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講
演
録

二
人
の
夏
子 

― 

樋
口
一
葉
と
伊
東
夏
子 

―

河  

野  

龍  

也

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
二
日
、
台
東
区
立
一
葉
記
念

館
に
お
い
て
、
同
館
お
よ
び
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
の
連

携
協
定
締
結
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
特
別
講
演「
二
人
の
夏
子
―
―
樋

口
一
葉
と
伊
東
夏
子
」の
内
容
を
、
当
日
の
録
音
に
基
づ
い
て
再
現
し

た
も
の
で
す
。
平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
か
ら
三
月
八
日
ま
で
を
会

期
と
し
て
、
同
館
で
は
同
じ
く
連
携
協
定
締
結
記
念
特
別
展「
樋
口
一

葉
の
交
遊
録
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

原
稿
化
に
際
し
て
全
体
を
読
み
や
す
く
整
理
し
ま
し
た
が
、
論
旨

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
中
の
記
号
「　

」
は
キ
ー
ワ
ー
ド
も
し
く

は
原
文
引
用
、《　

》
は
原
文
を
簡
略
化
し
た
要
約
も
し
く
は
現
代
語

訳
、【　

】
は
プ
リ
ン
ト
資
料
の
該
当
箇
所
を
頁
数
で
示
し
た
も
の
で

す
。

　

資
料
調
査
（
写
真
撮
影
）・
画
像
お
よ
び
テ
ー
プ
起
こ
し
の
提
供
な

ど
、
台
東
区
立
一
葉
記
念
館
に
は
多
大
な
ご
協
力
を
た
ま
わ
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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◇

　

講
演
開
始
／
午
後
二
時

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
河
野
龍
也
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今

回
、
こ
の
台
東
区
立
一
葉
記
念
館
と
、
実
践
女
子
大
学
の
文
芸
資

料
研
究
所
と
が
、
連
携
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、

記
念
館
の
三
階
に
は
、
平
成
五
年
、
一
葉
の
親
友
で
あ
っ
た
伊
東

夏
子
の
嫁
ぎ
先
に
あ
た
る
田
辺
家
か
ら
、
実
践
女
子
大
学
に
寄
贈

さ
れ
た
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
連
携
の
記
念
と
し
て
、
こ

の
特
別
展
示
と
講
演
会
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
恐
れ
多
い
こ
と
で

す
が
、
お
声
が
け
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

私
自
身
は
実
践
女
子
大
に
就
職
し
ま
し
て
か
ら
日
が
浅
い
の
で
、

受
贈
時
の
調
査
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
ご
縁
で
田
辺

家
資
料
に
触
れ
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
資
料
は
正
確
に
解
読
の
上
、

す
で
に
実
践
女
子
大
学
か
ら
報
告
書
に
な
っ
て
出
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
基
礎
資
料
集
と
い
う
形
で
す
か
ら
、
今
後
の
分
析
の
土
台
と

な
る
も
の
で
す
。
今
回
、
記
念
館
の
皆
様
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、

記
念
館
の
資
料
と
対
比
研
究
を
行
う
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
こ
の
発
見
を
軸
に
し
な
が
ら
、

樋
口
一
葉
と
伊
東
夏
子
、
ま
た
彼
女
た
ち
を
め
ぐ
る
歌
塾
「
萩は

ぎ

の

舎や

」の
人
間
模
様
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

プ
リ
ン
ト
が
お
手
許
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。
ち
ょ
っ
と
分
量
が
多

い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
私
の
職
業
病
と
申
し
ま
す
か
小
心
者
の
証

で
、
授
業
す
る
と
き
に
教
員
と
し
て
一
番
怖
い
の
は
、
話
の
種
が

尽
き
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
と
に
か
く
プ
リ
ン
ト
を
作
り

過
ぎ
る
の
が
癖
に
な
っ
て
い
て
、
悪
い
癖
で
す
が
ど
う
に
も
や
め

ら
れ
ま
せ
ん
。
丁
寧
に
読
み
上
げ
て
い
る
と
い
つ
も
時
間
が
な
く

な
り
ま
す
か
ら
、
基
本
事
項
は
要
点
の
み
か
い
つ
ま
ん
で
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
「
萩
の
舎
」と
一
葉
の
周
辺

　　

樋
口
一
葉
と
伊
東
夏
子
が
学
ん
だ
「
萩
の
舎
」
の
成
り
立
ち
で
す

け
ど
も
、
こ
れ
は
明
治
十
年
頃
、
中
島
歌
子
が
開
い
た
歌
塾
で
、

全
盛
期
に
は
門
人
千
人
以
上
を
擁
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
小
石
川

水
道
町
に
安
藤
坂
と
い
う
坂
が
あ
り
、
そ
こ
の
横
の
階
段
を
上
が
っ

た
十
四
番
地
と
い
う
と
こ
ろ
、
二
階
建
て
の
建
物
が
萩
の
舎
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
歌
塾
は
皇
室
や
華
冑
会
と
強
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
歌
子
自
身
は
水
戸
の
勤
皇
派
藩
士
の
未
亡
人
で
、
同
門
の
伊

東
祐す

け
の
ぶ命

を
介
し
て
明
治
宮
廷
の
消
息
に
通
じ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

母
方
の
縁
で
、
歌
塾
に
は
鍋
島
家
の
強
力
な
後
ろ
盾
が
あ
り
、
萩

の
舎
門
人
に
は
梨
本
宮
妃
、
鍋
島
侯
爵
夫
人
、
前
田
侯
爵
夫
人
は
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じ
め
当
時
の
貴
顕
が
数
多
く
名
を
連
ね
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

一
葉
・
樋
口
な
つ
の
入
門
は
、
明
治
十
九
年
八
月
二
十
日
、
数

え
で
十
五
の
年
で
す
。
こ
の
時
、
師
の
歌
子
は
四
十
三
歳
。
伊
東

夏
子
は
明
治
五
年
生
ま
れ
で
、
一
葉
と
同
じ
十
五
歳
で
す
。
た
だ
、

夏
子
は
十
一
の
年
に
入
門
し
ま
し
た
の
で
、
塾
の
中
で
は
先
輩
で

す
。
も
う
一
人
、
一
葉
と
親
し
か
っ
た
田
中
み
の
子
は
三
十
歳
。

宮
大
工
の
未
亡
人
で
、
谷
中
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
一
葉
が
黒

門
町
か
ら
菊
坂
町
に
移
る
の
は
後
の
こ
と
で
す
が
、
団
子
坂
下
の

伊
東
夏
子
、
そ
し
て
谷
中
の
田
中
み
の
子
と
は
近
場
で
親
し
く
交

流
し
ま
す
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、貴
族
の
令
嬢
が
多
い
塾
の
中
で
、

彼
女
た
ち
が「
平
民
三
人
組
」の
連
帯
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

一
葉
の
身
分
は
厳
密
に
は
士
族
の
娘
で
す
が
、
暮
ら
し
向
き
は
他

の
二
人
よ
り
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
樋
口
家
は
代
々
山
梨
の
農
家

で
、
父
の
則
義
が
同
心
株
を
買
っ
て
武
士
身
分
を
手
に
入
れ
ま
す
。

が
、そ
の
年
大
政
奉
還
で
幕
府
が
崩
壊
。
新
政
府
の
下
で
東
京
府
庁
、

そ
し
て
警
察
に
職
を
得
た
則
義
は
恵
ま
れ
て
い
た
方
で
す
が
、
そ

の
後
金
融
事
業
で
失
敗
し
、
家
計
は
急
速
に
傾
い
て
行
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
伊
東
夏
子
は
日
本
橋
に
大
店
を
張
っ
て
い
た
、
当
時
の

名
立
た
る
鳥
問
屋
の
娘
で
す
。
店
は
本
小
田
原
町
と
言
っ
て
日
本

橋
の
魚
河
岸
の
す
ぐ
裏
側
。
母
の
お
延の

ぶ

は
そ
の
女
主
人
で
し
た
が
、

娘
の
夏
子
と
共
に
団
子
坂
の
隠
居
所
の
方
に
住
ん
で
、
店
に
は
時
々

顔
を
出
す
だ
け
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
田
中
み
の
子
も
、
一
葉
が
日

記
の
中
で
大
き
な
邸
に
驚
い
て
い
る
ほ
ど
で
、
生
活
に
は
ま
ず
苦

労
の
な
い
人
で
し
た
。「
平
民
三
人
組
」
と
申
し
ま
し
て
も
内
情
は

こ
の
よ
う
で
、
一
葉
は
後
年
夏
子
の
家
か
ら
多
額
の
借
財
を
し
ま

す
。

　

さ
て
、
一
葉
が
生
涯
の
友
と
し
た
伊
東
夏
子
と
の
交
流
に
つ
い

て
で
す
が
、
こ
れ
は
入
門
し
た
て
の
頃
、
人
付
き
合
い
が
苦
手
だ
っ

た
一
葉
を
気
遣
っ
て
、
夏
子
の
母
が
自
宅
に
招
い
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
あ
っ
た
と
後
年
の
夏
子
は
語
っ
て
い
ま
す
。
伊
東
家
は
母

の
延
、
娘
の
夏
子
と
も
ど
も
萩
の
舎
の
弟
子
で
、
師
匠
か
ら
お
題

を
い
た
だ
い
て
自
宅
で
練
習
し
ま
す
。
数
詠
み
と
申
し
ま
し
て
、

短
時
間
に
多
数
の
歌
を
作
っ
て
出
来
栄
え
を
競
い
ま
す
が
、
そ
こ

で
一
緒
に
精
進
し
た
の
が
友
情
の
原
点
だ
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
三
人
に
加
え
て
欠
か
せ
な
い
の
が
田
辺
龍た

つ

子こ

で
す
。
一
葉

入
門
当
時
は
十
九
歳
。
四
歳
上
の
才
能
あ
る
先
輩
で
、
花
圃
の
筆

名
を
持
ち
、
後
に
三
宅
雪
嶺
に
嫁
い
で
三
宅
姓
と
な
り
ま
す
。
一

葉
が
小
説
家
に
な
る
き
っ
か
け
を
作
り
ま
し
た
。
後
年
の
回
想
で

一
葉
の
こ
と
を
悪
し
ざ
ま
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
葉
フ
ァ

ン
に
は
印
象
の
よ
く
な
い
人
物
で
す
が
、
実
は
な
か
な
か
面
白
い

所
の
あ
る
人
で
す
。
最
初
に
、
田
辺
龍
子
の
人
柄
を
示
す
興
味
深

い
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
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伊
東
夏
子
と
田
辺
龍
子（
花
圃
）
―
《
展
示
資
料
紹
介
１
》

　　

実
践
女
子
大
学
が
保
管
し
て
い
る
伊
東
夏
子
資
料
の
中
に
、
龍

子
の
書
簡
が
三
通
あ
り
ま
す
。
今
三
階
の
展
示
室
の
一
番
い
い
場

所
に
、
障
子
を
立
て
て
非
常
に
雰
囲
気
の
あ
る
展
示
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
し
か
し
、
実
物
を
見
て
も
龍
子
の
書
簡
で

あ
る
と
す
ぐ
に
は
気
づ
き
ま
せ
ん
。
封
筒
が
な
く
、
署
名
と
宛
名

の
部
分
は
、
自

分
た
ち
に
し
か
分

か
ら
な
い
暗
号
の

よ
う
な
絵
文
字
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
う
し
て
こ
れ

が
田
辺
龍
子
か
ら

の
書
簡
と
分
か
る

か
と
言
い
ま
す

と
、
こ
れ
は
伊
東

夏
子
、
別
の
田
辺

さ
ん
の
家
に
嫁
い

で
田
辺
夏
子
と
な

り
ま
す
が
、
受
け

取
っ
た
夏
子
本
人

が
後
世
に
残
す
た
め
に
、
付
箋
を
貼
っ
て
お
い
て
く
れ
た
か
ら
で

す
。「
画
入
り
戯
れ
の
手
紙
／
め
づ
ら
し
き
品
／
後
に
参
考
品
に
な

る
品
」【
資
４
②
】
な
ど
と
丁
寧
な
付
箋
が
つ
い
た
も
の
ま
で
あ
り

ま
す
。
三
通
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
謎
の
絵
文
字
を
含
む
二
通
を
取

り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

①
の
手
紙【
資
３
①
】の
最
初
の
行
に
、「
こ
ゝ
は
つ
ぐ
は
づ
で
す

が
め
ん
ど
う
ゆ
へ
き
つ
た
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
巻
紙
の
継
ぎ
目
が

半
端
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。《
本
当
は
こ
う
い
う
中
途
半
端
な
紙
は

取
っ
て
新
し
い
紙
を
糊
付
け
し
て
き
ち
ん
と
長
い
見
栄
え
の
い
い

手
紙
に
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
ま
ぁ
面
倒
だ
か
ら
い
い
で
し
ょ
》

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
漫
画
み
た
い
な
絵
に
、「
ネ
ム
イ

く

く　
ア
ー　

サ
ビ
シ
イ

く　
ケ
フ
ハ
カ
ア
サ
マ
モ
ミ
ン
ナ
ル

ス
デ
サ
ビ
シ
イ

く
」
の
せ
り
ふ
。
そ
れ
か
ら
宛
名
と
差
出
人
が
絵

文
字
で
書
い
て
あ
り
、
書
き
足
り
な
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

「
い
ま
ご
ろ
は
な
に
し
て
ご
ざ
る
な　

な
つ
子
さ
ん
手
習
し
て
か　

哥
を
よ
ん
で
か　

ア
ヽ
ね
ぶ
い
あ
く
び
く
さ
み
が
で
る
斗　

な
つ

は
哥
よ
む
こ
と
も
い
や
に
て
／
人
形
も
は
や
も
ち
あ
き
て
ふ
づ
く

へ
に
む
か
ふ
が
し
ま
で
舟
を
こ
ぐ
の
み
」
と
書
き
加
え
て
い
ま
す
。

後
の
と
こ
ろ
は
五
七
五
七
七
の
戯
歌
で
す
。
机
に
向
か
い
な
が
ら

居
眠
り
す
る
こ
と
を
、
舟
を
漕
ぐ
と
言
い
ま
す
ね
。《
人
形
遊
び

に
も
飽
き
て
退
屈
。
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
居
眠
り
し
て
い
ま
す
。

そ
の
舟
漕
ぎ
が
ひ
ど
く
て
向
こ
う
河
岸
ま
で
着
く
ほ
ど
よ
》。
面
白
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い
歌
で
す
ね
。
こ
の
書
簡
は
年
代
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら

絵
文
字
の
謎
も
あ
り
ま
す
。
わ
ず
か
な
手
が
か
り
と
し
て
、
子
供

に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
言
葉
使
い
と
、
平
仮
名
た
く
さ
ん
の
文
面

に
注
意
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
②
の
手
紙
【
資
４
②
】
で
す
が
、
冒
頭
が
「
拝
見
い
た
し
候　

御
心
に
か
け
さ
せ
ら
れ
病
気
御
た
つ
ね
被
下
ま
こ
と
に

く
う
れ

し
さ
つ
た
な
き
筆
に
は
申
尽
し
か
た
く
候
」
と
読
め
ま
し
て
、
少
し

大
人
向
け
の
か
し
こ
ま
っ
た
文
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
内
容
は
、

《
病
気
の
徒
然
に
三
十
六
歌
仙
と
い
う
の
を
描
き
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
あ
な
た
も
登
場
し
ま
す
よ
。
そ
こ
に
あ
な
た
の
歌
も
添
え
た

い
か
ら
、
蝙
蝠
の
こ
と
を
何
と
か
詠
ん
だ
あ
の
歌
を
教
え
て
く
だ

さ
い
》
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
も
絵
が
あ
っ
て
、「
ほ
ん
と
に

