
嘆
す
る
。

岡
井
は
上
田
敏
の
眞
意
を
「
訳
し
つ
つ
、
「
主
」
と
は
誰
か
、
「
信
徒
」
と
は
何
か
を
自
ら
に
問
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
読

者
に
は
ほ
と
ん
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
な
お
、
「
主
」
（
Ｆ
ｏ
ａ
の
訳
語
）
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
も
、
そ
の
意
は
通
ず
ろ
と
思
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
。

岡
井
が
こ
う
し
た
思
案
の
中
で
目
に
す
る
の
が
、

つ
ま
り
、
人
間
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
根
本
的
な
人
間
観
や
自
然
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
事
の
性
質
上
、
結
果
と
し

て
科
学
や
科
学
技
術
を
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
だ
け
を
、
模
倣
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
の
べ
、
「
同
じ
こ
と
は
、
詩
の
技
法
に
つ

サ
ン
ポ
リ
ズ
ム

い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
『
海
潮
音
」
が
、
象
徴
主
義
の
詩
を
紹
介
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
一
一
一
一
口
葉
を
あ
や
つ

る
技
法
だ
け
が
、
す
る
す
る
と
、
も
の
珍
し
げ
に
移
し
植
え
ら
れ
た
、
そ
れ
を
産
み
出
し
た
土
壌
は
、
移
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
。
」

瞥
嶮ほ

に
く
み

主
は
讃
む
く
き
哉
、
無
明
の
闇
や
、
憎
多
き

今
の
世
に
あ
り
て
、
わ
れ
を
信
徒
と
な
し
給
ひ
ぬ
。

願
は
く
は
吾
に
与
へ
よ
、
力
と
沈
勇
と
を
。

い
ぬ

い
つ
ま
で
も
永
く
狗
子
の
や
う
に
従
ひ
て
む
。

ポ
オ
ル
・
ヱ
ル
レ
エ
ヌ
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の
句
で
あ
る
。
「
仏
教
徒
で
も
な
く
、
ま
た
菊
に
季
節
の
訪
れ
し
か
感
じ
な
い
わ
た
し
で
も
、
こ
れ
ら
の
句
は
そ
の
ま
ま
、
や
す
ら
か

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ｃ
そ
れ
な
ら
ば
「
神
、
そ
ら
に
し
る
し
め
す
。
／
す
べ
て
世
は
事
も
無
し
」
も
す
っ
か
り
習
俗
化
し
て
し
ま
っ
た

決
ま
り
文
句
と
し
て
、
ほ
か
の
国
の
風
俗
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

岡
井
隆
の
た
ど
り
つ
く
と
こ
ろ
は
、
筆
者
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
づ
小
休
止
し
よ
う
。

不
勉
強
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
以
下
の
こ
と
を
躯
将
は
、
岡
井
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
知
っ
た
。
Ⅲ
鼬
、
ブ
ラ
ウ
ー
ー
ン
グ

の
原
詩
に
は
明
治
の
先
駆
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
高
名
な
植
村
正
久
（
一
八
流
八
’
一
九
二
㎡
）
の
沢
が
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
Ⅲ
四

年
（
一
九
二
）
に
書
い
た
「
杜
鵬
一
篇
ｌ
ピ
ッ
パ
の
歌
」
の
中
に
あ
る
．
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
表
題
通
り
「
ビ
ヅ
パ
通
過
す
」
を
論

じ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
ず
文
中
の
植
村
訓
「
ピ
パ
の
歌
」
を
記
す
。

日
は
朝
、

朝
は
七
時
、

山
腹
は
真
珠
な
す
露
ぞ
満
ふ
、

雲
雀
は
飛
び
立
ち
い
、

蝸
牛
は
茨
が
上
に
在
り
。

櫛
其
の
天
に
在
り
Ｉ
（
筆
肴
注
原
詩
に
は
ｌ
が
あ
る
）

笹

世
界
は
す
べ
て
是
な
り
。

年
は
春
、

新
涼
や
仏
に
と
も
し
奉
る

人
心
し
づ
か
に
菊
の
節
句
か
な

高
浜
虚
子

召
波
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1３１ 
「
直
訳
調
と
い
え
ば
そ
う
で
あ
る
。
「
年
は
春
」
と
か
「
真
珠
な
す
」
と
か
「
茨
」
と
か
は
、
原
文
に
沿
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
リ
ズ

ム
は
、
敏
の
訳
詩
の
五
音
を
重
ね
た
快
い
譜
調
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
ぽ
き
ぽ
き
と
意
を
伝
え
た
た
ぐ
い
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
「
朝
」

も
「
あ
さ
」
と
読
ま
せ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
。
と
岡
井
は
評
す
。
筆
者
も
同
感
だ
。
「
植
村
牧
師
は
、
明
治
二
三
年
よ
り
ト
ル
ス
ト
イ
を

論
じ
、
カ
ー
ラ
イ
ル
を
論
じ
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
を
論
ず
る
文
学
通
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
む
ろ
ん
の
こ
と
上
田
敏
の
「
海
潮
音
』
は
読

ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
杜
鵬
一
声
ｉ
ピ
ッ
パ
の
歌
」
は
鮫
の
一
藤
の
棚
」
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
の
一
樂
兇

と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
植
村
も
「
ピ
パ
の
歌
」
を
訳
出
し
て
、
文
中
に
載
せ
て
い
る
。
「
｜
と
岡

井
は
述
べ
、
『
ピ
ッ
パ
通
過
す
』
を
概
説
し
て
い
る
。
木
下
夕
爾
に
つ
い
て
後
述
す
る
際
の
重
要
な
部
分
な
の
で
、
少
し
長
文
に
わ
た

る
が
、
植
村
の
文
を
引
用
し
た
岡
井
氏
の
要
を
得
た
概
説
を
引
用
し
た
い
。

植
村
の
、
岩
波
文
庫
本
で
一
二
頁
に
及
ぶ
長
い
文
章
（
も
と
は
講
演
だ
っ
た
と
い
う
）
は
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
『
ピ
ッ
パ
通
過
す
」

を
筋
を
追
っ
て
逐
一
解
説
し
て
い
る
か
ら
、
「
春
の
朝
」
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
詩
の
意
図
、
ブ
ラ
ウ
ー
ー
ン
グ
が
こ
の
詩

に
託
し
た
蝋
い
ば
、
一
応
わ
か
る
の
で
あ
る
．
若
い
女
ピ
パ
ー
北
イ
タ
リ
イ
の
ア
ソ
ロ
の
製
糸
肛
場
の
女
エ
ー
は
、
元
日
の
蝋

に
、
一
年
一
度
の
休
日
を
有
効
に
す
ご
そ
う
と
思
い
立
っ
た
。
そ
し
て
ア
ソ
ロ
の
町
で
一
番
幸
福
そ
う
に
見
え
る
人
四
人
を
算
え
上

げ
て
、
朝
、
昼
、
夕
暮
、
夜
の
四
つ
の
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
そ
の
人
々
に
な
り
す
ま
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
今

日
一
日
を
暮
そ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
朝
訪
問
し
た
の
が
「
夫
あ
る
身
を
以
て
独
逸
の
音
楽
者
セ
バ
ル
ド
な
る
も
の
と
道
な
ら
ぬ

関
係
を
結
ん
で
快
楽
に
耽
っ
て
居
る
」
主
婦
オ
ッ
チ
マ
の
家
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
チ
マ
と
セ
バ
ル
ド
は
オ
ッ
チ
マ
の
老
い
た
夫
を
殺
害