ね
へ
な
つ
や
ん　

あ
な
た
よ
く

く
病
気
た
づ
ね
て
下
さ
つ
た
事

嬉
し
く
つ
て
か
し
ら
の
い
た
み
も
ポ
ン

く
の
い
た
さ
も
の
ど
の

は
れ
も
の
こ
ら
ず
な
く
な
り
ま
し
た
ヨ　

な
つ
ち
や
ん
う
れ
し
い

く
有
が
た
う

く 

」。
ポ
ン

く
は
も
ち
ろ
ん
お
腹
の
こ
と
。
本

文
は
か
し
こ
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
絵
の
添
え
書
き
は
や
は
り
子
供

向
け
の
言
葉
遣
い
で
、
病
気
見
舞
い
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
喜
び
を

手
放
し
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
も
絵
文
字
が
出

て
き
ま
す
。
妙
な
花
の
よ
う
な
記
号
に
、
先
ほ
ど
と
同
じ
屋
根
型

の
紋
章
。
そ
の
次
が
「
な
つ
ち
や
ま
へ
」
で
、
署
名
は
ひ
ょ
う
た
ん

の
サ
イ
ン
。
最
後
は
「
御
か
へ
し
」
と
あ
っ
て
、
返
事
の
文
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　
　
　
　

左
団
次
び
い
き
の「
な
っ
ち
ゃ
ま
」へ

　　

さ
て
、
最
初
の
疑
問
は
①
と
②
に
共
通
し
て
現
れ
る
こ
の
絵
文

字
で
す
が
、
一
見
す
る
と
瓦
屋
根
の
棟
の
部
分
に
見
え
ま
す
。
②

で
は
、「
■
の
な
つ
ち
や
ま
へ
」
と
い
う
、
屋
号
の
よ
う
な
使
い
方

を
し
て
い
ま
す
の
で
、
最
初
に
立
て
た
仮
説
は
、
夏
子
の
実
家
の

鳥
問
屋
で
あ
る
「
東と

う
ご
く国

屋や

」
の
立
派
な
屋
根
を
記
号
化
し
た
も
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

明
治
期
の
東
国
屋
に
関
す
る
資
料
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
ま
ず

商
工
名
簿
か
ら
当
た
っ
て
い
き
ま
す
。
明
治
二
十
七
年
十
二
月
出

版
の『
東
京
諸
営
業
員
録
』【
資
６
④
】は
ま
だ
一
葉
が
生
き
て
い
た

時
代
の
も
の
で
す
が
、
日
本
橋
の
肉
屋
の
項
目
に
、「
鳥
問
屋 

東
国

屋　

伊
東
延
」
と
、
夏
子
の
お
母
さ
ん
の
名
前
が
出
て
い
ま
す
。
店

の
所
在
地
も
「
日
本
橋
本
小
田
原
町
七
番
地
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
期
待
し
た
屋
号
や
家
紋
ま
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
色
々
調
べ
た
あ
と
で
、
時
代
考
証
で
は
割
と
メ
ジ
ャ
ー

な『
明
治
百
話
』【
資
５
③
】に
東
国
屋
の
こ
と
が
少
し
だ
け
出
て
く

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
昭
和
初
期
に
出
さ
れ
た
も

の
で
、
編
者
の
篠
田
鉱
造
は
報
知
新
聞
の
記
者
で
す
。
明
治
時
代

を
よ
く
知
る
古
老
か
ら
思
い
出
話
を
聞
い
て
集
め
た
庶
民
生
活
の
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宝
庫
。
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
言
葉
自
体
が
文
化
財
級
の
貴
重
さ

で
し
て
、
チ
ャ
キ
チ
ャ
キ
の
江
戸
弁
か
ら
日
本
橋
界
隈
の
賑
わ
い

が
活
き
活
き
と
蘇
っ
て
き
ま
す
。「
地
震
後
に『
魚
河
岸
キ
ネ
マ
』の

オ
ッ
立
つ
た
土
地
が
、
モ
ト
を
言
ひ
や
ア
知
つ
ゐ
る
人
も
あ
ら
う

が
、『
東
国
屋
』
と
い
ふ
鳥
問
屋
が
あ
つ
た
。
鎌
倉
以
来
の
鳥
屋
な

ん
で
、
姓
を
伊
東
、
紋
が
丸
に
も
つ
こ
う
だ
。
裏
が
ズ
ー
ッ
と
鶏

舎
で
玉
子
な
ん
か
家
の
嬶
ア
が
「
一
つ
貰
ふ
よ
」
と
い
つ
て
、
裏
へ

廻
つ
て
、
五
ツ
や
六
と
持
て
来
た
ッ
て
、
ビ
ク
と
も
し
ね
ヱ
屋
台

骨
だ
ッ
た
が
、
や
は
り
時
よ
時
節
で
潰
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
、
こ
ん

な
調
子
で
す
。
そ
れ
か
ら
魚
河
岸
が
関
東
大
震
災
で
潰
れ
て
、
そ

の
後
火
の
消
え
た
よ
う
な
裏
町
に
な
っ
た
日
本
橋
を
惜
し
ん
で
い

る
と
い
う
。
魚
河
岸
相
手
の
諸
商
人
は
鳶
に
油
揚
げ
を
さ
ら
わ
れ

た
よ
り
途
方
に
暮
れ
…
…
な
ん
て
、
威
勢
の
よ
い
江
戸
弁
を
聞
い

て
い
た
く
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
東
国
屋
の
紋
が
分
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
丸
に
木
瓜
」
の
紋
を
プ
リ
ン
ト
に
載
せ
ま
し
た
【
資
６
⑤
】。
し

か
し
、
せ
っ
か
く
分
か
っ
た
東
国
屋
の
紋
は
ど
う
も
手
紙
の
絵
文

字
と
似
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
別
の
見
方
を
考
え
ま
す
が
、
絵
文

字
の
こ
の
屋
根
形
を
よ
く
見
る
と
、
わ
ざ
と
菱
形
に
特
徴
が
つ
け

て
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
つ
ま
り
菱
形
の
変
形
紋
で
は
な
い

か
。
菱
形
紋
に
も
子
持
菱
、
三
階
菱
、
松
皮
菱
な
ど
の
色
々
な
変

形
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
半
分
に
断
ち
割
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
松

皮
菱
の
上
半
分
に
似
て
い
ま
す
。
そ
し
て
屋
根
形
の
下
の
部
分
、

三
枚
の
葉
が
下
に
垂
れ
た
形
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う

も
蔦
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
み
ま
す
と
、
芝
居
好
き

の
方
は
も
う「
高
島
屋
！
」と
掛
け
声
を
か
け
た
く
な
る
。「
松
皮
菱

に
鬼
蔦
」と
言
え
ば
、
ご
存
じ
左
団
次
の
紋
で
す
か
ら
。

　

初
代
市
川
左
団
次
と
言
え
ば
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
、
五
代
目

尾
上
菊
五
郎
と
共
に
「
団
菊
左
」
と
並
び
称
さ
れ
た
明
治
き
っ
て
の

名
優
で
す
。
こ
の
人
の
紋
で
定
紋
は
、
団
十
郎
の
「
三
升
」
の
中
に

左
団
次
の
「
左
」
の
字
を
は
め
込
ん
だ
形
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
ふ

だ
ん
は
替
紋
を
身
に
着
け
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
「
蔦
」
な
ん
で

す
。
プ
リ
ン
ト
に
男
前
の
写
真
を
載
せ
ま
し
た
が
【
資
７
⑥
】、
羽

織
の
紋
が
や
は
り
「
蔦
」
で
す
。「
中
陰
」
と
申
し
ま
し
て
中
が
黒
抜

き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
「
蔦
」。「
蔦
」
と
い
え
ば
芝
居
の
世
界
で
は

左
団
次
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
で
す
。

　

恐
ら
く
、
少
女
時
代
の
伊
東
夏
子
は
か
な
り
の
芝
居
好
き
、
そ

れ
も
左
団
次
び
い
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
萩
の
舎
の

中
で
は
、
冗
談
ま
じ
り
に
「
左
団
次
の
夏
子
」
と
名
乗
っ
た
り
、
親

し
い
人
か
ら
そ
ん
な
風
に
か
ら
か
わ
れ
た
り
し
て
、
若
い
娘
ど
う

し
役
者
の
噂
で
楽
し
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
へ
ん
の
感

覚
は
、
現
代
の
ア
イ
ド
ル
や
歌
手
の
女
性
フ
ァ
ン
の
心
理
と
変
わ

ら
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
の
が
夏
子
自
身
の
回
想
で
、
こ
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う
書
い
て
い
ま
す
。「
一
部
の
門
人
の
中
に
、
自
分
で
か
え
名
を
附

け
る
の
が
流
行
、
九
代
目
び
い
き
は
牡
丹
、
左
団
次
び
い
き
は
葵
、

紅
葉
の
好
き
な
人
は
、
紅
葉
の
と
、
手
紙
に
は
、
そ
れ
を
書
き
ま

し
た
」【
資
７
⑦
】。「
葵
」は「
蔦
」の
誤
り
で
す
。「
紅
葉
」は
木
の

紅
葉
（
も
み
じ
）
で
し
ょ
う
が
、
作
家
の
尾
崎
紅
葉
の
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
樋
口
夏
子（
一
葉
）に
つ
い
て
は
、《
と
か
く
寂
し
い
こ
と

を
書
く
の
が
好
き
な
人
で
、
自
分
に
も
「
落
葉
」
な
ど
と
い
う
変
え

名
で
手
紙
を
寄
こ
し
た
の
で
、
そ
ん
な
さ
び
し
い
名
前
は
よ
し
て

ち
ょ
う
だ
い
》
と
伊
東
夏
子
が
注
文
し
た
の
も
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
す
。

　

龍
子
の
手
紙
の
宛
名
は
、「
い
と
う
の
左
団
次
さ
ま
」
と
絵
解
き

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
補
強
す
る
証
拠
は
他
に
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
②
の
手
紙
の
宛
名
、「
松
皮
菱
に
鬼
蔦
」
よ
り
も
大

き
く
描
か
れ
た
花
の
絵
文
字
で
す
。
こ
の
丸
い
形
は
ど
う
で
し
ょ

う
。
朝
顔
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
せ
ん
か
。
芝
居

の
世
界
で
朝
顔
に
関
わ
り
が
あ
る
役
ど
こ
ろ
と
言
い
ま
す
と
、
有

名
な
「
朝
顔
仙
平
」
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
朝
顔
煎
餅
」

と
い
う
煎
餅
屋
さ
ん
の
広
告
を
兼
ね
て
作
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
、
歌
舞
伎
十
八
番
の
『
助す

け
ろ
く六
由ゆ
か
り
の縁
江え

ど戸
桜ざ
く
ら』
に
出
て
く
る
役
ど
こ

ろ
で
す
。

　

主
人
公
は
助
六
と
揚
巻
で
す
か
ら
、
朝
顔
仙
平
は
端
役
で
、
し

か
も
コ
ミ
カ
ル
な
役
で
す
。
し
か
し
こ
の
役
で
左
団
次
は
大
当
た

り
を
取
っ
た
ら
し
い
。
当
時
の
錦
絵
や
番
付
を
見
て
み
ま
す
と
、

明
治
十
七
年
四
月
に
新
富
座
で『
助
六
由
縁
江
戸
桜
』が
上
演
さ
れ
、

市
川
左
団
次
が
朝
顔
仙
平
を
演
じ
ま
し
た
。
上
演
時
の
錦
絵
が
残
っ

て
い
ま
す
【
資
８
⑧
】。
一
方
、
も
う
一
枚
の
錦
絵
は
明
治
十
九
年

一
月
の
も
の
で
、
上
演
記
録
に
符
合
し
ま
せ
ん
【
資
９
⑨
】。
よ
く

見
る
と
「
布
袋
／
市
川
左
団
次
／
君
が
代
や
下
谷
は
布
袋
の
雑
煮

腹
」
と
書
い
て
あ
り
、
開
板
が
一
月
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
歌
舞
伎
役

者
を
七
福
神
に
見
立
て
た
正
月
の
縁
起
物
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
人
気
役
者
が
勢
ぞ
ろ
い
す
る
組
み
物
の
錦
絵
で
、
市
川

左
団
次
は
朝
顔
仙
平
の
役
ど
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
定

番
に
な
っ
て
い
る
。
左
団
次
と
聞
け
ば
、
当
時
の
芝
居
通
は
す
ぐ

に
あ
の
派
手
な
朝
顔
模
様
の
着
付
け
と
、
煎
餅
づ
く
し
の
剽
軽
な

セ
リ
フ
を
思
い
浮
か
べ
た
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
②
の
手
紙
の
朝
顔
模
様
は
、
や
は

り
芝
居
の
線
が
濃
厚
で
す
。「
朝
顔
の
な
つ
ち
や
ま
へ
」。
そ
れ
は

「
左
団
次
扮
す
る
朝
顔
の
仙
平
」
を
ふ
ま
え
た
二
人
の
暗
号
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
四
歳
離
れ
た
少
女
ど
う
し
、
姉
妹
の

よ
う
に
親
し
げ
な
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
龍
子
に
は
、
ア
イ

ド
ル
好
き
の
後
輩
を
そ
の
ア
イ
ド
ル
の
名
で
呼
ん
で
冷
や
か
し
た

り
、
喜
ば
せ
た
り
す
る
よ
う
な
、
実
に
お
茶
目
な
初
々
し
さ
が
あ
っ

た
の
で
す
。
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龍
子
画『
三
十
六
家
撰
』の
伊
東
夏
子

　

龍
子
書
簡
の
も
う
一
つ
の
謎
は
、
署
名
の
絵
文
字
で
す
。
こ
こ

に
は
瓢
箪
の
形
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
瓢
箪
は
「
ひ
さ
ご
」
と
言
い

ま
す
ね
。
こ
の
「
ひ
さ
ご
」
こ
そ
、
実
は
田
辺
龍
子
が
愛
用
し
た
ペ

ン
ネ
ー
ム
の
一
つ
で
し
た
。
龍
子
は
『
女
学
世
界
』
な
ど
の
雑
誌
に

寄
稿
す
る
際
、「
花
圃
」
と
並
ん
で
「
ひ
さ
ご
」
の
署
名
も
使
っ
て
い

ま
す
。
大
体
明
治
二
十
三
、四
年
頃
の
文
章
が
中
心
で
、
そ
れ
だ
け

を
見
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
左
団
次
の
錦
絵
と
は
少
し
時
代
が
離
れ

ま
す
。
た
だ
、
こ
の
「
ひ
さ
ご
」
の
号
は
、
も
っ
と
早
い
時
期
に
使

い
始
め
て
い
た
は
ず
で
す
。「
ひ
さ
ご
」
は
仮
名
で
書
く
よ
り
も
、

絵
で
描
い
た
サ
イ
ン
の
方
が
断
然
見
栄
え
が
す
る
。
も
と
は
絵
に

添
え
た
サ
イ
ン
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

田
辺
龍
子
の
お
父
さ
ん
は
外
交
官
で
す
。
古
い
言
い
方
で
す
が
、

花
嫁
修
行
の
た
め
、
上
流
階
級
の
お
嬢
様
と
し
て
、
龍
子
は
様
々

な
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
習
い
事
の
一
つ
が

絵
で
、
絵
師
の
河か

わ
な
べ
き
ょ
う
さ
い

鍋
暁
斎
に
入
門
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　

な
ぜ
分
か
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
暁
斎
と
い
う
人

は
描
く
こ
と
の
魅
力
に
憑
り
つ
か
れ
た
よ
う
な
人
で
、
日
常
の
出

来
事
を
皆
絵
日
記
に
描
い
て
残
し
ま
し
た
。
言
葉
の
説
明
は
ご
く

わ
ず
か
で
、
何
の
出
来
事
を
描
い
た
絵
か
分
か
ら
な
い
も
の
も
あ

る
。
た
だ
面
白
い
こ
と
に
、
明
治
十
八
年
二
月
二
十
三
日
の
項
を

見
ま
す
と
、「
田
辺
辰
子
」
と
い
う
名
の
若
い
娘
が
絵
の
稽
古
に
励

む
様
子
が
見
え
ま
す
【
資
11
⑪
】。
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
一

月
二
十
九
日
に
は
、
同
じ
若
い
娘
が
紙
を
前
に
画
題
を
思
案
し
て

い
る
絵
が
あ
り
、
そ
ば
に「
壱
円
」の
絵
と「
入
門
」の
説
明
が
添
え

て
あ
る
。
こ
れ
は
田
辺
龍
子
の
入
門
の
日
を
描
い
た
絵
日
記
と
言

わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
②
の
書
簡
の
文
中
に
、「
三
十
六
哥
仙
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
萩
の
舎
の
歌
人
達
を

三
十
六
歌
仙
に
譬
え
、
絵
と
歌
を
百
人
一
首
の
絵
札
の
よ
う
に
組

み
合
わ
せ
て
綴
っ
た
手
作
り
の
冊
子
で
す
。
戦
後
に
作
ら
れ
た
そ

の
複
製
が
一
葉
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
今
回
の
企
画
で
三

階
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
複
製
と
は
い
え
限
定
百
部
の
大
変
な

珍
品
で
、
私
も
今
回
の
展
示
で
初
め
て
拝
見
し
ま
し
た
。
原
本
成

立
の
年
代
は
不
明
で
す
が
、
明
治
十
八
年
頃
と
推
測
さ
れ
る
そ
う

で
す
。
確
か
に
、
暁
斎
の
絵
日
記
に
龍
子
が
出
て
く
る
の
は
、
ほ

ぼ
明
治
十
八
年
の
一
年
間
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
申
し
ま
し
た
通
り
、
②
の
書
簡
の
内
容
は
、「
か
わ
ほ
り

に
う
ち
ま
し
り
て
も
、
と
か
な
ん
と
か
申
御
哥
」
を
教
え
て
ほ
し
い

と
い
う
趣
旨
で
し
た
。『
三
十
六
家
撰
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
伊
東

夏
子
の
絵【
資
10
⑩
】を
見
ま
す
と
確
か
に
、「
か
は
ほ
り
に 

う
ち
ま

し
り
つ
ゝ 

夕
さ
れ
は 

む
か
ひ
の
小
田
に 

と
ふ
蛍
哉
」
と
い
う
歌
が
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書
か
れ
て
い
ま
す
。「
か
わ
ほ
り
」
は
蝙
蝠
の
こ
と
。
②
の
書
簡
は
、

ま
さ
に
『
三
十
六
家
撰
』
が
成
立
す
る
舞
台
裏
を
伝
え
て
い
た
わ
け

で
す
。

　

中
島
歌
子
の
門
下
生
達
を
絵
に
し
た
い
、
そ
し
て
手
紙
に
ま
で

絵
を
描
き
た
く
て
た
ま
ら
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
絵
の
手
習
い
に
熱
中

し
た
の
は
、
や
は
り
暁
斎
の
許
に
通
っ
た
明
治
十
八
年
前
後
と
見

る
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
①
や
②
の
書
簡
が
、
明
治

十
八
年
前
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
左
団
次
の「
朝
顔
仙
平
」

が
人
気
を
博
し
た
時
期
と
も
ち
ょ
う
ど
重
な
り
ま
す
。
ま
た
、
手

紙
の
文
面
が
子
供
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
言
葉
遣
い
に
な
っ
て
い

る
の
に
も
納
得
が
い
き
ま
す
。
明
治
十
八
年
、
伊
東
夏
子
は
よ
う

や
く
満
十
三
歳
を
迎
え
よ
う
と
す
る
少
女
で
し
た
。

　

絵
文
字
を
「
左
団
次
」
と
読
み
解
く
こ
と
で
、
色
々
な
こ
と
に
辻

褄
が
合
っ
て
き
ま
す
。
書
簡
と
『
三
十
六
家
撰
』
の
年
代
推
定
の
新

た
な
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

回
想
録
の
中
の
一
葉
―
―
花
圃
Ｖ
Ｓ
夏
子

　

こ
こ
か
ら
は
少
し
話
題
を
変
え
て
、
樋
口
一
葉
の
人
物
像
に
迫
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
葉
は
自
己
を
日
記
の
中
で
語
っ
て
お

り
ま
す
し
、
彼
女
の
才
能
は
作
品
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
た
だ
、

一
葉
が
生
身
の
人
間
と
し
て
萩
の
舎
の
中
で
ど
う
振
る
舞
っ
た
の

か
。
こ
れ
は
『
一
葉
日
記
』
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
一
人
の
人
物
像
は
、本
人
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、

他
者
に
よ
る
評
価
を
含
め
て
複
合
的
に
理
解
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
萩
の
舎
の
人
物
関
係
の
中
で
、
一
葉
に
つ
い
て
証

言
し
て
い
る
の
は
、
田
辺
龍
子
と
伊
東
夏
子
の
二
人
で
す
。
こ
れ

を
読
み
比
べ
る
と
実
に
意
外
な
ほ
ど
で
、
二
人
が
一
葉
と
い
う
人

物
を
い
か
に
違
っ
た
角
度
か
ら
見
て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
様
々

な
点
に
関
す
る
評
価
が
正
反
対
な
の
で
す
。

　

二
人
の
回
想
に
は
時
期
的
に
開
き
が
あ
り
ま
し
て
、
龍
子
（
三
宅

花
圃
、
旧
姓
田
辺
）
の
回
想
は
明
治
四
十
一
年
に
始
ま
り
、
昭
和
初

期
に
か
け
て
何
度
か
一
葉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
夏

子
（
田
辺
夏
子
、
旧
姓
伊
東
）
の
方
は
、
そ
の
間
じ
っ
と
こ
れ
を
聞

い
て
い
て
、
昭
和
十
六
年
に
初
め
て
一
葉
へ
の
思
い
を
明
か
し
ま

す
。
そ
れ
が
龍
子
の
回
想
で
知
ら
れ
て
い
た
一
葉
と
は
全
然
違
う

も
の
だ
っ
た
の
で
、
関
係
者
に
は
衝
撃
的
だ
っ
た
ら
し
い
。
樋
口

一
葉
と
は
一
体
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
。
か
え
っ
て
そ
の
謎
が
深

ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
で
す
。

　

龍
子
と
夏
子
の
回
想
を
す
べ
て
揃
え
て
眺
め
ま
す
と
、
不
思
議

な
こ
と
に
細
か
い
所
ま
で
話
題
の
選
び
方
が
共
通
し
て
い
て
、
し

か
も
内
容
が
反
対
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
龍
子
に
よ
れ
ば
、

一
葉
は
「
ふ
く
み
声
の
鼻
に
か
ゝ
り
て
ほ
ん
と
に

く
と
く
り
か
へ

し
て
物
を
い
ふ
癖
」が
あ
っ
た
り「
身
を
す
り
よ
せ
て
」物
を
言
っ
た



― 169 ―

講演録　二人の夏子―樋口一葉と伊東夏子― 

り
す
る
。
島
崎
藤
村
や
斎
藤
緑
雨
の
人
物
評
を
す
る
な
ど
噂
が
好

き
で
、「
如
才
な
い
物
ご
し
の
や
さ
し
い
」
部
分
と
、「
少
し
偏
屈
に

て
、
何
か
言
葉
の
は
し
に
む
す
ぼ
れ
た
る
や
う
な
意
の
こ
も
れ
る
」

部
分
と
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
【
資
12
ア
】。
は
き
は
き
、
さ

ば
さ
ば
し
た
感
じ
で
は
な
く
て
、
し
な
だ
れ
か
か
っ
て
く
る
よ
う

な
感
じ
の
話
し
好
き
で
あ
っ
た
り
、
如
才
な
く
人
間
関
係
を
取
回

し
た
り
す
る
、
抜
け
目
な
い
お
か
み
さ
ん
風
の
人
物
と
し
て
龍
子

は
後
輩
を
見
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

一
方
、
同
い
年
の
夏
子
に
言
わ
せ
ま
す
と
、「
人
の
膝
に
手
を
お

い
て
、
ネ
ー

く
と
言
ふ
た
り
、
人
に
ひ
つ
つ
く
様
に
し
て
、
自

分
か
ら
親
し
み
を
も
と
め
て
ゆ
く
な
ど
と
云
ふ
事
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
」。
近
眼
で
人
の
顔
も
見
え
な
い
く
ら
い
な
の
に
、

そ
ん
な
馴
れ
馴
れ
し
い
格
好
を
す
る
だ
ろ
う
か
と
言
っ
て
い
ま
す

【
資
12
ア
】。

　

龍
子
に
と
っ
て
、
一
葉
は
ど
う
も
生
意
気
に
見
え
た
よ
う
で
す

ね
。
明
治
十
九
年
十
一
月
九
日
、
一
葉
が
入
門
し
た
日
で
す
。「
私

達
は
五
目
寿
司
の
御
馳
走
に
な
つ
た
。
／
そ
の
寿
司
を
運
ん
だ
の

は
つ
い
ぞ
見
か
け
た
事
の
な
い
ほ
つ
そ
り
と
し
た
、
小
綺
麗
な

十
五
歳
位
の
髪
の
毛
の
う
す
い
娘
で
あ
つ
た
。
す
ゝ
め
ら
れ
た
五

目
寿
司
の
盛
ら
れ
た
小
皿
を
、
ふ
と
見
る
と
も
な
く
見
る
と
こ
ん

な
文
句
が
書
き
つ
け
て
あ
つ
た
。
／
「
清
風
徐
吹
来
」
何
の
気
な
く

江
崎
さ
ん
と
私
と
が
こ
の
文
句
を
よ
み
あ
げ
る
と
、
前
に
坐
つ
て

ゐ
た
そ
の
娘
は
さ
か
し
さ
う
に
瞳
を
輝
か
し
な
が
ら
、
何
と
な
く

気
ま
り
悪
さ
う
に
小
さ
な
声
で
、
／
「
水
波
不
起
」
と
突
嗟
間
に
」

言
葉
を
続
け
た
と
い
う
の
で
す
。
宋
の
蘇
軾
が
書
い
た
名
文
「
赤
壁

賦
」
を
一
葉
が
暗
誦
し
た
の
に
驚
い
て
、「
こ
の
小
娘
は
何
と
い
ふ

小
生
意
気
な
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
思
っ
た
と
言
い
ま
す
。
入
門
初
日

か
ら
先
輩
に
目
を
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。「
こ
の
娘
が
樋
口
一

葉
、
そ
の
頃
の
私
達
の
呼
び
名
を
も
つ
て
す
る
な
ら
ば
「
な
つ
ち
や

ん
」な
の
で
あ
る
」【
資
13
イ
】。
萩
の
舎
の
初
代「
な
っ
ち
ゃ
ん
」は

伊
東
夏
子
で
、
今
度
ま
た
樋
口
夏
子（
一
葉
）と
い
う
新
し
い「
な
っ

ち
ゃ
ん
」
が
入
っ
て
き
た
の
で
、
区
別
す
る
の
に
伊
東
夏
子
は
「
い

な
っ
ち
ゃ
ん
」、
樋
口
夏
子
は「
ひ
な
っ
ち
ゃ
ん
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

歌
会
の
記
録
を
見
て
も
、「
夏
子
」の
上
に
カ
タ
カ
ナ
の「
ヒ
」と「
イ
」

あ
る
い
は
漢
字
の「
樋
」と「
伊
」が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

龍
子
は
小
癪
な
小
娘
と
思
っ
た
わ
け
で
す
が
、
親
友
の
夏
子
は

次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
ま
す
。
一
葉
は
確
か
に
、「
み
の
子
さ
ん

や
私
の
、
平
民
組
と
一
緒
に
、
会
の
時
は
茶
菓
を
は
こ
ぶ
手
伝
ひ

は
し
ま
し
た
」
と
。
け
れ
ど
も
「
毎
月
の
例
会
に
お
す
し
の
出
た
事

は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」（
会
場
内
に
笑
い
）。
龍
子
の
証

言
を
完
全
に
意
識
し
た
反
撃
で
す
。
私
た
ち
は
平
民
三
人
組
で
一

緒
に
働
い
て
い
た
か
ら
よ
く
分
る
ん
だ
と
言
い
た
げ
な
ん
で
す
ね
。

「
生
意
気
と
か
傲
慢
と
か
、
物
知
り
ぶ
る
と
か
言
ふ
感
じ
は
、
始
め

か
ら
全
く
無
い
人
で
し
た
」【
資
14
イ
】。
一
体
ど
ち
ら
が
本
当
な
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の
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
龍
子
は
、
一
葉
が
ひ
が
み
屋
で
、
親
切
な
師
匠
す
ら
恨

ん
で
い
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
彼
女
が
残
し
た
日
記
に
依
つ
て
も

知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
彼
女
は
中
島
先
生
が
親
切
を
尽
し
て
く

だ
さ
ら
な
か
つ
た
こ
と
を
か
こ
つ
て
ゐ
る
。
…
け
れ
ど
も
中
島
先

生
は
な
つ
ち
や
ん
に
対
し
て
実
に
親
切
で
あ
つ
た
。
貧
し
い
な
つ

ち
や
ん
に
は
思
ふ
や
う
に
着
物
な
ど
も
買
へ
な
い
。
中
島
先
生
は

よ
く
自
分
の
着
物
を
仕
立
て
な
ほ
し
て
な
つ
ち
や
ん
に
着
せ
て
ゐ

ら
つ
し
た
」【
資
14
ウ
】。
一
葉
は
恩
知
ら
ず
だ
と
言
う
の
で
す
が
、

（
伊
東
）夏
子
の
方
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
夏
子
さ
ん（
一
葉
）が
、

特
別
に
師
匠
の
悪
口
や
不
満
を
も
ら
し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
日
記
に
は
出
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
と

く
日
記

は
、
焼
き
す
て
て
く
れ
と
言
ふ
て
ゐ
た
位
で
、
絶
対
に
人
の
目
に

ふ
れ
ぬ
つ
も
り
で
、
作
り
か
ざ
り
の
無
い
、
自
分
の
思
ひ
を
、
述

べ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
詞
に
慎
み
の
あ
る
人
に
は
、日
記
は
、

自
分
の
思
ひ
の
発
散
場
所
だ
つ
た
の
で
す
」【
資
14
ウ
】。
こ
ん
な

感
じ
で
、
一
葉
を
庇
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
と
え
日
記
に
書
い

た
と
し
て
も
、
当
時
面
と
向
か
っ
て
師
匠
の
不
満
を
言
っ
た
こ
と

な
ど
、
自
分
た
ち
の
間
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
夏
子
の
言
い

分
で
す
。

　

さ
ら
に
続
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
バ
ト
ル
な
ん
で
す
け
ど

も
（
会
場
内
に
笑
い
）、
龍
子
か
ら
で
す
。「
あ
る
時
、
多
分
明
治

二
十
五
年
頃
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
な
つ
ち
や
ん
が
私
の
家
へ
や
つ

て
来
た
。
／
一
時
間
位
、
し
な
を
作
つ
て
は
散
々
し
ね
く
ね
し
ね

く
ね
と
し
た
揚
句
、
帰
る
時
に
言
ひ
出
し
た
の
は
、「
あ
の
、
私
、

貴
女
様
の
御
真
似
を
致
し
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
あ
の
、

私
の
や
う
な
者
が
そ
ん
な
お
ま
ね
を
し
た
い
な
ど
ゝ
申
し
上
げ
る

の
は
恥
し
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
…
…
」
と
か
何
と
か
い
つ
て
そ
の
日

は
そ
れ
で
帰
つ
て
行
つ
た
。
／
私
の
真
似
と
い
ふ
の
は
原
稿
稼
ぎ

を
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
当
時
私
は
、
つ
ま
ら
な
い
物
を

書
い
て
は
雑
誌
な
ど
に
の
せ
た
り
、
ま
た
最
近
に
は
、
金
港
堂
か

ら
出
版
し
た
り
し
て
ゐ
た
。
貧
し
い
な
つ
ち
や
ん
に
し
て
み
れ
ば
、

こ
う
し
た
な
り
は
ひ
は
濡
れ
手
で
粟
を
摑
む
や
う
な
ぼ
ろ
い
金
も

う
け
の
方
法
と
思
へ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」【
資
15
エ
】。「
ぼ
ろ
い