し
て
し
ま
う
。
そ
の
屍
を
前
に
二
人
で
後
事
を
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
「
ピ
ッ
パ
無
邪
気
に
声
も
清
ら
か
に
調
一
う
の
が
、
「
ピ

「
神
其
の
天
に
在
り
の
一
句
は
セ
バ
ル
ド
の
耳
に
雷
の
如
く
響
い
た
。
其
の
良
心
は
覚
醒
し
た
。
そ
し
て
罪
を
悔
い
て
自
殺
し
、

「
姦
婦
」
オ
ッ
チ
マ
も
其
の
後
を
道
ひ
、
『
祢
よ
、
我
に
は
あ
ら
ず
ｌ
彼
に
憐
み
を
蕊
れ
絵
へ
」
の
声
を
遮
し
て
死
を
遂
げ
」
ろ
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
の
、
お
お
ら
か
に
「
春
の
朝
」
を
讃
美
す
る
、
快
い
歌
声
に
は
、
一
組
の
男
女
と
、
そ
の
カ
ッ
プ
ル
に
殺
さ

し
て
し
ま
う
。
そ
の
屍
レ

パ
の
歌
」
な
の
で
あ
る
。
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1３２ 

れ
た
一
人
の
男
と
い
う
三
個
の
死
体
が
関
わ
っ
て
い
た
。

こ
の
あ
と
の
昼
、
夕
暮
、
夜
の
話
も
、
植
村
は
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
を
略
す
る
。
あ
ら
筋
だ
け
を
聞
け
ば
、

少
々
鼻
白
む
ほ
ど
の
勧
善
懲
悪
識
で
あ
る
。
植
村
は
声
高
ら
か
に
い
う
。

マ
マ

「
ピ
ッ
パ
の
如
く
天
真
燗
漫
、
無
邪
気
に
し
て
清
き
壷
亟
魂
を
有
っ
て
居
る
な
ら
ば
、
世
界
に
非
常
な
る
教
訓
を
与
え
、
広
く
天
下

に
化
育
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
。
」
「
ピ
ッ
パ
は
朗
ら
か
な
る
一
と
声
を
道
し
て
忽
ち
過
ぎ
去
っ
た
。
実
に
瞬
間
時
の
出
来
事
で
あ

る
。
然
れ
共
既
に
永
遠
を
其
内
に
胚
胎
し
た
。
」
「
ヨ
声
は
唯
だ
有
明
の
月
ば
か
り
。
』
然
れ
ど
既
に
人
の
心
を
其
の
根
底
か
ら
動
か

し
て
居
る
。
己
れ
の
意
識
し
得
る
効
果
に
眩
惑
せ
ず
、
神
を
信
じ
て
大
胆
に
美
し
き
品
性
を
発
抓
し
て
阯
に
立
つ
こ
と
を
心
懸
く
可

異
国
の
詩
を
訳
し
て
、
同
国
に
示
す
時
に
は
、
上
Ⅲ
敏
の
よ
う
に
、
「
神
、
そ
ら
に
し
る
し
め
す
一
の
「
抑
」
に
は
、
深
く
ふ
れ

ず
、
や
ま
と
言
葉
の
韻
律
に
の
せ
て
、
ま
る
で
東
洋
の
桃
源
郷
の
春
の
朝
の
咽
目
詠
の
よ
う
に
、
そ
の
詩
を
訳
し
と
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
女
と
そ
の
恋
人
の
夫
殺
し
の
ド
ラ
マ
は
訳
さ
な
い
で
す
む
。
ブ
ラ
ウ
ー
ー
ン
グ
の
楽
天
主
義
と
は
、
ピ
パ
の
一
声

に
よ
っ
て
罪
を
悔
い
る
人
間
性
へ
の
楽
天
的
信
頼
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
「
春
の
朝
」
だ
け
読
め
ば
、
こ
の
ァ
母
音
の
つ
ら
な
り

か
ら
生
ま
れ
た
自
然
と
犬
地
へ
の
讃
嘆
の
お
お
ら
か
さ
を
意
味
し
て
い
る
み
た
い
に
受
け
と
れ
る
。

上
田
敏
に
反
し
て
、
植
村
正
久
の
よ
う
に
、
劇
詩
全
体
を
紹
介
し
て
、
そ
の
中
に
占
め
る
「
ピ
パ
の
歌
」
の
位
樅
を
明
ら
か
に
す

れ
ば
、
た
し
か
に
着
き
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
（
こ
の
時
二
九
歳
。
ち
な
み
に
上
田
敏
が
こ
の
詩
を
沢
し
た
の
も
二
九
蝋
で
あ
っ
た
）
の
思

想
は
、
よ
く
わ
か
る
が
、
詩
の
修
辞
的
な
美
し
さ
は
失
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
が
、
『
海
潮
音
』
に
見
て
愉
し
ん
だ

西
欧
と
日
本
と
の
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
「
春
の
朝
」
の
情
緒
的
な
共
通
性
は
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
上
田
敏
と
植
村

正
久
の
両
者
を
兼
ね
そ
な
え
る
方
法
は
な
い
の
か
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
困
難
な
道
だ
が
そ
れ
は
、
語
学
的
な
誤
訳
と
か
い
っ
た
細
部
の
問
題
で
は
な
く
、
大
き
な
文
化

の
文
脈
の
読
み
違
え
を
た
だ
す
道
な
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
語
の
よ
う
な
、
そ
う
で
な
く
て
も
情
緒
的
に
流
れ
や
す
い
言
語
で
、
そ
れ

し
て
居
る
。

き
で
あ
る
。
一

が
で
き
る
の
か
。

と
○ 
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歌
人
岡
井
隆
の
問
い
は
、
現
代
を
生
き
て
創
作
す
る
芸
術
家
で
あ
る
だ
け
に
、
筆
者
に
は
切
実
に
ひ
び
く
。

さ
て
話
を
木
下
夕
爾
に
も
ど
し
て
、
日
本
語
に
よ
る
西
欧
の
詩
の
受
容
と
展
開
を
夕
爾
の
詩
の
中
に
み
て
み
よ
う
ｃ
西
洋
の
汁
の
受

愈
－

容
に
は
文
化
背
景
と
共
に
日
本
に
お
い
て
の
主
体
確
立
（
例
え
ば
内
村
鑑
一
二
の
よ
う
な
）
が
必
須
で
夕
爾
の
「
空
」
に
向
っ
た
激
し
い

心
に
は
「
抑
」
に
向
う
心
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
英
文
学
行
、
大
原
三
八
雄
氏
の
「
夕

爾
の
櫛
に
お
け
る
「
負
」
の
形
象
」
（
『
合
流
の
櫛
人
木
下
夕
爾
』
一
九
七
価
）
が
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ジ
ョ
ン
・
キ
ー

ッ
と
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
を
あ
げ
、
夕
爾
の
詩
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
小
論
で
あ
る
。
岡
井
隆
の
問
い
に
一
つ
の
答
を
示
唆

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
以
下
、
筆
者
の
私
見
も
ま
じ
え
な
が
ら
こ
の
論
を
概
説
す
る
。

こ
の
作
品
は
夕
爾
の
詩
集
『
笛
を
吹
く
人
』
（
一
九
五
八
）
の
な
か
に
あ
り
、
噴
水
の
創
り
出
す
美
し
さ
は
、
水
の
噴
き
出
し
て
い