金
も
う
け
」
と
い
う
あ
た
り
が
何
と
も
刺
々
し
く
て
、
や
は
り
悪
意

を
感
じ
ま
す
よ
ね
。
昭
和
六
年
に
も
な
っ
て
、
明
治
二
〇
年
代
の

こ
と
を
こ
う
い
う
風
に
証
言
し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け
を
読

む
と
、
田
辺
龍
子
っ
て
ど
う
い
う
方
な
の
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

当
然
夏
子
も
黙
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
小
説
を
初
め
た
の
は
、
金
が

欲
し
い
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
母
、
妹
さ
ん
を
、
養
ひ

た
い
た
め
で
」、
ご
存
じ
の
よ
う
に
三
人
の
女
所
帯
を
支
え
た
の
が

一
葉
で
す
。
そ
れ
が
目
的
な
の
だ
か
ら
、「
自
分
が
欲
ば
る
と
云
ふ

点
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
『
金
に
刺
戟
さ
れ
た
の
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で
す
本
当
を
い
へ
ば
』
な
ど
と
、
言
は
れ
る
と
、
拝
金
者
の
や
う
に

き
こ
え
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
、
龍
子
の
証
言
に
勝
負
を
挑
ん
で
い
ま

す【
資
15
エ
】。

　

こ
の
他
に
も
色
々
続
き
ま
す
。
師
匠
が
や
っ
と
工
面
し
た
お
金

な
の
に
、
一
葉
は
当
た
り
前
の
よ
う
な
顔
で
受
け
取
っ
て
、
恩
を

知
ら
な
い
と
龍
子
が
言
え
ば
、
い
つ
も
頭
を
ぺ
こ
ぺ
こ
下
げ
て
師

匠
に
感
謝
ば
か
り
し
て
い
た
と
夏
子
は
言
い
ま
す
し
【
資
17
キ
】、

島
崎
藤
村
、
馬
場
孤
蝶
、
平
田
禿
木
な
ど
と
い
う
『
文
学
界
』
の
若

手
と
派
手
な
交
流
が
あ
っ
て
、
土
間
に
書
生
の
下
駄
が
い
っ
ぱ
い

あ
っ
た
と
龍
子
が
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
夏
子

は
反
論
し
て
い
ま
す【
資
18
ク
】。

　

一
体
ど
ち
ら
の
一
葉
が
本
当
な
ん
だ
ろ
う
か
と
、
読
む
方
は
戸

惑
う
ば
か
り
で
す
。
一
葉
を
応
援
す
る
者
は
、
龍
子
を
悪
役
に
し

た
い
。
け
れ
ど
も
、
龍
子
の
気
持
ち
に
な
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。

一
葉
が
小
説
を
書
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
龍
子
の
『
藪
の
鶯
』、
こ

の
小
説
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
現
代
一
般
に
は
な
か
な
か
い
ま
せ

ん
。
一
葉
の
方
は
、
擬
古
文
が
読
み
づ
ら
い
と
言
っ
て
も
文
庫
本

に
な
っ
て
い
る
。
名
前
を
聞
け
ば
す
ぐ
分
か
る
。
五
千
円
札
に
な
っ

て
ま
す
。
財
布
に
入
っ
て
る
（
会
場
内
に
笑
い
）。
知
名
度
に
は
随

分
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
明
治
の
頃
か
ら
、
そ
う
い

う
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

龍
子
は
自
分
こ
そ
一
葉
を
小
説
家
に
す
る
た
め
努
力
し
た
、
そ

れ
な
の
に
一
葉
は
感
謝
も
し
な
い
と
繰
り
返
し
言
い
た
い
よ
う
で

す
が
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
も
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
一
葉
は
四

歳
年
下
の
後
輩
な
の
に
、
自
分
を
追
い
抜
い
て
有
名
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
龍
子
は
負
け
ず
嫌
い
の
お
嬢
様
育
ち
で
す
。
そ
の
へ
ん

を
考
え
ま
す
と
、
龍
子
が
何
十
年
経
っ
て
も
ム
キ
に
な
っ
て
一
葉

の
悪
口
を
言
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
種
の
人
間
ら
し
い
業

の
深
さ
を
見
て
し
ま
い
ま
す
。
龍
子
の
中
で
、
一
葉
は
ま
だ
死
ん

で
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
生
々
し
さ
を
感

じ
ま
す
。

　
　
　
　

何
が
事
実
か

　

た
だ
、
そ
ん
な
一
般
論
に
持
っ
て
い
く
前
に
、
本
当
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
、
分
か
る
な
ら
や
は
り
知
っ
て
お
き
た
い
。
皆
さ
ん
伊
東

夏
子
が
語
っ
た
よ
う
な
一
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
わ
け
で
す

が
、
夏
子
の
証
言
に
も
、
疑
わ
し
い
部
分
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
状
況
的
に
気
に
な
る
の
は
や
は
り
、
彼
女
の
話
が
全
部
、

龍
子
へ
の
意
図
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
龍
子
に
は

一
葉
を
貶
め
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
女
の
才
能
を
認

め
て
い
た
証
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
感
情
を
抑
え
き
れ
ず
に
棘

の
あ
る
言
い
方
を
す
る
。
そ
れ
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
、
正
反

対
の
こ
と
を
述
べ
る
の
が
夏
子
で
す
。
こ
れ
は
、
夏
子
の
文
章
だ



― 172 ―

け
を
読
ん
で
も
気
づ
か
ず
、
比
較
す
る
こ
と
で
は
っ
き
り
と
分
か

り
ま
す
。
龍
子
は
夏
子
を
意
識
せ
ず
に
語
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

夏
子
に
は
龍
子
へ
の
明
ら
か
な
対
抗
意
識
が
あ
る
。
そ
う
い
う
違

い
が
あ
り
ま
す
。

　

証
言
の
信
憑
性
を
測
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
半
井
桃
水
と
の
噂

に
関
す
る
部
分
を
例
に
し
ま
す
。
一
葉
は
龍
子
の
刺
激
で
小
説
を

書
こ
う
と
思
い
立
ち
、
朝
日
新
聞
の
記
者
で
小
説
家
の
半
井
桃
水

に
入
門
し
ま
す
。
桃
水
は
当
時
三
十
そ
こ
そ
こ
の
男
ざ
か
り
で
、

妻
を
亡
く
し
て
独
身
。
洒
落
っ
気
が
あ
り
親
切
で
、
色
白
の
美
男

子
で
し
た
。
当
然
、
萩
の
舎
で
は
色
々
に
取
沙
汰
さ
れ
て
、
一
葉

は
非
常
に
辛
い
思
い
を
し
ま
す
。

　

龍
子
は
こ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て
、
責
任
は
一
葉
に
あ
る

と
言
っ
て
い
ま
す
。「
男
と
の
交
際
は
沢
山
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
あ

皮
肉
評
を
す
る
方
が
多
く
て
、
恋
（
ラ
ブ
）
に
落
ち
た
事
は
遂
に
無

か
つ
た
様
で
す
。
半
井
桃
水
さ
ん
と
は
よ
く
往
来
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
半
井
桃
水
と
よ
く
噂
が
口
に
上
り
ま
し
た
。
私
此
間
の
晩

に
行
つ
た
ら
半
井
さ
ん
が
臥
て
ゐ
た
と
か
何
う
と
か
で
、
私
蒲
団

を
も
う
一
枚
懸
け
て
や
つ
た
と
か
何
う
と
か
、
そ
ん
な
事
を
ず
ん

く
話
す
の
で
す
。「
貴
女
そ
ん
な
事
を
滅
多
に
話
す
も
の
ぢ
や
あ

り
ま
せ
ん
。
人
に
何
と
か
言
は
れ
ま
す
よ
」
と
申
し
た
事
で
し
た
が

誰
に
で
も
半
井
さ
ん
の
噂
を
ず
ん

く
す
る
も
の
で
す
か
ら
果
し

て
評
判
に
上
り
ま
し
た
」【
資
16
オ
】。

　

そ
れ
に
対
し
て
夏
子
の
方
で
は
、「
桃
水
に
、
小
説
を
見
て
も
ら

ひ
初
め
ま
し
た
時
、
独
身
で
好
男
子
だ
か
ら
都
合
が
よ
く
な
い
と
、

言
ひ
ま
し
た
の
で
、
何
か
思
は
せ
ぶ
り
の
事
を
言
ふ
か
と
問
ひ
ま

し
た
ら
そ
ん
な
事
は
一
度
も
無
い
が
、
此
間
嫁
の
申
込
を
、
断
り

ま
し
た
よ
と
、
話
し
た
が
、
そ
ん
な
よ
け
い
の
事
、
わ
た
し
に
言

は
ず
と
も
い
い
に
と
、
思
ふ
た
だ
け
と
、
只
そ
れ
だ
け
で
、
み
の

子
さ
ん
に
も
私
に
も
、
桃
水
の
の
ろ
け
じ
み
た
事
は
一
度
も
も
ら

し
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
へ
好
き
な
人
が
あ
つ
た
と

し
て
も
、
人
の
前
で
手
ば
な
し
で
、
の
ろ
け
る
や
う
な
、
そ
ん
な

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」と
い
う
反
論
に
な
る【
資
16
オ
】。

　

こ
こ
で
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
こ
の
龍
子
の
証
言
が
明

治
四
十
一
年
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
一
葉
の
日
記
に
は
、
確
か

に
桃
水
が
寝
て
い
る
所
へ
一
葉
が
一
人
訪
ね
て
行
く
記
述
が
何
度

か
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

明
治
四
十
五
年
、
博
文
館
か
ら
出
た
『
一
葉
全
集
』
が
最
初
な
ん
で

す
。
半
井
家
で
一
葉
が
何
を
し
て
い
た
か
、
こ
れ
は
一
葉
か
ら
直

接
聞
い
た
の
で
な
い
限
り
、
明
治
四
十
一
年
の
龍
子
が
知
り
得
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
現
に
語
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

一
葉
は
嬉
し
く
て
、
つ
い
の
ろ
け
て
し
ま
っ
た
と
考
え
な
い
と
辻

褄
が
合
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
活
字
に
な
る
前
に
一
葉
の
日
記
を

見
た
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
日
記
を
読
ん

で
い
な
い
と
龍
子
は
断
っ
て
い
ま
す
。
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一
葉
と
龍
子
の
交
流
を
客
観
的
に
知
る
資
料
と
し
て
は
、
書
簡

が
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
二
十
五
年
七
月
二
日
に
龍
子
か
ら
一
葉

に
送
ら
れ
た
手
紙
を
ご
紹
介
し
ま
す
。「
一
昨
日
ミ
の
子
様
御
来
訪

か
ね
て
御
咄
し
の
事
承
り
申
候
。
い
ろ

く
御
事
情
も
承
り
お
よ

び
、
御
き
の
毒
に
存
じ
候
。
や
す

く
御
う
け
合
は
申
候
も
の
ゝ
、

随
分
御
承
知
の
通
り
青
蠅
な
す
蚊
学
者
の
候
世
の
有
様
、
思
ひ
通

り
に
行
け
バ
よ
い
が
と
気
遣
は
し
く
候
」【
資
20
①
】。
一
葉
が
田

中
み
の
子
を
通
じ
て
龍
子
に
、
小
説
の
持
ち
込
み
先
の
世
話
を
頼

ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
半
井
桃
水
の
『
武
蔵

野
』
と
い
う
雑
誌
に
作
品
を
載
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
二
人

の
仲
が
噂
さ
れ
て
も
う
桃
水
に
は
頼
め
な
い
。
生
活
の
た
め
に
小

説
を
書
き
続
け
る
な
ら
、
あ
と
は
先
輩
の
龍
子
に
頼
む
し
か
な
い
。

一
葉
の
方
か
ら
頼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　

龍
子
の
文
面
に
は
、
実
に
後
輩
思
い
の
人
の
良
さ
が
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。《
夏
の
読
み
物
は
よ
く
売
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
間
に
合
う

よ
う
原
稿
が
で
き
ま
せ
ん
か
。
細
か
い
も
の
を
沢
山
書
く
よ
り
は

一
つ
大
き
な
作
品
を
書
い
て
人
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る
よ
う
に
》
と
丁

寧
な
ア
ド
バ
イ
ス
。
そ
し
て
、「
理
屈
ば
つ
た
事
申
や
う
な
れ
ど
、

人
は
ま
ご
ゝ
ろ
が
肝
心
に
て
、
わ
ら
つ
て
咄
す
時
斗
が
友
に
ハ
候

は
ず
。
泣
て
か
た
る
時
の
友
こ
そ
誠
の
友
と
存
じ
候
。
私
く
し
か

な
り
身
に
不
相
応
な
辛
い
も
酸
も
な
め
し
ゆ
ゑ
か
、
君
の
事
承
り

て
も
浅
か
ら
ぬ
御
同
情
を
持
居
候
。
何
と
ぞ
御
心
の
中
打
明
ら
れ
、

元
来
浅
学
無
識
何
の
御
役
に
も
た
ゝ
ね
ど
、
泣
て
か
た
る
友
否
姉

妹
と
も
お
ぼ
し
め
さ
れ
被
下
度
し
。
…
何
と
ぞ

く
こ
の
上
の
願

は
、万
事
御
勉
強
あ
り
て
、後
世
に
も
残
る
べ
き
も
の
御
著
し
あ
り
、

当
代
の
紫
式
部
と
も
清
少
納
言
と
も
も
て
は
や
さ
れ
給
は
ん
事
に

御
坐
候
。
…
わ
た
く
し
は
一
番
君
に
お
も
き
を
お
き
居
候
に
御
坐

候
。
何
と
ぞ

く
た
ゞ
な
ぐ
さ
み
な
ど
ゝ
い
ふ
私
く
し
の
や
う
な

の
ハ
極
々

く
く
あ
し
き
事
故
、
一
生
懸
命
に
御
成
遊
し
て
、

御
心
を
高
潔
に
、
お
も
ひ
を
こ
ら
し
給
ひ
て
、
よ
の
中
の
女
と
い

ふ
も
の
ゝ
名
誉
を
も
御
起
し
被
下
度
し
」【
資
20
①
】こ
こ
ま
で
言
っ

て
一
葉
を
励
ま
し
て
い
る
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
自
分
が
先
輩
で
、
小
説
家
と
し
て
も
先
に
成
功
し
て
い

ま
し
た
か
ら
、
そ
の
余
裕
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す
け

ど
も
、
こ
れ
だ
け
後
輩
思
い
に
親
身
に
な
っ
て
骨
を
折
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
龍
子
の
お
蔭
で
一
葉
は
原
稿
を
売
る
こ
と
が
で
き
た
。

回
想
だ
け
読
む
と
、
龍
子
は
何
と
恩
着
せ
が
ま
し
い
人
か
と
早
合

点
し
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
一
葉
は
実
際
、
龍
子
に
は
世
話
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

一
葉
か
ら
龍
子
に
送
っ
た
八
月
四
日
の
手
紙
が
あ
り
ま
す
。《
早

く
小
説
を
完
成
さ
せ
て
お
見
せ
し
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
う

ま
く
い
か
ず
遅
れ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
紹
介
し
て
下
さ
っ
た

の
に
私
が
な
か
な
か
書
か
な
い
か
ら
、
あ
な
た
は
怒
っ
て
い
ま
せ

ん
か
、
そ
れ
が
と
に
か
く
心
配
で
す
》
と
い
う
詫
び
か
ら
入
っ
て
、
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「
先
日
参
上
の
節
も
不
足
の
な
き
お
し
や
べ
り
を
申
な
が
ら
、
ま
だ

く
御
話
し
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
も
種
々
あ
り
、
と
角
御
見
捨
な