僕
は
え
が
く

高
く
か
が
や
く
そ
の
飛
揚

激
し
く
僕
に
突
き
刺
さ
る
そ
の
藩
下

僕
は
え
が
く
こ
と
が
で
き
る

今
は
無
い
も
の
を

噴
水
は

水
の
掴
れ
て
い
る
時
が
最
も
美
し
い

つ
め
た
い
空
間
に

「
冬
の
噴
水
一

Hosei University Repository



1３４ 
る
と
き
で
は
な
く
て
、
休
止
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
も
の
。
「
夕
爾
の
美
学
は
、
〈
水
な
き
と
こ
ろ
に
水
を
み
る
〉
と
い
う
禅
の
精
神
に

通
じ
る
。
そ
れ
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
の
初
期
に
か
け
て
流
行
し
た
「
柚
山
水
」
の
趣
き
に
似
て
い
る
。
そ
の
精
神
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

水
を
な
く
し
て
山
水
を
表
現
す
る
と
い
う
も
の
で
、
水
は
そ
の
と
き
真
に
芸
術
的
に
抽
象
化
さ
れ
て
く
る
。
夕
爾
の
衝
い
た
反
自
然
の

な
か
の
自
然
、
す
な
わ
ち
「
水
の
潤
れ
て
い
る
時
」
の
美
の
秘
密
は
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
想
像
の
自
由
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

・
に
し
て
い
る
。
」
と
大
原
は
記
す
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
名
古
屋
薬
専
を
卒
業
し
、
郷
里
福
山
に
落
ち
着
く
間
も
な
く
そ
の
翌

年
、
処
女
出
版
し
た
の
が
『
田
舎
の
食
卓
』
で
、
こ
れ
に
は
第
一
詩
集
に
ふ
さ
わ
し
い
都
会
風
の
詩
が
多
い
。
ラ
ン
ポ
ー
や
ポ
ー
ド
レ
ー

ル
か
ら
感
化
を
う
け
た
と
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
大
原
は
「
も
と
も
と
夕
爾
は
早
熟
の
狩
人
で
あ
り
、
数
々
の
詩
人
か
ら
う
け
た
彩

騨
を
極
く
自
然
に
自
家
薬
髄
中
の
も
の
と
す
る
犬
与
の
才
能
に
忠
ま
れ
て
い
た
。
ラ
ン
ポ
１
や
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ほ
か
に
ジ
ャ
ム
、
リ

ル
ヶ
な
ど
を
吸
収
し
て
い
る
し
、
日
本
の
詩
人
た
ち
、
堀
Ⅱ
大
学
、
三
好
達
治
、
丸
山
薫
、
神
保
光
太
郎
、
井
伏
鱒
二
な
ど
か
ら
得
た

も
の
も
少
な
い
と
は
い
え
な
い
」
と
記
す
が
、
こ
の
〈
感
化
や
影
騨
を
極
く
自
然
に
自
家
薬
甑
中
の
も
の
と
す
る
天
与
の
才
能
〉
と
は

何
か
、
大
原
の
文
章
に
よ
っ
て
み
よ
う
。

さ
て
、
「
僕
は
樹
木
の
よ
う
に
」
を
兄
る
と
部
会
を
脱
出
し
た
夕
爾
が
、
川
園
の
な
か
に
こ
そ
、
孤
愁
を
慰
め
る
一
「
自
然
で
安
定

し
た
傾
斜
を
も
つ
」
こ
と
、
そ
れ
は
「
ふ
か
い
根
」
が
あ
り
、
「
午
後
の
恋
人
た
ち
に
や
わ
ら
か
な
彫
の
マ
ッ
ト
を
」
つ
く
る
こ
と

を
確
信
し
、
そ
こ
に
彼
の
よ
り
頼
む
べ
き
安
定
し
た
場
所
を
見
出
し
て
い
る
。

僕
は
夢
み
る
た
め
の
青
空
と

考
え
る
た
め
の
夜
の
星
と

内
部
で
だ
け
抱
く
た
め
の
年
輪
を
も
つ

僕
は
何
も
の
も
も
た
な
い
た
め
に
す
べ
て
を
も
つ

僕
は
孤
り
で
あ
る
た
め
に
全
体
を
も
つ

帯
皮
の
高
い
内
容
と
適
切
な
言
葉
に
文
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
「
何
も
の
も
も
た
な
い
た
め
に
す
べ
て
を
も
つ
」
と
い
う
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確
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

理
念
の
よ
っ
て
き
た
る
源
は
、
「
無
は
有
で
あ
り
、
孤
は
今
で
あ
る
「
｜
と
い
う
「
噴
水
」
に
み
る
夕
爾
の
美
学
、
つ
ま
り
「
負
一
の

な
お
高
く
な
お
力
強
く

水
は
熱
心
に
燃
え
し
る
ｌ
そ
の
三

と
い
う
よ
う
に
、
噴
水
を
、
そ
れ
と
典
反
対
の
も
の
を
捉
え
て
形
象
化
し
て
い
る
。
そ
の
川
を
兇
る
と

お
前
を
育
て
た
女
の
子
宮
は

お
お
／
や
が
て
お
前
の
墓
場
／

お
前
は
歌
ひ
な
が
ら
踊
上
り

そ
し
て
泣
き
な
が
ら
落
ち
て
来
る
／

と
有
と
無
の
枇
界
が
「
育
て
る
」
と
「
墓
場
」
「
踊
上
る
」
と
一
落
ち
る
」
と
い
う
対
比
的
な
手
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

『
月
下
の
一
群
』
に
酔
っ
た
夕
爾
は
、
「
冬
の
噴
水
」
を
制
作
す
る
に
当
っ
て
、
大
学
の
「
噴
水
」
か
ら
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
は
い
な
い
。
夕
爾
は
「
葉
桜
」
の
中
で
、

さ
し
か
わ
す
枝
の
中
の

ゆ
れ
さ
わ
ぐ
葉
の
中
の

堀
、
大
学
は
夕
爾
が
師
と
仰
ぐ
詩
人
で
あ
る
が
、
－
１
噴
水
」
は
彼
の
傑
れ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

お
き

噴
水
が
襖
を
吐
い
て
ゐ
た

赤
い
夕
や
け
空
の
下
で
。
Ｉ
そ
の
一

噴
水
が
銀
の
花
火
を
上
げ
て
ゐ
た
。
‐
「
そ
の
二
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こ
の
よ
う
に
変
化
を
強
い
ら
れ
る
自
然
現
象
の
な
か
に
、
不
滅
の
美
的
啓
示
を
う
け
開
眼
す
る
過
程
は
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ジ
ョ
ン
・

キ
ー
ッ
（
’
七
九
五
’
一
八
二
一
）
が
「
希
臘
の
古
墾
に
寄
せ
る
賦
」
に
お
け
る
霊
感
に
似
て
い
る
。
キ
ー
ッ
は
、

耳
に
ひ
び
き
く
る
旋
律
は
美
し
い
。
し
か
し
、

ひ
び
か
な
い
旋
律
は

さ
ら
に
美
し
い
そ
れ
ゆ
え
に
妙
な
る
音
の

桁
よ
吹
き
鴫
れ
よ

占
甑
に
刻
ま
れ
た
若
人
の
吹
く
筋
が
、
ど
の
よ
う
な
旋
律
で
あ
る
の
か
知
る
川
も
な
い
が
、
キ
ー
ッ
は

肉
体
の
耳
に
で
は
な
く
箙
魂
の
耳
に

い
よ
い
よ
し
み
じ
み
と

楽
の
音
の
響
か
ぬ
歌
声
を
吹
き
つ
づ
け
よ

と
歌
っ
て
い
る
。
不
滅
の
「
美
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
終
連
の
「
美
は
真
な
り
真
は
美
な
り
」
と
い
う
一
行
で
明
ら
か
で
あ
る
ｃ
そ

れ
は
充
足
の
美
で
は
な
く
て
、
否
定
、
す
な
わ
ち
「
負
」
の
美
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
己
れ
の
前
に
恋
す
る
者
を
行
か
せ
な
が
ら
、

望
み
を
遂
げ
る
間
際
で
あ
る
と
し
て
も

果
敢
な
若
き
恋
人
よ
永
遠
に
あ
あ
永
遠
に

接
吻
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う

と
笛
吹
く
者
の
嘆
き
を
尻
目
に
、
移
ろ
わ
ざ
る
女
の
み
め
美
し
さ
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。

え
よ
う
。

あ
そ
こ
に
ま
た
花
の
幻
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ

す
で
に
散
っ
た
花
の
幻
を
、
葉
桜
の
な
か
の
空
間
に
見
出
し
て
い
る
詩
人
の
眼
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
に
参
入
し
て
い
る
と
い

さ
く
ら
の
樹
は

あ
の
空
だ
け
が
な
ぜ
特
別
に
美
し
い
の
だ
ろ
う
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前
稿
（
「
木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
鎧
（
丘
）
‐
｜
）
で
三
好
達
治
の
「
測
篭
船
』
の
中
の
〈
友
よ
、
こ
の
箱
を
吹
く
な
〉
と
よ
び
か

け
る
詩
「
僕
は
」
と
、
夕
爾
の
こ
の
詩
「
術
を
吹
く
ひ
と
」
を
比
べ
杼
情
の
質
の
違
い
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
三
好
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
く
て
夕
爾
に
あ
る
の
は
、
．
一
一
ロ
葉
の
表
現
の
仕
刀
そ
の
も
の
に
機
知
が
あ
り
、
深
い
思
索
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
杼
情
的
に
歌
わ
れ

て
い
る
と
感
じ
た
。
木
下
夕
爾
の
詩
は
、
言
葉
が
平
易
な
た
め
、
わ
か
り
や
す
い
杼
梢
詩
だ
と
思
い
が
ち
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の

魅
力
に
と
り
つ
か
れ
た
も
の
を
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
へ
引
き
づ
り
こ
ん
で
し
ま
う
魔
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
の
繭
を
中
部
か
ら

破
ろ
う
と
す
る
力
で
も
あ
る
し
、
換
言
す
れ
ば
、
自
分
の
使
用
す
る
母
語
の
特
質
な
い
し
弱
点
を
見
極
め
て
、
そ
れ
を
鋳
直
そ
う
と
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。

「
人
間
の
精
神
に
は
、
今
こ
こ
に
流
通
す
る
言
葉
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
。
外
国
語
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
欲
求

に
も
っ
と
じ
か
に
呼
応
す
る
も
の
な
の
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
欲
求
を
満
た
す
の
に
、
か
な
ら
ず
し
も
外
国
語
で
あ
る
必
要
は
な

い
。
〈
Ｔ
こ
こ
に
流
通
す
る
言
葉
と
の
距
離
さ
え
あ
れ
ば
い
い
。
古
典
で
も
い
い
。
も
っ
と
根
源
的
に
は
孤
立
し
た
人
間
の
言
染
な
ら
い

夕
爾
の
作
品
一
‐
柵
を
吹
く
ひ
と
」
を
み
る
と
呼
び
か
け
て
い
る
「
筋
を
吹
く
ひ
と
」
は
、
キ
ー
ッ
の
場
合
の
静
止
的
受
容
的
立
場

と
は
異
っ
て
動
的
で
あ
り
、
支
配
的
で
あ
る
。

あ
な
た
が
僕
の
笛
を
吹
く
と
き

そ
の
と
き
僕
は
こ
こ
か
ら
出
て
ゆ
き
ま
す

あ
な
た
が
う
っ
と
り
し
て
い
る
と
き

僕
は
も
う
こ
こ
に
は
い
な
い

こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
何
で
あ
る
か
、
「
桁
を
吹
く
ひ
と
」
を
詩
糀
神
と
兄
倣
す
な
ら
ば
、
夕
爾
は
こ
こ
で
識
と
真
実
に
つ
い
て
、

極
め
て
杼
情
的
に
歌
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
真
は
美
と
と
も
に
「
遠
く
へ
／
も
っ
と
遠
く
へ
」
つ
い
に
永
遠
に
繋
が
っ
て
ゆ
く

も
の
に
ち
が
い
な
い
か
ら
。

笛
を
吹
く
ひ
と
よ
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い
」
水
村
美
苗
が
荷
風
に
つ
い
て
神
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
自
分
を
と
り
ま
く
言
葉
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
そ
の
言

へ
い
そ
く

葉
が
、
閉
塞
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
っ
の
っ
て
当
然
、
一
一
二
口
葉
を
扱
う
文
学
者
は
だ
か
ら
孤
立
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
水
村

は
述
べ
、
荷
風
に
と
っ
て
、
人
民
の
従
順
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
文
学
者
の
骨
の
な
い
の
は
許
せ
ず
、
そ
れ
故
に
、

だ
か
つ

「
余
は
日
本
の
文
学
者
を
嫌
う
こ
と
蛇
蜴
の
如
し
」
と
か
「
文
学
者
を
友
に
持
た
ざ
る
は
．
…
：
わ
が
幸
福
中
の
第
一
」
（
「
摘
録
断
腸

亭
日
乗
」
）
と
い
う
文
語
体
の
悪
口
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
。

地
方
の
農
村
に
居
を
置
き
、
詩
堀
か
ら
も
離
れ
て
詩
を
書
き
つ
づ
け
た
夕
爾
の
孤
独
も
深
く
秘
め
た
自
持
に
お
い
て
荷
風
に
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。
早
稲
田
高
等
学
院
で
、
仏
文
を
専
攻
し
た
夕
爾
は
リ
ル
ヶ
の
「
マ
ル
テ
の
手
記
」
も
読
ん
で
い
た
ろ
う
し
、
途
中
で
東

京
で
の
生
活
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
も
、
そ
の
判
断
を
さ
せ
た
も
の
は
人
間
が
故
郷
を
失
い
、
温
か
い
家
庭
愛
を
失
え
ば
、

は
て
は
精
神
の
威
厳
を
失
う
こ
と
を
生
涯
詩
人
で
あ
り
た
い
と
欲
す
る
自
分
に
重
ね
た
一
瞬
の
決
断
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
リ
ル
ケ
が

『
マ
ル
テ
の
手
記
」
の
中
で
試
み
た
の
は
、
無
名
の
詩
人
の
生
と
死
を
通
し
て
、
灰
色
の
空
虚
な
現
代
に
、
も
う
一
度
、
幼
少
時
代
の

い
す

思
い
出
や
、
祖
先
の
重
厚
な
愛
と
死
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
机
も
椅
子
も
花
々
も
戸
棚
も
窓
も
、
人
間
と
同
じ
魂

を
侍
っ
て
い
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
帰
郷
後
い
ち
早
く
出
版
さ
れ
た
詩
集
「
田
舎
の
食
卓
』
に
も
、
次
の
『
昔
の
歌
』
い
や
全
涛
に
わ