き
様
と
の
ミ
祈
り
居
候
」
と
書
い
て
み
た
り
、「
も
し

く
友
の
か

た
は
し
と
も
思
し
置
れ
候
ハ
ゞ
」
と
書
い
て
み
た
り
。
最
後
に
は
歌

も
付
い
て
い
ま
し
て
、「
よ
も
ぎ
ふ
に
さ
し
入
る
月
の
か
げ
ミ
れ
ば

よ
は
捨
が
た
き
も
の
に
ぞ
有
け
る
」
―
―
草
ぼ
う
ぼ
う
の
あ
ば
ら

家
に
住
ん
で
い
て
も
、
そ
こ
に
清
ら
か
な
月
が
射
し
て
く
る
。
こ

の
月
の
光
を
見
て
い
る
と
、
世
の
中
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
思

う
。
そ
う
い
う
歌
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
歌
を
龍
子
に
送
る
意
味
は

明
白
で
す
。《
あ
な
た
に
お
す
が
り
し
て
、
私
は
ど
れ
だ
け
助
か
っ

て
い
る
か
分
ら
な
い
。
貧
乏
な
中
に
も
あ
な
た
だ
け
が
頼
り
だ
》と
、

龍
子
の
温
情
を
貧
乏
な
家
に
差
し
込
む
月
の
光
に
譬
え
て
い
ま
す

【
資
21
②
】。

　
「
不
足
の
な
き
お
し
や
べ
り
を
申
し
な
が
ら
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、

一
葉
は
や
は
り
、
龍
子
の
前
で
は
結
構
な
お
喋
り
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
手
紙
の
文
も
非
常
に
そ
つ
な
く
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

私
の
こ
と
を
友
達
だ
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
の
に
甘
え
て
見
逃
し
て

ほ
し
い
と
か
、
も
っ
と
喋
り
た
い
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
筆
に
は

尽
く
せ
な
い
と
か
、
こ
ん
な
歌
も
作
っ
て
み
ま
し
た
と
言
っ
て
相

手
を
持
ち
上
げ
る
と
か
、
意
外
に
も
世
故
に
長
け
た
よ
う
な
一
葉

の
一
面
が
垣
間
見
え
て
い
ま
す
。
伊
東
夏
子
が
語
る
、
奥
ゆ
か
し

く
て
御
殿
女
中
の
よ
う
な
一
葉
の
姿
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
に

思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
龍
子
が
一
葉
を
下
町
の
お
か
み
さ
ん
風

に
見
て
い
た
の
と
、
夏
子
が
一
葉
を
堅
い
礼
儀
正
し
い
人
と
見
て

い
た
こ
と
の
違
い
は
、
樋
口
一
葉
と
い
う
人
間
像
の
背
景
を
考
え

る
場
合
に
は
中
々
暗
示
的
で
す
。
一
葉
の
家
は
、
士
族
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
家
系
的
に
は
農
家
で
す
。
父
が
武
士
に
な
っ
た
と
言
っ

て
も
幕
府
は
す
ぐ
倒
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
し
、
彼
女
の
生
活
は

と
て
も
豊
か
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
非
常

に
庶
民
的
な
面
を
持
つ
一
方
、
和
歌
の
高
い
教
養
を
身
に
付
け
て

い
て
、
歌
の
仲
間
で
は
一
番
の
才
能
を
示
し
ま
す
。
凛
と
し
た
士

族
の
娘
と
い
う
雰
囲
気
も
確
か
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
に

片
付
け
よ
う
と
し
て
も
、
一
葉
と
い
う
人
は
片
付
か
な
い
人
で
す
。

こ
う
い
う
二
つ
の
面
を
そ
れ
ぞ
れ
極
端
な
形
で
見
よ
う
と
す
る
と
、

田
辺
龍
子
と
伊
東
夏
子
の
よ
う
な
評
価
の
落
差
が
出
て
く
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

龍
子
と
一
葉
の
確
執

　

さ
て
、こ
ん
な
風
に
、一
葉
を
親
身
に
手
助
け
し
て
い
た
龍
子
が
、

後
年
に
は
な
ぜ
回
想
に
一
葉
へ
の
悪
意
を
滲
ま
せ
る
結
果
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因
を
探
る
と
、
明
治
二
十
七
年
五
月

七
日
の
一
件
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
龍
子
が
歌
塾
を
開
く
お
披
露
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目
会
を
催
し
た
日
で
す
。
そ
れ
よ
り
早
く
、
明
治
二
十
七
年
二
月

二
十
七
日
の
『
一
葉
日
記
』
に
は
、
龍
子
独
立
の
噂
を
聞
い
て
、
一

葉
が
狼
狽
し
、
や
や
取
り
乱
す
よ
う
な
場
面
が
出
て
き
ま
す
【
資
22

③
】。

　

こ
の
頃
の
日
記
の
タ
イ
ト
ル
は
「
ち
り
の
中
」。
こ
れ
は
萩
の
舎

の
華
麗
な
世
界
か
ら
離
れ
、
吉
原
遊
廓
裏
手
の
龍
泉
寺
町
に
住
ん

で
、
駄
菓
子
屋
を
兼
ね
た
荒
物
屋
を
や
っ
て
い
た
時
期
に
当
た
り

ま
す
。
自
分
が
そ
の
よ
う
な
時
に
、
き
ら
び
や
か
な
令
嬢
達
を
集

め
て
、
中
島
先
生
の
後
継
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
お
う
と
し

て
い
る
龍
子
の
様
子
を
耳
に
し
た
一
葉
は
、
い
て
も
た
っ
て
も
い

ら
れ
な
く
な
っ
て
田
中
み
の
子
を
訪
ね
ま
す
。
そ
し
て
、
偶
然
来

合
わ
せ
た
伊
東
延
と
三
人
、
萩
の
舎
の
現
状
を
嘆
き
始
め
ま
す
。

「
談
は
中
島
の
師
が
上
な
り
。
品
行
日
々
に
み
だ
れ
て
吝
い
よ

く

甚
敷
、
歌
道
に
尽
す
こ
ゝ
ろ
は
塵
ほ
ど
も
見
え
ざ
る
に
、
弟
子
の

ふ
え
な
ん
こ
と
を
こ
れ
求
め
て
、
我
れ
身
し
り
ぞ
き
て
よ
り
新
来

の
弟
子
二
十
人
に
あ
ま
り
ぬ
」。《
師
匠
も
け
ち
に
な
っ
て
、
金
の

為
に
弟
子
を
増
や
し
、
塾
の
質
を
落
と
し
て
い
る
》
と
。「
か
ゝ
る

が
中
に
こ
の
有
様
を
知
り
つ
く
し
た
る
龍
子
ぬ
し
が
、
こ
れ
に
身

を
投
じ
て
家
門
を
開
か
ん
と
す
」。
こ
の
隙
に
つ
け
こ
ん
で
、
龍
子

さ
ん
が
成
り
上
が
ろ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
話
も
出
て
き
た
。

「
お
ぼ
ろ
げ
の
か
ん
が
へ
に
ハ
あ
ら
ざ
る
べ
し
」。《
た
ま
た
ま
時
期

が
重
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
龍
子
さ
ん
は
機
会
を
狙
っ
て
い
た
ん

だ
ろ
う
》と
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
一
葉
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
田
中
み
の
子
を
激
励

し
始
め
る
ん
で
す
ね
。《
私
は
今
実
業
の
方
面
に
就
い
て
い
る
か
ら
、

す
ぐ
に
歌
で
身
を
興
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
田
中
さ
ん
、

あ
な
た
は
歌
を
ず
っ
と
続
け
て
い
た
で
し
ょ
う
、
龍
子
な
ん
か
に

負
け
て
は
駄
目
》
と
言
う
。
み
の
子
も
満
更
で
は
な
く
喜
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
の
後
で
一
葉
は
日
記
に
こ
う
書
い
て
お
り
ま
す
。「
此
人

も
と
よ
り
汚
濁
の
外
に
た
ち
て
す
み
渡
り
た
る
こ
ゝ
ろ
な
ら
ぬ
ハ

し
れ
ど
、
お
も
て
清
く
し
て
う
ら
に
け
が
れ
を
か
く
す
龍
子
な
ど

の
に
く
ゝ
い
や
し
き
に
、
よ
し
け
が
れ
は
け
が
れ
と
し
て
、
多
数

の
す
て
た
る
此
人
に
せ
め
て
ハ
歌
道
に
す
ゝ
む
方
だ
け
を
は
げ
ま

さ
ん
と
て
也
」。
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
す
が
、
こ
の
時
期
田
中
み

の
子
に
も
男
性
関
係
の
疑
惑
が
か
か
っ
て
、
孤
立
無
援
の
状
態
で

し
た
。
一
葉
も
み
の
子
を
信
用
せ
ず
、
こ
の
人
も
濁
っ
て
い
る
と

書
い
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
汚
れ
た
心
を
隠
し
て
表
向
き
は
清

ら
か
に
見
せ
か
け
る
龍
子
よ
り
は
ま
し
だ
と
言
う
。
一
葉
の
言
葉

は
相
当
辛
辣
で
す
。

　

後
で
こ
れ
を
龍
子
が
読
ん
だ
時
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
想
像
し
て
み

る
と
気
の
毒
で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
、

日
記
公
開
後
の
回
想
に
は
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
龍
子
の
嫌
味
は
、

一
葉
の
日
記
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
穏
や
か
な
方
だ
と
言
え
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
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さ
て
、
問
題
の
お
披
露
目
会
に
戻
り
ま
す
が
、
明
治
二
十
七
年

五
月
七
日
当
日
の
日
記
が
欠
け
て
い
て
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ど
う
や
ら
こ
の
日
、
一
葉
は
龍
子
の
お
披

露
目
会
を
欠
席
し
た
よ
う
な
の
で
す
。
そ
れ
は
龍
子
か
ら
一
葉
に

宛
て
た
手
紙
が
残
っ
て
い
る
の
で
分
か
り
ま
す
【
資
23
④
】。「
土
曜

に
は
候
へ
ど
も
、も
し
や
と
待
わ
た
り
候
ひ
し
に
、御
出
席
な
き
事
、

一
人
も
多
く
と
願
候
に
、
ま
し
て
御
前
様
の
御
姿
の
な
き
は
、
い

か
に
人
々
も
本
意
な
く
お
も
ひ
し
事
と
存
候
。
御
哥
有
が
た
く
候
。

い
づ
れ
ハ
御
ま
の
あ
た
り
に
。
か
し
こ
」。
土
曜
日
は
萩
の
舎
の
歌

会
で
、
一
葉
は
こ
の
時
期
師
匠
の
代
講
も
務
め
て
い
ま
す
。
け
れ

ど
も
あ
れ
だ
け
可
愛
が
っ
た
一
葉
な
ら
来
て
く
れ
る
と
期
待
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
当
て
が
外
れ
た
の
を
龍
子
が
な
じ
る
手

紙
で
す
。《
歌
は
あ
り
が
た
く
受
け
取
り
ま
し
た
》
と
書
い
て
あ
り

ま
す
か
ら
、
一
葉
は
義
理
と
し
て
、
歌
だ
け
贈
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
の
回
想
を
見
る
と
、
龍
子
の
こ
の
時
の
わ
だ
か
ま
り
は

後
々
ま
で
消
え
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
あ
ん
な
に
親
し

く
し
て
ゐ
た
な
つ
ち
や
ん
と
私
も
遂
に
な
つ
ち
や
ん
の
偏
狭
な
猜

疑
心
か
ら
別
れ
て
し
ま
つ
た
。
／
…
「
弟
子
を
と
る
か
ら
に
は
名

ひ
ろ
め
の
会
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
中
島
先
生
に
い
は
れ

た
の
で
、
私
は
可
な
り
盛
大
な
名
披
露
の
歌
会
を
催
し
た
。
／
こ

れ
を
知
つ
て
怒
つ
た
の
は
な
つ
ち
や
ん
で
あ
つ
た
。
／
「
内
弟
子

で
あ
る
自
分
を
さ
し
置
い
て
、
先
生
は
花
圃
さ
ん
を
後
継
者
に
す

る
気
ら
し
い
」
／
そ
れ
以
来
、
な
つ
ち
や
ん
は
私
に
昔
日
の
打
ち

と
け
た
気
持
ち
ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て
敵
が
い
心
を
も
つ
や
う
に
な

つ
て
し
ま
つ
た
」【
資
16
カ
】。
確
か
に
、
一
世
一
代
の
晴
れ
舞
台

に
顔
を
出
さ
な
い
の
で
は
、
一
葉
に
含
む
所
が
あ
る
と
龍
子
が
思

う
の
も
無
理
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
二
月
二
十
七
日
の
『
一

葉
日
記
』
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
は
決
し
て
龍
子
の
思
い
過
ご
し
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
伊
東
夏
子
は
一
葉
が
こ
の
会
に
出
席
し
て
い
た
と
証

言
し
て
い
ま
す
。「
花
圃
女
史
の
初
の
会
の
時
出
席
し
て
来
ぬ
の
で
、

迎
ひ
を
や
つ
た
と
云
ふ
の
は
、
何
か
の
間
違
ひ
で
、
私
と
一
緒
に
、

早
く
出
席
し
て
、
快
く
手
伝
ひ
ま
し
た
」【
資
17
カ
】。
一
葉
が
慌

て
て
駆
け
付
け
た
可
能
性
や
、
最
初
か
ら
手
伝
っ
て
い
た
の
に
龍

子
が
気
づ
か
な
か
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
来
る
は
ず
の
一
葉
を
龍
子
が
待
ち
か
ね
て
い
た
こ
と
は
、

手
紙
が
あ
る
以
上
事
実
で
す
。
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
思
い
が
龍
子

の
中
に
残
り
続
け
る
こ
と
か
ら
も
、
実
際
待
ち
人
来
た
ら
ず
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
日
記
の
記
述
が
な
い
の
で
確
実
な

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
夏
子
の
弁
護
に
は
さ
す
が
に
無
理
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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一
葉
と
夏
子

　

伊
東
夏
子
の
回
想
は
、
田
辺
龍
子
へ
の
対
抗
心
か
ら
正
確
さ
を

欠
く
部
分
が
あ
る
の
は
事
実
で
す
。
ほ
ん
の
断
片
の
み
現
存
が
報

告
さ
れ
て
い
る
夏
子
の
日
記
に
は
、
一
葉
の
死
後
、
斎
藤
緑
雨
と

交
わ
し
た
対
話
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
て
、「
樋
口
さ
ん
を
か
ひ
か

ぶ
つ
て
も
ら
つ
て
か
ゝ
れ
た
方
が
、
一
寸
み
た
と
こ
ろ
ハ
嬉
し
う

ご
座
い
ま
す
」と
夏
子
は
言
っ
て
い
ま
す【
資
34
⑪
】。
も
し
か
す
る

と
、
夏
子
は
回
想
で
わ
ざ
と
一
葉
を
買
い
か
ぶ
っ
て
い
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
が
、
そ
れ
で
も
、
龍
子
の
も
の
よ
り
は
読
ん
で
い

て
確
実
に
ほ
の
ぼ
の
と
気
分
が
い
い
。
友
人
の
姿
を
美
し
く
後
世

に
伝
え
た
い
と
い
う
情
熱
が
、
明
治
三
十
年
の
こ
の
日
記
の
頃
か

ら
、
昭
和
の
戦
時
中
に
か
か
る
晩
年
ま
で
全
く
ゆ
る
が
な
い
と
し

た
ら
、
そ
の
姿
勢
は
感
動
的
で
す
。
ま
た
、
回
想
自
体
に
も
、
反

論
に
力
が
入
る
箇
所
を
除
け
ば
、
説
得
力
の
あ
る
部
分
も
数
多
く

あ
り
ま
す
。「
い
な
っ
ち
ゃ
ん
」「
ひ
な
っ
ち
ゃ
ん
」
の
呼
び
分
け
も

そ
う
で
す
し
、
一
葉
が
ひ
ど
い
近
眼
だ
っ
た
こ
と
も
面
白
く
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
か
る
た
を
取
る
時
、
一
葉
が
目
を
近
づ
け
て
札

を
見
る
か
ら
、
頭
が
邪
魔
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。《
眼
鏡
か
け
て