た
っ
て
マ
ル
テ
に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
青
春
へ
の
追
慕
の
詩
「
東
京
行
」
が
ペ
ー
ソ
ス
と
と
も
に
ユ
ー
モ
ア

の
に
じ
む
詩
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
が
夕
爾
の
詩
な
の
だ
。

さ
て
、
大
原
氏
の
論
文
「
夕
爾
の
識
に
お
け
る
「
負
』
の
形
象
」
に
話
を
も
ど
す
。

大
原
に
よ
る
と
、
『
美
の
司
祭
』
の
な
か
で
日
夏
耽
之
介
（
英
文
学
者
・
詩
人
で
上
川
敏
『
海
潮
音
解
題
』
が
あ
り
、
キ
ー
ッ
研
究

午
叩
シ
ヤ

の
第
一
人
者
）
は
詩
人
キ
ー
ッ
の
｝
」
こ
ろ
を
占
め
て
い
た
の
は
唯
美
主
義
、
つ
ま
り
伯
来
主
義
に
対
し
て
希
臘
主
義
で
あ
っ
た
と
解
明

ろ
う
霞
ん

し
て
い
る
。
も
と
も
と
中
世
を
撮
れ
、
異
国
情
調
を
欣
ぶ
心
情
が
浪
漫
主
義
の
特
質
で
、
先
に
記
さ
れ
た
「
希
臘
の
古
塑
に
寄
せ
る
賦
」

の
よ
う
な
賦
が
キ
ー
ッ
に
よ
っ
て
数
々
書
か
れ
、
こ
れ
ら
の
特
質
が
惜
し
み
な
く
描
き
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
日
夏
欣
之
介
は
言
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
キ
ー
ッ
の
詩
は
古
典
伝
統
に
反
抗
し
て
自
然
美
を
漁
る
十
九
肚
紀
の
風
景
剛
家
達
を
ひ
き
つ
け
る
に
至
る
ｃ

後
進
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
画
人
の
逸
興
の
主
因
と
な
っ
た
の
が
キ
ー
ッ
の
詩
で
あ
り
「
殊
相
美
」
（
日
奥
）
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ラ
フ
ァ

Hosei University Repository



139 
エ
ル
前
派
は
「
自
然
」
へ
の
解
釈
に
お
い
て
キ
ー
ッ
と
同
一
Ⅲ
刑
ｆ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
中
心
人
物
は
ダ
ン

テ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
で
あ
る
が
、
そ
の
妹
に
イ
ギ
リ
ス
有
数
の
詩
人
、
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
い
る
。
人
原
氏

の
第
二
の
指
摘
は
、
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
と
夕
爾
の
間
に
共
に
通
じ
る
要
素
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
は
自
然
を
愛
好
し
、
花
・
小
島
・
虫
な
ど
を
歌
い
、
天
然
自
然
に
つ
い
て
も
巧
ま
い
表
現
を
し
て

い
る
が
、
決
し
て
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
指
し
て
い
う
意
味
の
自
然
詩
人
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
出
舎
に
い
な
が
ら
も
夕
爾
が

自
然
狩
人
で
な
か
っ
た
こ
と
に
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
共
に
、
鋭
く
激
し
い
個
性
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
自
然
は
、
日
夏
欣
之
介
の

い
う
「
殊
相
美
」
に
通
じ
る
。
例
え
ば
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
繭
詩
集
『
シ
ン
グ
・
ソ
ン
グ
』
を
兇
る
と
、

誰
か
風
を
見
ま
し
た
か

私
も
あ
な
た
も
見
ま
せ
ん
ね

け
れ
ど
も
木
の
葉
が
揺
れ
て
動
く
と
き

風
が
通
り
抜
け
て
い
ま
す
。

と
い
う
わ
が
国
で
も
、
ひ
ろ
く
子
供
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
小
曲
と
か
、

花
崗
岩
を
な
で
て
も
何
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん

花
崗
岩
を
打
っ
て
ご
ら
ん
す
ぐ
に
火
花
が
閃
め
き
出
ま
す

と
い
う
二
行
詩
。
ど
こ
に
で
も
あ
る
素
材
を
扱
い
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
深
い
象
徴
性
に
は
独
自
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
誌
災

の

ダ
イ
ヤ
か
そ
れ
と
も
石
炭
か
ｌ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
く
だ
さ
い
な

い
や
な
石
炭
だ
れ
が
い
る

夏
の
木
立
の
影
で
は
ね
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火
が
み
え
る

花
崗
岩
の
よ
う
に
黒
い
火

「
夜
の
森
」

石
炭
の
よ
う
に
黙
っ
て
い
た
い

石
炭
の
よ
う
に
激
し
く
燃
焼
し
た
い

ｌ
「
私
は
」

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
夕
爾
ら
し
い
寡
黙
と
激
し
さ
と
が
同
時
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
底
辺
に
は
孤
愁
が
漂
っ
て
い
る
。

こ
の
種
の
も
の
を
他
に
拾
う
と
な
れ
ば
、
『
田
舎
の
食
卓
』
に
は
「
睡
眠
」
「
生
ま
れ
た
家
」
「
村
」
な
ど
が
あ
り
、
『
昔
の
歌
』
で
は

「
日
々
の
孤
独
」
が
典
型
的
で
、
こ
の
範
畷
に
入
る
。

春
浅
い
竹
林
に
来
て
石
を
投
げ
る

発
止
／
・
発
止
／
・
発
止
／

そ
の
応
答
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
今
日
も
来
て
石
を
投
げ
る

と

「
価
値
と
存
在
」
を
歌
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
短
詩
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ
夕
爾
の
次
の
短
詩
の
そ
ば
に
侭
い
て
み
た
い
。

あ
そ
こ
に
い
る
の
は

識
貯
・
誰
で
し
ょ
う

藤
の
花
一
房
揺
り
な
が
ら

火
が
み
え
る

小あ藤
されの

なは花
風風房
のよ

火
が
み
え
る

手
が
ひ
か
る

「
あ
そ
こ
に
い
る
の
は
」
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夕
爾
が
「
児
童
詩
集
」
を
出
版
し
た
の
は
二
年
前
の
昭
和
三
○
年
。
、
一
一
五
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
は
直
接
児
童
に
詩
を
指
導
し
た

り
、
教
師
の
児
童
詩
同
好
会
の
リ
ー
ダ
ー
も
つ
と
め
た
。
前
掲
の
諜
評
に
つ
い
て
大
原
氏
は
、
書
評
の
冒
頭
で
触
れ
て
い
る
の
は
、
昭

和
：
一
Ｉ
年
に
出
版
し
こ
れ
も
夕
爾
に
脱
っ
た
「
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
偏
仰
詩
集
」
に
つ
い
て
で
こ
の
沢
詩
集
に
は
堰
と
し
て

ひ
し
と

信
仰
詩
を
収
録
し
た
が
律
義
な
夕
爾
の
こ
と
と
て
、
升
評
を
挙
げ
る
と
な
れ
ば
本
汗
を
縮
い
て
い
た
も
の
と
推
断
す
る
一
」
と
は
許
さ
れ