よ
》と
夏
子
が
言
う
と
、《
人
前
で
眼
鏡
だ
け
は
か
け
た
く
な
い
》と

一
葉
は
嫌
が
っ
た
と
か
。
同
い
年
で
遠
慮
の
な
い
付
き
合
い
方
が
、

こ
ん
な
わ
ず
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
実
に
よ
く
分
か
り
ま
す
【
資

24
】。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
か
る
た
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
か
な
り
信
憑
性
が

高
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
は
一
葉
自
身
が
田
中
み
の
子
宛
て
に

書
い
た
こ
ん
な
手
紙
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
【
資
24
〔
参
考
〕】。

「
御
書
拝
読
、
昨
日
は
わ
ざ

く
御
入
来
難
有
、
乍
例
の
失
礼
御
海

恕
ね
が
ひ
上
候
。
さ
て
は
歌
が
る
た
御
催
し
の
よ
し
、
拝
見
に
て

も
願
度
候
へ
ど
、例
の
近
眼
、と
て
も
一
人
前
の
通
用
は
六
つ
か
敷
、

さ
り
と
て
、
半
人
部
類
へ
御
編
入
に
て
は
、
な
ど
ゝ
、
ぜ
い
た
く

を
申
の
に
は
こ
れ
無
候
へ
ど
も
、「
枕
の
草
子
」の「
物
は
」の
中
に
、

「
労
し
て
功
な
き
も
の
、
近
目
の
か
る
た
取
ら
ん
と
す
る
」
と
か
有

る
様
に
御
坐
候
ひ
し
」（
会
場
内
に
笑
い
）
こ
ん
な
の
本
当
は
無
い

ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、《
失
礼
が
あ
っ
た
ら
苦
情
は
私
で
な
く
眼

に
言
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
》
と
う
そ
ぶ
い
て
い
る
。
十
歳
離
れ
た
お
姉

さ
ん
格
の
先
輩
に
甘
え
て
こ
う
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
ユ
ー
モ

ア
が
あ
り
、
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
な
一
面
も
一
葉
は
持
っ
て
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
一
葉
の
日
記
中
、
伊
東
夏
子
と
の
関
係
で
一
番
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
な
る
場
面
は
、
桃
水
と
縁
を
切
れ
と
言
っ
て
、
夏
子

が
一
葉
に
迫
る
場
面
で
す
【
資
25
⑤
】。
そ
れ
は
明
治
二
十
六
年
六

月
三
日
に
中
島
歌
子
の
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
、
慌
た

だ
し
い
最
中
の
こ
と
で
す
。
歌
子
の
家
に
ず
っ
と
泊
り
込
み
で
手

伝
い
を
し
た
一
葉
は
、
六
日
に
野
辺
送
り
を
済
ま
せ
た
後
、
一
度
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家
に
帰
り
ま
す
。
実
家
か
ら
《
半
井
さ
ん
の
手
紙
が
来
て
い
る
よ
》

と
知
ら
せ
が
あ
っ
た
の
で
、《
じ
ゃ
あ
帰
ら
な
き
ゃ
》
と
帰
る
わ
け

で
す
。
翌
日
の
七
日
、
昼
過
ぎ
に
家
を
出
て
桃
水
を
訪
ね
ま
す
。

こ
の
と
き
、
島
田
髷
に
結
っ
て
、
非
常
に
美
し
く
若
々
し
い
姿
で

桃
水
の
も
と
を
訪
ね
て
い
る
ん
で
す
。
何
日
間
も
病
人
を
看
取
っ

て
、
ず
っ
と
泊
り
込
み
だ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
湯
を
使
っ
て
髪
を

結
い
直
し
た
の
で
し
ょ
う
。
張
り
切
っ
て
お
め
か
し
す
る
わ
け
で

す
。

　

半
井
家
の
人
達
が
《
珍
し
い
わ
ね
、
綺
麗
だ
ね
》
と
言
っ
て
く
れ

る
の
が
一
葉
に
は
よ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
様
子
で
す
。
そ
し
て
桃
水

か
ら
は
、
さ
ら
に
嬉
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。《
君
の
文
章
は
素

晴
ら
し
い
か
ら
、
文
壇
の
重
鎮
の
尾
崎
紅
葉
に
推
薦
し
て
あ
げ
る

よ
。
彼
に
推
薦
し
た
ら
読
売
新
聞
に
書
か
せ
て
も
ら
え
る
か
も
し

れ
な
い
》
と
。
新
聞
は
毎
日
発
行
さ
れ
て
部
数
も
多
い
か
ら
、
原
稿

料
が
雑
誌
と
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
良
い
。
文
才
を
活
か
し
て

生
活
費
の
足
し
に
す
る
と
い
う
、
一
葉
の
念
願
が
あ
と
一
歩
で
叶

い
そ
う
だ
と
い
う
所
ま
で
来
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
後
、「
夢
の
様
に
て
十
二
日
に
も
成
ぬ
」
と
一
葉
は
日
記
に

書
き
ま
す
。《
野
辺
送
り
の
後
に
も
色
々
儀
式
が
あ
っ
た
の
で
、
慌

た
だ
し
く
過
ご
す
う
ち
に
十
二
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
》
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
師
匠
の
家
の
忌
中
に
不
謹
慎
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、《
桃
水
か
ら
嬉
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
浮
か
れ
て
い
る
う
ち

に
日
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
》
と
い
う
意
味
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、

こ
の
十
二
日
以
後
、
一
葉
は
幸
福
の
絶
頂
か
ら
一
転
、
奈
落
の
底

に
突
き
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
思
い
を
味
わ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

十
日
祭
で
忙
し
い
さ
な
か
、
物
陰
に
呼
ば
れ
た
一
葉
は
、
伊
東

夏
子
か
ら
急
に
「
君
は
世
の
義
理
や
重
き
、
家
の
名
や
惜
し
き
、
い

づ
れ
ぞ
」
と
問
い
詰
め
ら
れ
ま
す
。
一
葉
の
答
え
は
、「
家
の
名
」。

《
義
理
は
自
分
個
人
の
問
題
で
済
む
が
、
家
の
名
誉
は
母
や
妹
に
も

関
わ
る
か
ら
》
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
す
。
夏
子
は
、《
そ
れ
な

ら
桃
水
と
の
交
際
を
断
て
》
と
忠
告
し
て
い
ま
す
。
一
葉
は
び
っ
く

り
し
て
し
ま
っ
て
、「
い
つ
ぞ
や
も
我
い
ひ
つ
る
様
に
、
か
の
人
年

若
く
面
て
清
ら
に
な
ど
あ
れ
ば
、
我
が
参
り
行
ふ
こ
と
、
世
の
は
ゞ

か
り
無
き
に
し
も
非
ず
。
…
さ
れ
ど
、神
か
け
て
我
心
に
濁
り
な
く
、

我
が
行
に
け
が
れ
な
き
は
、知
り
給
ハ
ぬ
君
に
も
非
ら
じ
。
さ
る
を
、

な
ど
こ
と
更
に
か
う
は
の
給
ふ
ぞ
」。
分
か
り
や
す
く
言
っ
て
し
ま

え
ば
、《
あ
の
人
が
格
好
い
い
か
ら
っ
て
、
私
そ
ん
な
下
心
無
い
も

ん
》。「
年
若
く
面
て
清
ら
に
」
で
す
か
ら
。
一
葉
自
分
が
惚
気
て
い

る
の
に
気
づ
い
て
い
な
い
な
と
思
う
の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な

ん
で
す
。（
会
場
内
に
笑
い
）

　

夏
子
か
ら
真
意
を
聞
く
機
会
も
な
く
十
四
日
を
迎
え
て
、
一
葉

は
ひ
と
思
い
に
師
匠
に
相
談
し
ま
す
。
す
る
と
師
匠
の
方
も
驚
い

て
、《
あ
な
た
半
井
さ
ん
と
結
婚
の
約
束
を
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
。

そ
う
い
う
深
い
仲
だ
と
随
分
噂
さ
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
》
と
。
一
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葉
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
て
、「
我
七
年
の
と
し
月
傍
近
く
あ
り

て
、
愚
直
の
心
と
堅
固
の
性
は
知
ら
せ
給
ふ
筈
な
る
を
、
う
た
が

ひ
給
ふ
が
恨
め
し
く
、
人
目
な
く
は
声
立
て
も
泣
か
ま
ほ
し
」
と
、

文
章
に
も
感
情
の
高
ぶ
り
が
見
え
ま
す
。
半
井
桃
水
は
ど
う
や
ら
、

友
達
の
間
で
一
葉
の
こ
と
を
妻
だ
と
言
い
ふ
ら
し
て
い
た
ら
し
い
。

萩
の
舎
で
は
知
ら
ぬ
者
が
な
い
く
ら
い
噂
の
種
に
な
っ
て
い
て
、

一
葉
だ
け
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
時
の
師
匠
が
偉
い
な
と
思
う
の
は
こ
こ
で
す
。「
扨
は
其
半

井
と
い
ふ
人
と
そ
も
じ
、
い
ま
だ
行
末
の
約
束
な
ど
契
り
た
る
に

て
ハ
無
き
や
」。
実
は
こ
れ
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

続
き
を
読
め
ば
分
か
り
ま
す
が
、《
本
当
に
深
い
契
を
交
わ
し
た
の

な
ら
、
こ
れ
も
運
命
だ
か
ら
他
人
に
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。
悪

く
噂
さ
れ
て
も
、
こ
の
人
と
結
婚
し
た
い
と
あ
な
た
が
思
う
信
念

に
従
っ
て
、
突
き
進
み
な
さ
い
。
で
も
、
そ
う
い
う
事
実
は
な
く
、

相
手
が
勝
手
に
噂
し
て
い
る
だ
け
な
ら
、
そ
ん
な
男
は
信
用
で
き

な
い
か
ら
別
れ
て
し
ま
い
な
さ
い
》。
こ
ん
な
風
に
言
っ
て
一
葉
の

意
思
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
、
気
が
動
顚
し

て
い
る
一
葉
は
、
肝
心
な
と
こ
ろ
を
誤
解
し
て
、《
師
匠
に
ま
で
疑

わ
れ
た
》と
短
絡
的
に
思
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　

田
中
み
の
子
や
田
辺
龍
子
に
対
す
る
一
葉
の
不
信
感
も
、
こ
の

桃
水
の
問
題
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
友
達
だ
と
思
っ

て
い
た
の
に
、
彼
女
た
ち
も
隠
れ
て
噂
を
し
て
い
た
。《
夏
子
さ
ん

は
才
能
が
あ
る
方
な
の
に
、
あ
ん
な
下
ら
な
い
男
に
見
込
ま
れ
て

何
か
舞
い
上
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
行
く
末
が
気
の
毒
。
才
能
が

惜
し
い
わ
よ
ね
》。
一
葉
は
深
く
傷
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
友
達

が
自
分
に
確
か
め
も
し
な
い
で
、
怪
し
げ
な
噂
を
広
め
て
い
た
の

が
、
こ
の
時
、
分
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

　

そ
し
て
十
五
日
、
一
葉
は
迅
速
に
行
動
し
ま
す
。《
こ
ん
な
半
井

は
信
用
で
き
な
い
、
中
島
師
匠
に
見
放
さ
れ
た
ら
私
は
お
終
い
な

ん
だ
か
ら
》
と
、
尾
崎
紅
葉
へ
の
仲
介
も
断
り
に
行
き
ま
す
。
何
も

知
ら
な
い
半
井
家
の
人
々
が
、
ま
た
も
一
葉
の
島
田
髷
を
ほ
め
ち

ぎ
る
と
、
桃
水
ま
で「
い
ざ
や
美
く
し
う
成
り
給
ひ
し
御
姿
ミ
ん
に
、

余
り
も
さ
し
込
た
る
事
よ
」
―
―
《
ど
れ
ど
れ
雨
戸
を
開
け
て
そ

の
綺
麗
な
姿
を
見
て
や
ろ
う
か
な
》
と
冗
談
を
言
う
の
で
、
半
井
家

の
女
性
陣
は
「
口
の
悪
き
男
か
な
」
と
笑
っ
て
い
ま
す
。
和
気
藹
々

と
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、「
我
も
微
笑
む
も
の
か
ら
」
も
の
か
ら
は

逆
接
で
す
。
自
分
も
お
愛
想
で
笑
っ
た
け
れ
ど
、「
こ
の
口
よ
り
世

に
無
き
事
や
い
ひ
ふ
ら
し
つ
る
と
思
ふ
に
く
ら
し
さ
に
、
我
知
ら

ず
に
ら
ま
へ
も
し
つ
べ
し
」
―
―
い
つ
も
な
ら
嬉
し
い
は
ず
の
言

葉
が
、《
こ
の
口
で
軽
薄
な
噂
を
流
す
の
だ
な
と
思
う
と
憎
た
ら
し

く
、
知
ら
ず
に
睨
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
》
と
言
う
の

で
す
。
そ
し
て
二
十
二
日
、「
今
し
ば
し
の
ほ
ど
は
、
御
目
に
も
か

か
ら
じ
、
お
声
も
聞
じ
と
ぞ
お
も
ふ
…
」
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
、

未
練
を
残
し
な
が
ら
、
桃
水
の
も
と
を
去
っ
て
い
き
ま
す
。



― 180 ―

　

一
葉
は
、
桃
水
と
絶
交
す
る
決
意
を
聞
い
た
友
達
が
ど
う
反
応

し
た
か
、
日
記
に
逐
一
記
し
て
比
較
し
て
い
ま
す
。
十
六
日
、「
田

辺
君
参
り
合
て
、
種
々
も
の
語
り
す
。
半
井
君
の
事
を
い
ふ
。
此

方
の
縁
を
断
ち
て
更
に
都
の
花
な
ど
に
も
筆
を
取
ら
ん
と
い
ふ
相

談
也
」。『
都
の
花
』
は
龍
子
が
繋
い
で
く
れ
た
雑
誌
で
す
が
、
つ
ま

り
ビ
ジ
ネ
ス
の
話
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
桃
水
は
も
う
頼
れ
な

い
な
ら
、
龍
子
に
斡
旋
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
の
で
、
早
速
そ
の

相
談
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
田
中
君
参
る
。
こ
れ
に
も
半
井
君
の
も
の
が
た
り
す
。
打
笑
ミ

な
が
ら
聞
居
て
、
半
疑
の
姿
い
と
よ
く
見
え
ぬ
」。
田
中
み
の
子
は

に
や
に
や
し
な
が
ら
聞
い
て
い
て
、《
半
井
さ
ん
と
縁
を
切
っ
た
と

い
う
け
れ
ど
も
、
あ
ん
た
本
当
か
ね
》
み
た
い
な
疑
い
の
目
で
私
の

こ
と
を
見
て
い
た
。

　

そ
し
て
十
八
日
、「
伊
東
君
参
ら
れ
た
り
。
百
年
の
知
己
に
は
何

の
か
く
す
べ
き
事
も
な
く
て
、
思
ふ
ま
ゝ
に
か
た
り
、
思
ふ
ま
ゝ

に
無
実
を
訴
え
て
、
君
の
ミ
は
実
に
や
受
給
ふ
と
嬉
し
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。《
伊
東
夏
子
さ
ん
だ
け
は
私
の
言
う
こ
と
を
正
面
か
ら

信
じ
て
く
れ
て
、
同
情
し
て
く
れ
た
。
こ
の
人
は
百
年
の
友
達
な

ん
だ
》
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
次
の
夏
子
宛
て
の
手
紙
も
同
じ
こ
と

で
、
こ
れ
は
日
記
に
出
て
く
る
手
紙
で
し
ょ
う
。「
心
を
し
る
友
」

だ
と
か
、《
皆
に
疑
わ
れ
て
も
、
本
当
の
友
達
で
あ
る
あ
な
た
一
人

が
信
じ
て
く
れ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
私
は
そ
れ
で
充
分
》
と
い
う
ふ
う

に
、
感
謝
の
文
面
が
続
き
ま
す
【
資
29
⑥
】。
面
白
い
の
が
、
島
田

髷
の
か
も
じ
の
こ
と
が
、
手
紙
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

桃
水
を
訪
ね
る
と
き
の
島
田
髷
は
、
伊
東
夏
子
の
家
に
住
み
込
み

で
働
い
て
い
た「
お
と
く
さ
ん
」と
い
う
人
に
、
わ
ざ
わ
ざ「
か
も
じ
」

を
借
り
て
結
っ
た
も
の
ら
し
い
。
島
田
を
結
う
の
に
必
要
な
も
の

が
借
り
物
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
時
の
髪
型
が
い
か
に
特

別
だ
っ
た
か
、
ふ
だ
ん
の
一
葉
が
や
ら
な
い
お
洒
落
だ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
経
過
報
告
は
日
記
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
け
ど

も
、
一
つ
だ
け
疑
問
な
の
は
、
龍
子
の
こ
と
を
あ
ま
り
書
い
て
い

な
い
ん
で
す
ね
。
文
学
の
方
は
龍
子
さ
ん
が
相
談
に
乗
っ
て
く
れ

た
か
ら
、
桃
水
と
手
を
切
っ
て
も
心
配
な
い
と
い
う
書
き
方
を
し

て
い
な
い
。
前
日
龍
子
に
会
っ
て
そ
の
相
談
を
し
た
ば
か
り
な
の

に
、
そ
れ
を
夏
子
に
詳
し
く
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
気
に
な

る
ん
で
す
。
こ
の
へ
ん
か
ら
想
像
す
る
に
、
一
葉
と
夏
子
の
付
き

合
い
は
、
文
学
上
の
友
達
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
本
当
に
平
凡
な

一
人
の
娘
と
し
て
夏
子
と
付
き
合
い
た
い
と
い
う
、
仕
事
抜
き
の

関
係
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
り
ま
す
。

　

桃
水
と
の
関
係
も
、
元
は
と
言
え
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
問
題
だ
っ

た
。
そ
の
相
手
が
田
辺
龍
子
に
変
わ
っ
た
。
龍
子
と
は
文
学
者
と

し
て
の
付
き
合
い
を
し
て
い
た
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
ラ
イ
バ
ル

と
し
て
の
気
持
ち
も
出
て
く
る
。
嫉
妬
の
よ
う
な
感
情
も
当
然
あ
っ
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た
は
ず
で
す
。
一
葉
が
夏
子
と
龍
子
を
相
手
に
、
人
柄
を
使
い
分

け
て
い
た
と
い
え
ば
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
こ
れ
は
関

係
性
と
い
い
ま
す
か
、
付
き
合
い
方
の
違
い
で
す
。
龍
子
は
自
分

が
目
指
し
、
追
い
抜
く
べ
き
先
輩
で
、
今
は
桃
水
が
だ
め
だ
か
ら

頼
る
け
ど
も
、
結
局
は
ラ
イ
バ
ル
。
そ
れ
に
対
し
て
夏
子
は
、
傷

つ
い
た
時
に
全
て
包
み
こ
ん
で
く
れ
る
心
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な

存
在
。
自
分
が
作
家
の
一
葉
で
は
な
く
て
一
人
の
若
い
娘
に
戻
れ

る
、
そ
う
い
う
相
手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
二
人
の
夏

子
」の
関
係
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
「
二
人
の
夏
子
」そ
し
て
龍
子

　

伊
東
夏
子
は
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、
青
年
会
、
今
で
い
う

Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
の
活
動
に
当
時
か
ら
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
宗

教
家
と
し
て
の
伊
東
夏
子
に
一
葉
は
距
離
を
感
じ
て
い
た
節
が
日

記
に
は
出
て
き
ま
す
。
た
だ
、
夏
子
の
方
は
理
想
に
燃
え
て
い
て
、

一
葉
と
の
友
情
も
、
宗
教
的
な
高
ぶ
り
と
共
に
一
葉
へ
の
奉
仕
の

よ
う
に
見
え
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
二
人
に
は
ズ

レ
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
伊
東
夏
子
が
一
葉
の
最
大

の
理
解
者
で
、
優
し
く
包
む
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
よ
う

の
な
い
事
実
で
す
。
桃
水
の
一
件
が
あ
っ
た
後
、
一
葉
は
夏
子
に

だ
け
は
自
分
の
弱
い
部
分
を
晒
し
、
そ
の
手
紙
も
恋
文
と
見
ま
が

う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。「
あ
は
れ
行
水
に
か
ず
か
く

よ
り
は
か
な
き
片
恋
に
も
こ
そ
似
て
候
へ
」
な
ど
と
伊
東
夏
子
に
呼

び
か
け
る
ん
で
す
ね
。《
水
に
文
字
を
書
い
て
も
す
ぐ
消
え
て
し
ま

う
、
あ
な
た
に
対
す
る
思
い
は
そ
れ
よ
り
も
は
か
な
い
片
思
い
の

よ
う
な
も
の
よ
》と
言
っ
て
い
ま
す【
資
32
⑨
】。

　

こ
の
手
紙
は
内
容
か
ら
み
る
と
、《
私
は
あ
な
た
が
病
気
だ
っ
た

時
お
見
舞
い
し
て
あ
げ
た
の
に
、
あ
な
た
は
私
が
病
気
を
し
て
も

お
見
舞
い
に
来
て
く
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
の
》
と
伊
東
夏
子
が
怒
っ
て

書
き
寄
こ
し
た
手
紙
へ
の
返
事
で
す
。《
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
い

つ
も
想
っ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
そ
の
十
分
の
一
も
私
の
こ
と

を
考
え
て
く
れ
な
い
》と
責
め
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
一
葉
は
、

《
確
か
に
私
が
悪
か
っ
た
け
れ
ど
、
見
舞
い
を
す
る
か
し
な
い
か
で

思
い
や
り
の
深
さ
を
即
断
す
る
の
は
む
ご
い
》
と
逆
に
こ
ち
ら
も
責

め
て
い
る
。
そ
し
て
、《
こ
う
い
う
気
持
ち
を
あ
な
た
に
分
っ
て
も

ら
え
な
い
の
は
片
思
い
み
た
い
だ
わ
》
と
い
う
ふ
う
に
、
宗
教
上
の

温
度
差
も
あ
り
ま
す
が
、
お
互
い
が
お
互
い
を
片
思
い
と
言
い
合

い
な
が
ら
、
二
人
で
非
常
に
濃
密
な
関
係
を
築
い
て
い
る
点
が
面

白
い
と
思
い
ま
す
。

　

無
駄
話
で
す
が
、
プ
リ
ン
ト
に
一
葉
の
写
真
を
何
度
も
使
い
ま

し
た
の
が
祟
り
ま
し
て
、
だ
ん
だ
ん
五
千
円
札
に
見
え
て
き
ま
し

た
（
会
場
内
に
笑
い
）。
五
千
円
札
の
か
た
が
手
紙
の
中
で
こ
ん
な

こ
と
を
仰
っ
て
い
た
か
と
思
う
と
、
お
札
に
対
す
る
見
方
も
変
わ
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り
ま
す
ね
。
そ
も
そ
も
、
あ
れ
だ
け
お
金
に
困
っ
た
一
葉
さ
ん
を

お
札
に
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、
失
礼
な
話
で
す
。
一
葉
さ
ん
の
性

格
は
今
回
の
講
座
で
色
々
分
か
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
ご
ろ
あ
の

世
で
さ
ぞ
か
し
怒
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。（
会
場
内
に
笑
い
）

　

と
に
か
く
、
一
葉
と
夏
子
の
関
係
は
平
凡
な
友
達
と
し
て
の
付

き
合
い
で
、
一
葉
も
そ
こ
に
安
ら
ぎ
を
見
出
し
て
い
た
ら
し
い
。

下
谷
龍
泉
寺
町
の
荒
物
屋
を
た
た
ん
で
も
う
一
度
歌
の
修
行
、
小

説
の
修
行
に
舞
い
戻
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
夏
子
に

い
の
一
番
に
知
ら
せ
て
い
る
ん
で
す
ね
【
資
33
⑩
】。
店
を
た
た
ん

だ
の
は
、
家
賃
の
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
引
き
上
げ
る
直
前
に

小こ
い
で
つ
ば
ら

出
粲
と
い
う
先
輩
か
ら
、
五
十
円
を
借
り
て
い
ま
す
。
引
っ
越

し
の
支
度
金
と
、
滞
納
分
の
家
賃
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
行
き
の
不

安
か
ら
感
傷
的
な
手
紙
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
家
賃
の
件
に
は
触

れ
ず
、《
私
の
気
ま
ぐ
れ
で
引
き
上
げ
る
ん
だ
け
ど
も
、
商
売
は
う

ま
く
い
っ
て
い
た
わ
よ
》
と
、
こ
れ
が
せ
め
て
も
の
強
が
り
で
し
ょ

う
。

　

こ
の
引
っ
越
し
は
、
田
辺
龍
子
の
独
立
に
刺
激
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
東
京
の
市
内
に
も
う
一
度
戻
っ
て
、
龍
子
と

対
抗
し
な
き
ゃ
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
そ
の
と

き
同
盟
を
組
ん
だ
の
が
田
中
み
の
子
で
、
伊
東
夏
子
に
は
声
を
か

け
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
点
を
見
る
と
、
一
葉
は
田
中
み
の
子
に
歌

人
と
し
て
の
才
能
を
認
め
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
伊
東
夏
子
に
つ

い
て
は
、
本
当
に
普
通
の
友
達
で
い
て
欲
し
い
。
歌
の
才
能
と
か

小
説
の
才
能
と
か
い
う
こ
と
抜
き
に
彼
女
と
は
付
き
合
い
た
い
。

そ
ん
な
一
葉
の
思
い
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
っ
と

も
当
時
の
夏
子
は
、
歌
よ
り
も
基
督
教
青
年
会
の
活
動
に
打
ち
込

ん
で
い
て
、
こ
れ
で
は
龍
子
と
渡
り
合
え
な
い
と
一
葉
が
思
っ
た

の
も
事
実
で
す
。

　

伊
東
夏
子
と
い
う
人
は
非
常
に
純
粋
で
、
本
当
に
一
葉
思
い
の

人
で
し
た
。
一
葉
の
小
説
が
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
時
に
も
大
喜
び

し
て
い
ま
す
【
資
30
⑦
】。「
む
さ
し
野
に
萌
え
出
し
」
た
一
葉
が
今

は
都
で
花
盛
り
だ
と
。
桃
水
の
雑
誌
『
武
蔵
野
』
と
、
龍
子
に
紹
介

さ
れ
た
『
都
の
花
』。
一
葉
の
活
躍
の
舞
台
と
な
っ
た
雑
誌
名
を
う

ま
く
ち
り
ば
め
て
い
ま
す
。
夏
子
は
こ
こ
で
、《
有
名
な
作
家
を
友

達
に
持
つ
な
ん
て
、
私
は
鼻
が
高
く
て
し
ょ
う
が
な
い
》
と
喜
ん
で

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
葉
と
文
学
の
上
で
張
り
合
う
気
持
ち
な
ど

は
も
う
ゆ
め
さ
ら
な
く
て
、
フ
ァ
ン
第
一
号
の
立
場
に
大
満
足
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
龍
子
と
夏
子
、
二
人
の
回
想
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
龍
子
は
一
葉
に
つ
い
て
こ
ん
な
ふ
う
に
総
評
し
て
い

ま
す
。「
一
方
か
ら
考
え
ま
す
と
、
か
う
い
ふ
僻
ん
だ
感
情
が
却
つ

て
作
の
上
に
は
善
か
つ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
拗
ね
た
僻
ん
だ

感
情
や
観
察
が
、
あ
の
人
の
小
説
に
は
総
て
に
見
え
て
居
り
ま
す

の
で
、
そ
れ
が
又
あ
の
人
の
作
の
傑
れ
た
所
で
す
。
さ
す
れ
ば
僻
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ん
だ
感
情
や
観
察
力
を
作
つ
た
逆
境
も
、
強
ち
呪
ふ
べ
き
も
の
で

は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、
固
よ
り
生
来
の
天
才
が
主
で
御
座
い

ま
し
た
ら
う
が
…
」【
資
19
ケ
】。
こ
れ
に
対
し
て
夏
子
の
方
は
、「
喜

怒
哀
楽
を
物
語
つ
て
夏
子
さ
ん
ほ
ど
、
親
身
に
聞
い
て
く
れ
る
友

達
は
、
五
十
年
間
に
、
一
人
も
出
会
ひ
ま
せ
ん
。
物
に
付
け
、
事

に
ふ
れ
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
。
平
凡
な
友
達
だ
と
、
思
ふ
て
ゐ
ま
し

た
が
、
や
は
り
秀
れ
た
素
質
を
持
つ
て
い
た
人
だ
つ
た
と
思
ひ
ま

す
」【
資
19
ケ
】。

　

お
分
か
り
い
た
だ
け
ま
し
た
よ
う
に
、
龍
子
は
何
だ
か
ん
だ
と

言
い
な
が
ら
も
、
一
葉
の
文
才
を
認
め
て
い
た
。
い
か
に
一
葉
に

対
す
る
人
間
的
な
思
い
が
複
雑
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
文
学
者
一

葉
を
評
価
す
る
姿
勢
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
僻
み
根
性
に
才
能

の
理
由
を
求
め
て
い
る
の
は
悪
口
に
も
聞
こ
え
ま
す
が
、
才
能
自

体
を
過
少
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
夏
子
は
、「
平
凡

な
友
達
だ
と
、
思
ふ
て
ゐ
ま
し
た
が
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

十
代
二
十
代
の
若
い
娘
と
し
て
の
樋
口
夏
子
を
知
っ
て
い
た
の
が

伊
東
夏
子
で
あ
り
、
文
学
者
と
し
て
野
心
家
の
樋
口
一
葉
を
知
っ

て
い
た
の
が
田
辺
龍
子
だ
っ
た
。
二
人
の
回
想
は
正
反
対
の
一
葉

の
姿
を
伝
え
て
お
り
ま
す
が
、
実
は
違
う
レ
ベ
ル
で
一
人
の
人
物

を
描
き
出
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実

を
語
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
二
人
の
夏
子
」
と
龍
子
。
三
人
の
複
雑
な
関
係
が
お
分
か
り
頂

け
た
か
と
思
い
ま
す
。
貧
し
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、
女
性
作
家
が

珍
し
が
ら
れ
る
時
代
で
、
生
前
か
ら
有
名
だ
っ
た
一
葉
の
書
き
残

し
た
も
の
は
、
紙
の
切
れ
端
に
至
る
ま
で
大
事
に
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
ら
が
現
在
、
全
集
で
み
ん
な
読
め
る
形
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
作
家
と
し
て
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
一
葉
文
学
の

楽
し
み
方
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
記
は
そ
れ
だ
け
を
読

ん
で
も
楽
し
い
も
の
で
す
が
、
残
さ
れ
た
手
紙
と
対
照
さ
せ
て
み

る
と
、ま
た
意
外
な
側
面
が
見
え
て
き
て
、驚
き
に
つ
な
が
り
ま
す
。

本
心
と
は
別
に
、
歌
塾
の
難
し
い
人
間
関
係
の
な
か
で
、
ど
ん
な

ふ
う
に
気
を
遣
い
な
が
ら
人
と
接
し
て
い
る
の
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

私
も
今
回
、
色
々
と
調
べ
物
を
し
て
み
ま
し
た
が
、
従
来
の
認

識
が
ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
。
正
直
に
申
し
ま
す
と
、
今
ま
で

田
辺
龍
子
と
い
う
人
は
、
嫉
妬
深
く
て
ひ
ど
い
先
輩
だ
な
と
思
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
実
践
女
子
大
学
の
図
書
館
で
伊
東

夏
子
あ
て
の
書
簡
を
み
た
時
に
は
衝
撃
が
走
り
ま
し
た
。
も
う

《
な
っ
ち
ゃ
ん
、
な
っ
ち
ゃ
ん
》
と
後
輩
が
可
愛
く
て
仕
方
が
な
い

書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
伊
東
夏
子
に
あ
ん
な
楽
し
い
手
紙
を
出