よ
う
。
と
述
べ
、
こ
の
仮
定
に
基
づ
い
て
、
夕
爾
の
「
道
」
（
『
木
靴
』
昭
訂
）
を
あ
げ
て
述
べ
る
。

長
文
の
引
用
だ
が
、
こ
の
論
文
は
『
木
下
夕
爾
追
悼
記
念
誌
含
読
の
詩
人
木
下
夕
爾
」
二
九
七
五
年
九
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
で
今
で
は
ほ
と
ん
ど
入
手
不
可
能
な
の
で
あ
え
て
記
載
し
て
お
く
。
大
原
氏
は
、
昭
和
二
九
年
研
究
紀
要
「
シ
ン
グ
・
ソ
ン
グ
に
つ

い
て
」
の
抜
き
刷
を
一
部
夕
爾
に
贈
っ
て
い
る
。
後
、
三
三
年
に
は
全
篇
一
二
六
作
品
を
和
訳
し
、
英
和
対
照
注
釈
つ
き
と
し
て
刊
行

し
、
再
び
夕
爾
に
贈
呈
し
た
。
次
は
、
そ
れ
に
対
す
る
夕
爾
の
諜
評
で
あ
る
。

「
大
原
氏
の
言
葉
通
り
、
宗
教
的
教
訓
的
な
要
素
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
れ
た
詩
才
に
ふ
ん
わ
り
と
包
ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
茄

児
の
『
無
心
の
歌
』
の
か
が
や
き
に
み
ち
て
い
る
。
自
然
を
歌
っ
た
も
の
が
多
い
の
は
、
私
た
ち
の
詩
、
こ
と
に
生
徒
、
児
童
の
詩

作
と
指
導
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
一
（
朝
日
新
聞
・
広
島
版
昭
調
。
ｎ
・
昭
一
部
の
み
）

誰
の
声
も
し
な
い

夏
の
野
原
の
虫
捕
り
の
子
ら
の
よ
う
に

み
ん
な
遠
く
へ
散
ら
ば
っ
た

誰
も
い
な
い

発
止
／
苑
’
化
／
・
発
止
／
・
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さ
せ
る
。

し
ん
か
ん
と
し
て
太
陽
の
き
ら
め
く

真
夜
中
の
よ
う
な
ま
ひ
る

（
第
二
連
の
み
）

初
め
の
四
行
に
あ
る
「
無
」
と
「
有
」
の
対
比
が
、
こ
の
作
品
を
光
ら
せ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
「
真
夜
中
の
よ
う
な

ま
ひ
る
」
と
い
う
一
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
静
寂
に
包
ま
れ
た
周
囲
の
有
様
を
、
全
く
相
反
し
た
二
つ
の
事
柄
に
よ
っ
て
レ
ト
リ
ヵ
ル

に
表
現
す
る
キ
ー
ッ
的
な
発
想
と
い
え
る
。
と
同
時
に
キ
ー
ッ
に
深
く
傾
倒
し
、
献
詩
ま
で
あ
る
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
の
次
の
詩
を
連
想

昼
の
色
な
き
夜

こ
れ
ら
は
や
が
て
現
わ
れ
よ
う

消
え
さ
る
こ
と
な
ど
は
な
く

ｌ
「
汝
が
日
々
」

と
か
「
希
望
の
讃
歌
「
’
（
『
信
仰
詩
集
」
）
の

夜
は
間
近
で
し
た
昼
が
間
近
で
し
た

昼
と
夜
と
の
狭
間
で

な
つ
か
し
い
呼
び
声
を
は
っ
き
り
聞
き
ま
し
た

と
い
う
表
現
の
あ
る
の
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
「
ク
リ
ス
マ
ス
前
夜
祭
」
の
冒
頭
に
あ
る

き
み
生
れ
ま
す
日
は
暗
け
れ
ど

輝
く
ま
昼
よ
り
な
お
明
し

弓
信
仰
詩
集
』
）

夜
の
色
な
き
昼

私
を
呼
ぶ
声
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と
い
う
感
覚
も
、
傑
作
「
休
息
」
の
詩
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
が
キ
ー
ッ
的
と
い
え
る

昼
よ
り
も
さ
ら
に
明
る
い
闇
が

い
か
な
る
歌
よ
り
も
さ
ら
に
妙
な
る

沈
黙
が
彼
女
を
お
お
い

ｌ
「
休
息
一
（
ソ
ネ
ッ
ト
）

と
歌
う
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
的
な
美
学
と
象
徴
性
と
は
、
彼
女
の
「
黄
金
の
沈
黙
」
に
至
っ
て
、
「
音
」
の
極
致
は

キ
ー
ッ
の
い
う
「
ひ
び
か
ぬ
旋
律
」
で
は
な
く
て
「
沈
黙
」
と
な
り
「
沈
黙
」
は
「
黄
金
の
沈
黙
」
す
な
わ
ち
一
死
」
を
崎
氷
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
第
三
述
を
見
る
と
、

種
蒔
く
日
は
沈
黙
の
日

休
息
の
夜
は
沈
黙
の
夜

さ
れ
ど
熟
れ
た
穀
物
を
と
り
い
れ
る
者
は

喜
び
の
声
を
あ
げ
る

此
黙
は
そ
の
時
姿
を
消
し
て
し
ま
う

生
涯
を
通
し
て
沈
黙
を
凝
視
し
つ
づ
け
て
き
た
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
に
と
っ
て
は
、
「
極
蒔
く
Ⅱ
」
の
沈
黙
は
一
行
一
を
胎
ん
だ
―
艇
」

の
境
地
で
あ
り
、
種
蒔
く
者
が
ひ
と
た
び
収
極
の
喜
び
を
経
験
す
る
瞬
間
に
、
「
有
」
は
そ
の
ま
ま
終
り
の
「
無
一
と
な
り
来
て
る

の
境
地
で
あ
り
、
垂

と
い
う
の
で
あ
る
。

夕
爾
の
作
品
。

彼
女
を
さ
さ
え

ば
た
ん
と

ド
ア
が
ひ
ら
か
れ
る

1 

「
室
内
戯
抄
」
は
、
「
冬
の
噴
水
一
の
次
に
お
か
れ
て
い
る
。

Hosei University Repository



144 

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
歌
人
岡
井
隆
の
問
い
で
も
あ
り
、
筆
者
の
問
い
で
も
あ
る
く
日
本
語
の
よ
う
な
、
情
緒
的
に
流
れ
や
す
い
言
語

で
、
大
き
な
文
化
の
読
み
違
え
な
く
詩
を
翻
訳
で
き
る
か
〉
に
つ
い
て
、
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
は
杼
情

詩
に
つ
い
て
し
か
言
え
な
い
が
、
詩
想
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
魂
の
響
き
あ
い
に
よ
っ
て
言
語
の
違
い
は
こ
え
て
翻
訳

で
き
る
と
い
う
こ
と
。
但
し
そ
の
詩
人
に
は
世
界
観
と
し
て
の
批
判
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
詩
才
と
無
心
な
心
を
保
持
し
つ
づ
け
る
激
し

い
感
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
会
に
根
を
お
ろ
し
時
代
の
流
れ
を
泳
ぎ
き
っ
た
だ
け
で
は
人
間
の
寂
蓼
を
歌
う
詩

人
に
は
な
れ
な
い
し
、
信
仰
に
向
う
人
間
を
み
つ
め
る
詩
人
に
は
な
れ
な
い
。
ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
が
生
涯
を
通
し
て
「
沈
黙
」
を
凝
視
し

つ
づ
け
た
よ
う
に
、
夕
爾
も
ま
た
深
く
存
在
し
、
「
負
」
の
視
点
か
ら
詩
の
こ
と
ば
を
つ
む
い
だ
稀
有
な
詩
人
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
前