し
て
可
愛
が
っ
て
い
た
龍
子
は
、
意
外
と
親
分
肌
の
親
切
な
人
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
何
と
い
っ
て
も
、
桃
水
の
一
件
で
途
方
に
暮

れ
た
一
葉
を
、
別
な
雑
誌
に
仲
介
し
た
の
は
龍
子
で
す
。
実
に
面

倒
見
の
よ
い
頼
れ
る
先
輩
で
す
。
こ
う
思
っ
て
み
る
と
回
想
録
も

ま
る
で
違
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。
貧
し
い
一
葉
に
は
冷
た
い
言
い
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方
に
な
っ
て
い
る
所
も
多
々
あ
り
ま
す
が
、
個
人
的
な
感
情
と
は

別
に
才
能
を
評
価
す
る
点
は
立
派
で
す
。
何
十
年
経
っ
て
も
一
葉

へ
の
嫉
妬
心
を
丸
出
し
に
語
る
こ
と
す
ら
、
彼
女
の
あ
け
っ
ぴ
ろ

げ
な
素
直
さ
と
言
っ
て
も
よ
く
、
そ
れ
は
娘
時
代
か
ら
変
わ
ら
ぬ

若
さ
の
証
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
の
資
料
だ
け
で
は
、

物
の
一
面
し
か
見
え
て
こ
な
い
。
今
回
私
が
改
め
て
反
省
の
材
料

に
し
た
の
は
こ
の
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
「
夏
子
」研
究
の
た
め
に
―
―
《
展
示
資
料
紹
介
２
》

　

最
後
に
資
料
の
話
に
戻
っ
て
、
現
在
調
査
中
の
こ
と
を
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
に
「『
夏
子
』
研
究
の
た
め
に
」
と

書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
意
味
を
込
め
ま
し
た
。
実
践
女
子
大

学
に
あ
る
伊
東
夏
子
の
旧
蔵
短
冊
は
、
全
部
で
二
六
二
点
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
内
、
夏
子
自
身
か
ら
《
こ
れ
は
樋
口
夏
子
さ
ん
の
も
の

だ
》
と
し
て
田
辺
家
に
伝
わ
っ
た
短
冊
が
四
点
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以

外
の
短
冊
は
、
萩
の
舎
関
係
で
様
々
な
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
中
に
も
「
夏
子
」
と
署
名
し
て
あ
る
も
の
が
六
四
点

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
問
題
は
、「
夏
子
」が
二
人
い
た
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
、
伝
一
葉
と
さ
れ
て
き
た
四
点
の
う
ち
、
今
回
調
べ
て
み

ま
し
た
と
こ
ろ
二
点
が
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
全
集
に
は
原
本
が
田
辺
家
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

少
な
く
と
も
実
践
が
所
蔵
し
て
い
る
分
は
レ
プ
リ
カ
で
す
。
古
書

店
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、
他
に
残
っ
て
い
る
数
種
類
の
レ

プ
リ
カ
と
比
較
し
て
み
ま
し
た
。
通
常
の
肉
筆
で
は
、
文
字
の
画

が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
二
度
墨
が
の
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
だ
け
他
の

部
分
よ
り
も
黒
が
濃
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
肉
筆
の
特
徴
が

こ
れ
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

レ
プ
リ
カ
と
言
う
と
聞
こ
え
が
悪
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
展

示
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
お
分
か
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
れ

は
山
梨
に
一
葉
の
記
念
碑
を
建
て
た
際
、
夏
子
が
持
っ
て
い
た
本

物
の
短
冊
を
も
と
に
作
成
し
て
配
り
も
の
に
し
た
限
定
版
の
複
製

で
す
。
当
時
の
技
術
と
し
て
は
大
変
よ
く
で
き
た
も
の
で
し
て
、

こ
れ
が
夏
子
の
手
か
ら
田
辺
家
に
持
ち
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、

た
だ
の
印
刷
物
と
か
偽
物
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

非
常
に
由
緒
正
し
い
複
製
で
、
そ
れ
を
作
っ
た
と
こ
ろ
に
夏
子
の

友
情
の
証
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
以
外
の
二
点
に
は
や
や
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、

短
冊
の
上
部
に
小
さ
な
紙
片
が
継
い
で
あ
り
ま
す
。
ピ
ン
留
め
し

て
展
示
し
た
跡
と
思
わ
れ
ま
す
。
Ａ
の
二
番
の
「
忍
ぶ
恋
」
は
、
何

の
飾
り
も
な
い
や
や
粗
末
な
感
じ
の
薄
い
紙
の
短
冊
に
書
か
れ
て

い
ま
す
し
【
資
37
Ａ
２
】、
三
番
の
「
露
を
へ
て
」
は
打
雲
、
ま
た
は

内
曇
り
と
い
っ
て
、
青
の
雲
形
の
模
様
が
つ
い
た
短
冊
で
す
が
、

表
に
歌
の
語
句
を
訂
正
し
た
部
分
が
あ
っ
て
、
裏
に
同
じ
歌
を
書
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き
直
し
て
い
ま
す
【
資
38
Ａ
３
】。
い
ず
れ
も
練
習
用
と
い
い
ま
す

か
、
完
成
品
と
し
て
人
に
贈
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
印
象
が
あ

り
ま
す
。

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、「
夏
子
」
の
署
名
が
あ
る
六
四
点
の
方

で
す
。
こ
の
中
に
も
、
も
し
か
し
た
ら
大
昔
の
こ
と
で
夏
子
自
身

忘
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
葉
の
短
冊
で
紛
れ
込
ん
で
い
る

も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
、
記
念
館
の
方
に
お

手
数
を
か
け
ま
し
て
、
署
名
部
分
の
拡
大
写
真
を
撮
影
し
て
い
た

だ
き
、
比
較
し
ま
し
た
。
何
か
伊
東
夏
子
と
樋
口
夏
子
で
「
夏
子
」

の
書
き
方
に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
筆
跡
に
違
い
を
見
つ
け
る
の
は
困
難
で
し
た
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
歌
と
書
は
教
養
と
し
て
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
歌
を
書
き
取
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
、『
一
葉
日

記
』
に
も
一
葉
が
妹
の
く
に
さ
ん
と
盛
ん
に
手
習
い
に
励
む
様
子
が

出
て
き
ま
す
。
萩
の
舎
の
門
下
生
が
学
ん
だ
の
は
、
流
麗
な
線
質

で
人
気
が
あ
っ
た
「
千
蔭
流
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
こ
れ
は
加
藤
千
蔭

と
い
う
国
学
者
の
、
雅
を
重
ん
じ
た
筆
跡
を
伝
え
た
も
の
で
し
た
。

皆
同
じ
手
本
で
毎
日
の
よ
う
に
習
字
し
ま
す
か
ら
、
く
ず
し
方
も

線
の
質
も
似
て
く
る
の
が
当
然
で
す
。「
夏
子
」
と
い
う
名
前
は
崩

し
て
書
く
と
非
常
に
画
数
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
伊
東
夏
子
と
樋

口
夏
子
の
署
名
の
違
い
は
、
同
じ
個
人
の
筆
跡
が
、
体
調
や
気
分

で
変
化
す
る
以
上
に
小
さ
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
「
夏
子
」
の

短
冊
は
、
古
書
業
界
で
も
見
極
め
が
難
し
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

筆
跡
が
だ
め
な
ら
、
歌
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
歌
会
の
記

録
や
歌
集
で
一
葉
作
に
な
っ
て
い
る
歌
に
、「
夏
子
」
と
署
名
し
て

あ
る
も
の
が
伊
東
夏
子
の
手
許
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
樋

口
一
葉
の
短
冊
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
伊
東
夏
子
が
わ
ざ
わ
ざ

一
葉
の
歌
を
短
冊
に
書
く
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
は
ず
で
す
。
そ
う

思
っ
て
調
べ
て
み
ま
す
と
、
六
十
四
点
の
「
夏
子
」
署
名
の
短
冊
の

う
ち
、四
点
が
全
集
で
一
葉
の
歌
と
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
れ
ら
の
歌
は「
短
冊
」と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
す
。【
資
38
Ｂ
】。

　

抽
出
し
た
四
点
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
の
は
料
紙
、
つ
ま
り
短
冊

の
紙
の
質
で
す
。
プ
リ
ン
ト
に
載
せ
た
Ｂ
の
一
二
六
番
、一
八
三
番
。

こ
れ
ら
は
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
一
葉
筆
の
伝
承
が
あ
る
Ａ
の
二
番

「
忍
ぶ
恋
」と
同
じ
、無
地
の
薄
い
紙
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

両
方「
夕
の
ほ
と
と
ぎ
す（
郭
公
・
子
規
）」と
い
う
同
じ
歌
で
す
が
、

漢
字
や
変
体
仮
名
の
違
う
も
の
を
使
っ
て
見
栄
え
の
よ
さ
を
比
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
清
書
前
の
下
書
き
で
す
。
一
五
七
番
は
「
夏
子
」

の「
夏
」が
違
う
く
ず
し
字
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
回
の
全「
夏

子
」
中
一
点
だ
け
の
珍
し
い
も
の
で
す
。
一
四
二
番
は
空
色
に
細
か

い
型
押
し
が
あ
る
薄
手
の
料
紙
で
、
書
き
損
じ
た
同
じ
歌
を
、
字

体
を
変
え
な
が
ら
裏
面
に
も
う
一
度
書
き
直
し
て
い
ま
す
。

　

夏
子
は
萩
の
舎
時
代
の
短
冊
を
、
美
し
く
貼
紙
を
し
た
木
箱
に
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納
め
て
大
事
に
保
管
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
に
、
清
書

な
ら
分
か
り
ま
す
が
、
自
分
の
書
き
損
じ
を
わ
ざ
わ
ざ
取
っ
て
お

く
で
し
ょ
う
か
。
一
葉
の
書
き
損
じ
を
保
管
し
て
い
た
の
な
ら
分

か
り
ま
す
。
た
だ
、
い
く
ら
友
達
で
も
一
葉
自
身
が
友
達
に
書
き

損
じ
を
贈
る
は
ず
は
な
い
。
も
し
一
葉
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
遺

品
と
し
て
樋
口
家
か
ら
形
見
分
け
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
葉
の
可
能
性
が
あ
る
短
冊
を
並
べ
て
み
る

と
、
料
紙
が
質
素
で
あ
る
か
、
書
き
損
じ
で
あ
る
か
と
い
う
二
つ
の

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
形
態
面
で
似
た
特
徴
が
あ
る
も

の
を
六
四
点
か
ら
再
度
探
し
て
き
ま
す
と
、
Ｃ
の
一
八
一
、二
一
二

の
二
点
が
選
び
だ
さ
れ
ま
す【
資
41
Ｃ
】。
こ
の
二
点
に
は
同
じ「
谷

の
と
を
」
の
歌
が
書
か
れ
て
い
て
、
清
書
と
下
書
き
の
関
係
に
な
っ

て
い
る
。
下
書
き
の
二
一
二
の
方
は
、
例
の
無
地
で
薄
い
料
紙
を

表
裏
使
い
、
裏
に
は
「
庭
早
梅
」
と
い
う
別
な
歌
が
書
き
つ
け
て
あ

り
ま
す
。

　

一
葉
は
大
変
紙
を
大
事
に
し
た
人
で
し
て
、
古
書
業
界
に
た
ま

に
出
て
く
る
一
葉
の
断
片
的
な
草
稿
に
は
、
タ
イ
ト
ル
と
本
文
の

内
容
が
全
く
か
み
合
っ
て
い
な
い
奇
妙
な
も
の
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
偽
物
だ
ろ
う
か
と
一
瞬
思
い
ま
す
が
、
一
葉
は
書
き
損
じ
を

捨
て
な
い
人
な
ん
で
す
ね
。
裏
を
使
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
で
も
余

白
が
残
っ
て
い
る
と
、
文
章
の
下
書
き
に
使
っ
た
り
す
る
。
タ
イ

ト
ル
だ
け
書
い
て
や
め
た
紙
な
ど
は
余
白
が
多
い
分
格
好
の
下
書

き
用
紙
に
な
り
ま
し
て
、
時
期
が
違
う
文
章
が
後
か
ら
書
き
こ
ま

れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
経
済
的
に
苦
し
か
っ
た
こ

と
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
短
冊
も
上
質
な
も
の
は
な
か
な
か
買
え

ま
せ
ん
の
で
、
練
習
用
で
表
に
も
裏
に
も
何
度
も
練
習
し
た
後
で

清
書
を
し
た
も
の
を
相
手
に
贈
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
以
上
は
ま
だ
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
。
書
き
損
じ
な
ら
、

所
蔵
者
の
伊
東
夏
子
本
人
の
も
の
だ
と
い
う
可
能
性
の
方
が
逆
に

大
き
い
と
い
う
見
方
も
あ
る
は
ず
で
す
。
過
度
の
期
待
は
正
し
い

判
断
を
狂
わ
せ
る
元
で
す
。
ま
た
、
全
集
に
一
葉
の
歌
と
し
て
載
っ

て
い
る
も
の
で
も
、
歌
会
の
資
料
に
あ
れ
ば
確
実
で
す
が
、
樋
口

家
に
あ
っ
た
短
冊
で
あ
れ
ば
、
伊
東
夏
子
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
が

紛
れ
て
い
る
可
能
性
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
日
の
よ
う
な
お
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
ど
れ
が
一
葉
の
短
冊

だ
ろ
う
と
い
う
話
に
集
中
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
逆
に
言
え

ば
、
ど
れ
が
伊
東
夏
子
の
短
冊
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
同
じ
問
題

と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
一
葉
全
集
に
載
っ
て
い
る
歌

会
資
料
で
、
伊
東
夏
子
の
歌
だ
と
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
、
今
回

の
短
冊
群
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
も
謎
の
一
つ
で

す
。

　

こ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
、
今
ま
で
の
一
葉
研
究
で
盲
点
に
な
っ

て
い
た
の
は
、「
も
う
一
人
の
夏
子
」
の
研
究
だ
っ
た
の
で
は
な
い
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か
。
こ
の
思
い
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。『
伊
東
夏
子
歌
集
』
と
い
う
の

が
編
ま
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
一

葉
と
の
歌
の
や
り
取
り
や
、
短
冊
の
違
い
、
あ
る
い
は
微
妙
な
筆

跡
の
違
い
と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。
先
ほ
ど

の
龍
子
の
証
言
や
日
記
の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
が
、
樋
口

一
葉
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
、
樋
口
一
葉
の
こ
と
は
見
え
て
こ

な
い
。
そ
う
い
う
逆
説
の
よ
う
な
真
理
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

伊
東
夏
子
を
知
る
こ
と
で
、
知
ら
れ
ざ
る
一
葉
の
こ
と
、
萩
の

舎
の
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
そ
の

た
め
の
中
心
と
な
る
資
料
を
実
践
女
子
大
学
に
納
め
て
い
た
だ
い

た
ご
厚
意
は
、
何
も
の
に
も
代
え
が
た
く
有
り
難
い
も
の
で
す
。

今
回
そ
の
ご
縁
に
導
か
れ
て
、
台
東
区
立
一
葉
記
念
館
と
実
践
女

子
大
学
の
文
芸
資
料
研
究
所
の
連
携
協
力
関
係
が
相
成
り
、
こ
の

よ
う
な
場
を
設
け
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
人
と
人
、
資
料

と
資
料
と
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
新
し
い
一
葉
の
姿
が
見
え
て
く

る
研
究
の
進
展
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
皆
様
も
、
こ
れ
だ
け
資
料
が
あ
っ
て
、
研
究
し
尽
く
さ

れ
て
は
い
な
い
樋
口
一
葉
の
、
ど
こ
ま
で
も
奥
深
い
世
界
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
今
日
そ
の
お
手
伝
い
が
少
し
で
も

で
き
ま
し
た
な
ら
ば
、
私
の
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
時
間
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
会
場
内
か
ら
拍
手
）

　

講
演
終
了
／
午
後
三
時
四
十
五
分
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