稿
で
夕
爾
の
詩
に
多
用
さ
れ
る
「
遮
断
機
」
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
大
原
氏
は
、
〈
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
と
や
か
く
詮
索
す
る
必
要

は
な
く
な
っ
た
〉
と
の
べ
、
二
つ
の
秘
事
と
考
え
れ
ば
よ
い
〉
と
次
の
詩
を
示
し
て
い
る
。

僕
は
あ
か
り
を
つ
け
る

（
そ
れ
だ
け
誰
か
暗
く
な
れ
／
・
）

僕
は
あ
か
り
を
消
す

（
そ
れ
だ
け
誰
か
明
る
く
な
れ
／
・
）

開
く
こ
と
が
閉
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
逆
が
ま
た
そ
こ
に
生
じ
る
。
こ
れ
は
有
と
無
、
無
と
有
の
関
係
を
、
形
而
上
学
的
に
解
明

を
施
し
た
も
の
で
、
し
か
も
極
め
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
り
軽
み
を
含
ん
だ
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

ぱ
た
ん
と

ド
ア
が
閉
じ
ら
れ
る

（
僕
は
ひ
ら
く
／
）

２ （
僕
は
閉
じ
る
／
）
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わ
た
し
の
愉
し
い
夢
は
終
っ
た

そ
の
な
か
で
長
く
過
し
た
わ
た
し
の
夢

わ
た
し
の
心
は
躍
っ
て
い
た
の
に
ｌ
あ
あ

い
ま
は
醒
め
て
い
る

弱
か
っ
た
の
に
ｌ
ｌ
強
い
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
た

☆
 

築
い
た
わ
た
し
の
城
を
切
り
崩
し

わ
た
し
の
魂
の
歓
び
の
庭
を
掘
り
起
し

わ
た
し
の
笑
い
を
罪
の
ゆ
え
に
悲
し
み
の
涙
に

自
由
を
制
御
に
変
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ

か
く
あ
ら
ま
し
か
ば
と
の
無
益
な
想
い
が

わ
た
し
の
心
に
つ
き
ま
と
い
安
き
を
与
え
な
い

寒
い
北
風
が
わ
た
し
の
青
春
を
萎
び
さ
せ

わ
た
し
の
太
陽
は
西
の
端
に
沈
む

い
ま
わ
た
し
の
心
に
抱
く
秘
事
は
す
べ
て

い
ま
胸
に
秘
め
た
望
の
す
べ
て
は
罪
と
な
っ
た

わ
た
し
の
生
の
一
部
は
死
に
、
一
部
は
痛
み

一
部
は
心
の
う
ち
で
情
熱
に
た
ぎ
っ
て
い
る
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ク
リ
ス
チ
ィ
ナ
の
秘
事
解
禁
の
様
子
を
記
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
凍
結
の
解
禁
が
夕
爾
の
次
の
詩
「
私
の
う
た
は
」
（
昭
諏
）

で
あ
る
。

私
の
う
た
は
真
夜
中

水
道
の
蛇
口
か
ら
も
れ
る
し
た
た
り

そ
し
て
や
が
て
五
年
の
歳
月
が
綴
っ
た
と
き

わ
た
し
は
い
ま
陽
が
再
び
暖
か
く
燃
え
て
い
る
の
を
感
じ

燕
が
古
巣
に
帰
る
の
を
知
っ
た

「
死
の
一
撃
」

そ
の
ま
わ
り
に
多
く
の
花
園
を
つ
く
り

甘
い
薫
り
の
野
茨
と
匂
う
た
ち
じ
ゃ
こ
う
を
群
生
さ
せ

つ

そ
こ
に
わ
た
し
は
座
っ
て
終
い
の
鐘
の
垂
口
が

た
め
ら
い
が
ち
に
鳴
る
の
を
聴
き
た
い

で
も
わ
た
し
の
城
趾
に
陰
を
し
く
幽
棲
を

元
あ
っ
た
石
で
つ
く
り
そ
の
幽
棲
を

わ
た
し
の
魂
は
孤
愁
の
ま
ま
に
と
ど
め

魂
の
齢
い
を
完
う
さ
せ
よ
う
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死
の
三
年
前
、
お
そ
ら
く
求
め
ら
れ
て
「
火
幻
」
に
の
せ
た
詩
で
あ
る
が
、
死
を
予
感
し
た
夕
爾
が
「
負
一
の
極
限
「
死
」
と
絶
妙

な
距
離
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ど
ん
な
悲
惨
な
状
況
で
も
、
自
分
が
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
現
実
に
絶
妙
な
距
離
を
と
っ
て
見
れ

ば
、
〈
主
観
的
〉
は
ふ
い
と
〈
客
観
的
〉
に
か
わ
っ
て
く
う
た
は
は
じ
ま
る
と
と
中
沢
新
一
は
子
規
を
評
し
た
が
、
陽
気
な
子
規
と
く

ら
べ
夕
爾
の
そ
れ
は
胸
が
つ
ま
る
。
こ
う
し
た
夕
爾
の
詩
群
は
、
英
訳
さ
れ
、
西
欧
の
文
化
的
背
最
の
も
と
で
読
ま
れ
た
ほ
う
が
お
そ

ら
く
美
し
い
し
、
事
実
、
評
価
も
高
い
。

ロ
バ
ー
ト
・
エ
ッ
プ
は
、
『
木
下
夕
爾
』
の
日
本
語
訳
出
版
に
際
し
、
「
も
っ
ぱ
ら
夕
爾
の
自
由
詩
の
み
を
扱
っ
て
、
彼
の
書
い
た
六

百
ほ
ど
の
俳
句
は
ま
っ
た
く
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
俳
句
の
内
容
と
雰
囲
気
の
多
く
は
、
彼
の
自
由
詩
の
あ
る
も
の
と
瓜
二
つ

で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
俳
句
作
品
は
完
全
に
別
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

と
記
し
て
い
る
。
日
本
語
は
響
き
が
長
く
意
味
が
少
い
。
こ
の
言
葉
で
新
し
い
現
実
を
つ
く
り
出
す
に
は
、
徹
底
し
て
「
無
用
の
言
葉

と
事
物
」
を
省
略
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
自
分
を
反
復
し
な
が
ら
、
ま
わ
り
の
世
界
に
停
滞
を
お
し
つ
け
る
主
観
」
も
消
し
去
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
句
と
す
る
識
が
俳
句
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夕
爾
の
緋
は
思
索
の
プ
ロ
セ
ス
が
す
で
に
俳
句

私
の
う
た
は
誰
も
い
な
い
片
隅
で

と
も
し
び
も
Ⅲ
も
茶
碗
も
眠
っ
た
頃
は
じ
ま
る

派
の
よ
う
に
愛
の
言
葉
の
よ
う
に

私
の
う
た
は
は
じ
ま
る

私
の
う
た
は
あ
な
た
の
知
ら
な
い

あ
な
た
の
締
め
忘
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る

あ
あ
長
く
暗
く
つ
め
た
い
夜
の

自
分
を
凍
ら
せ
る
も
の
に
む
か
っ
て

私
の
う
た
は
は
じ
ま
る
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的
で
あ
る
と
い
っ
た
詩
も
少
く
な
い
。

そ
こ
で
、
日
本
の
文
化
的
背
景
で
読
ま
れ
た
夕
爾
の
俳
句
に
つ
い
て
の
竹
西
寛
子
の
文
章
（
『
哀
愁
の
音
色
』
青
土
社
）
を
以
下
に

そ
こ
で
、
日
本
の
文
ル

あ
げ
て
こ
の
稿
を
終
る
。

直
接
の
き
っ
か
け
が
何
で
あ
っ
た
か
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
と
に
か
く
親
し
ん
で
い
る
作
品
が
あ
っ
て
、
そ
れ
も
短
い
期
間
で
は
な

い
。
な
ぜ
こ
の
作
品
を
好
む
の
か
と
い
う
問
い
詰
め
な
ど
必
要
が
な
く
、
た
だ
読
み
返
し
て
は
快
さ
を
確
か
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

自
分
で
も
全
く
予
想
し
な
い
時
に
突
然
こ
の
親
密
が
対
象
化
さ
れ
て
、
「
な
ぜ
」
と
い
う
無
数
の
矢
を
自
分
が
自
分
の
内
に
放
つ
。

さ
ら

こ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
親
し
み
の
確
か
さ
が
曝
さ
れ
、
作
品
の
客
観
的
な
把
握
を
通
し
て
、
今
度
は
自
分
の
感
受
性
が
曝
さ
れ

る
の
を
じ
っ
と
見
る
。
た
と
え
ば
、
「
遠
雷
」
と
い
う
第
一
句
集
を
も
つ
木
下
夕
爾
の
い
く
つ
か
の
俳
句
は
、
私
に
と
っ
て
そ
う
い

格
別
称
揚
さ
れ
る
ほ
ど
の
句
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
即
座
に
口
ご
も
る
。
け
れ
ど
も
人
間
は
常
に
緊
張
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
肩
を
張
っ
て
い
る
時
間
も
あ
れ
ば
一
眉
を
落
し
て
い
る
時
間
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
く
め
て
、
人
間
の
生
存
の
相
と
い
う
も

に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
納
得
で
き
る
句
の
鋭
さ
と
、
一
枚
う
す
も
の
で
被
わ
れ
た
よ
う
な
華
や
き
で
あ

る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
派
手
さ
を
持
た
な
い
句
に
私
は
惹
か
れ
て
い
る
。

う
種
類
の
作
品
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
第
一
句
集
（

速
盃
や
は
づ
し
て
ひ
か
る
耳
か
ざ
り

あ
た
た
か
に
さ
み
し
き
こ
と
を
お
も
い
つ
ぐ

あ
て
な
け
ど
風
さ
む
け
れ
ば
い
そ
ぎ
け
り

第
一
句
集
の
題
名
は
、
集
中
の
、
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に
強
い
共
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
句
だ
け
で
は
な
い
が
、
「
柿
は
柿
」
を
初
め
に
引
き
、
最
後
に
も
う
一
度
引
い
て
こ
の
句
で
稿

を
終
っ
て
い
る
。
「
見
慣
れ
た
自
然
に
対
す
る
初
々
し
い
愛
着
は
、
執
着
を
断
ち
切
っ
た
よ
み
ぶ
り
に
か
え
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。

年
月
を
背
負
っ
た
表
現
ら
し
い
」
と
も
起
し
て
い
た
。

「
あ
た
た
か
に
」
「
あ
て
な
け
ど
」
は
、
久
々
に
「
遠
茜
」
を
読
み
返
し
て
の
引
用
で
あ
る
が
、
「
風
土
の
か
た
み
」
で
は
触
れ
て

い
な
い
。
同
様
に
、
あ
の
稿
で
は
引
い
て
い
な
い
が
、
今
、
「
遠
雷
」
か
ら
引
き
た
い
句
は
ま
だ
い
く
つ
か
あ
る
。

の
を
思
う
時
、
一
見
何
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
さ
り
げ
な
さ
の
根
が
、
こ
ま
や
か
で
濃
密
な
時
空
に
下
り
て
い
る
表

現
の
静
識
と
勁
さ
を
私
は
あ
り
ふ
れ
ぬ
も
の
に
思
う
。
朝
夕
を
、
懇
ろ
に
生
き
て
い
る
人
の
作
品
だ
と
思
う
。

さ
き
の
記
述
に
結
び
つ
け
て
言
え
ば
、
公
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
率
じ
る
歴
史
の
沸
物
か
ら
は
ま
つ
さ
き
に
消
え
て
ゆ
く
、
と
ど

め
ら
れ
よ
う
の
な
い
多
く
の
人
間
の
日
常
生
活
、
し
か
し
あ
る
時
人
間
は
確
か
に
こ
の
よ
う
に
生
き
て
い
た
と
読
者
に
感
じ
さ
せ
得

る
作
品
の
穏
や
か
な
詩
情
と
叡
智
に
私
は
惹
か
れ
る
。

十
年
耐
、
私
は
「
風
士
の
か
た
み
」
と
い
う
題
で
、
｜
定
本
木
下
夕
爾
句
集
」
に
つ
い
て
小
文
を
鼬
し
て
い
る
。
「
国
文
学
」
に
発

表
し
た
。
読
み
返
し
て
み
る
と
こ
の
時
は
、

薫
風
や
打
つ
べ
く
Ⅱ
に
入
れ
し
釘

泉
の
ご
と
く
よ
き
詩
を
わ
れ
に
湧
か
し
め
よ

秋
の
日
や
兜
る
べ
き
も
の
に
わ
が
孤
独

芒
熟
れ
海
も
音
の
み
の
こ
し
け
り

に
せ
も
の
と
き
ま
り
し
壷
の
夜
長
か
な

柿
は
柿
雲
は
雲
秋
を
は
り
け
り
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ろ
う
か
。

注
「
主
体
」
、
５
－
の
。
（
と
い
う
の
は
「
従
属
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
《
自
四
己
⑫
：
］
の
Ｃ
二
Ｃ
唇
Ｃ
『
（
一
恵
つ
ま
り
、
「
主
」
に
「
従
属
」
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
主
体
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
何
か
に
従
属
す
る
と
い
う
形
で
の
み
生
ず
る
主
体
で
こ
こ
に
は
あ
る
弁
証
法
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
の
場
合

は
キ
リ
ス
ト
教
の
サ
ブ
ゼ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
強
化
し
た
宗
教
改
旅
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
、
そ
の
起
源
を
忘
れ
た
と
き
に
、
独
立
し
た
自
立

的
な
主
体
的
な
観
念
が
他
じ
た
。
内
村
鑑
三
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
、
唯
一
神
に
従
属
す
る
。
そ
れ
は
武
士
の
よ
う
に
忠
誠
関
係
を
と
る

と
い
う
特
殊
な
心
の
関
係
で
Ⅱ
本
国
家
に
も
、
大
典
に
も
彼
は
従
属
し
な
か
っ
た
。
内
村
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
多
く
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

や
社
会
主
義
者
に
な
り
内
村
の
忠
誠
関
係
の
か
わ
り
に
、
自
分
を
主
体
と
凡
な
し
は
じ
め
た
。
こ
の
段
階
で
近
代
的
懲
識
に
な
り
、
彼
ら
は
内
村

が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
独
立
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
内
村
の
よ
う
な
強
烈
な
「
主
体
性
ｉ
｜
、
つ
ま
り
神
へ
の
「
従
属
性
」
を
も
っ
た
人
は
非

常
に
少
な
い
。
太
宰
は
そ
の
弱
き
主
体
性
を
自
覚
し
た
稀
有
な
人
と
も
い
え
る
◎
（
柄
谷
行
人
『
戦
前
の
思
考
』
に
よ
る
）
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