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二
五

一　
は
じ
め
に

　

文
化
を
語
る
権
利
は
誰
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
設
定
が
、
し
き
り
に
話
題
に

上
が
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。

（
1
）

二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
へ
の
、
世
紀
の
変
わ
り

目
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
近
代
」
は
、
そ
れ
と
は
対
極
の
「
未
開
」
と
い

う
概
念
を
編
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
把
捉
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か

し
そ
れ
（「
未
開
」
社
会
）
は
、「
近
代
」
が
喪
失
し
て
き
た
過
去
の
像
を
投
影
し

て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
（
異
）
文
化
と
は
、
構
築
さ
れ
た
も

の
＝
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
物
語
行
為
自
体
が
相
対
化
さ
れ
た
わ
け
だ
。

「
文
化
を
こ
の
よ
う
に
―
―
つ
ま
り
世
俗
的
世
界
と
の
所
属
関
係
か
ら
は
隔
絶
さ

れ
た
無
菌
状
態
に
あ
る
と
―
―
考
え
な
い
こ
と
の
ほ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
つ
ま
り
文
化
を
さ
ま

ざ
ま
な
領
域
に
か
か
わ
る
い
と
な
み
と
し
て
み
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
刺

激
的
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
な
の
で
あ
る（

2
）」。

　

宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』（
一
八
九
〇
（
明
二
三
）
年
六
月
、
民
友
社
）
を
め
ぐ

る
評
価
は
、
お
よ
そ
こ
の
「
文
化
を
語
る
権
利
は
誰
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い

の
前
と
後
と
で
、
二
分
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
「
前
」
は
、
田
園
文
学
の
濫
觴
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
る
評
価
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
北
野
昭
彦
は
『
帰
省
』
を
こ
う
評
し
て
い
る
。「
故
郷
と
都
市
、
土
着
と
近

代
の
矛
盾
の
は
ざ
ま
で
生
き
る
多
く
の
地
方
出
身
者
の
共
通
普
遍
の
生
き
ざ
ま
と

そ
の
内
的
世
界
を
、
初
め
て
文
学
の
形
に
表
現
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
地
方
出

身
者
が
漠
然
と
内
に
も
っ
て
い
た
故
郷
観
念
に
初
め
て
具
象
的
な
文
学
表
現
の
形

を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
田
園
小
説
・
帰
省
小
説
と
い
う
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル

を
創
り
出
し
て
一
つ
の
文
学
的
達
成
を
示
し
た
作
品
だ
と
い
え
る（

3
）」。

　

こ
れ
に
対
し
て
松
村
友
視
は
、「
田
園
」
が
歴
史
的
に
発
見
さ
れ
る
、
そ
の
起

源
を
問
う
。
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
へ
の
言
及
か
ら
始
ま
る
そ
の

愛
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宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
を
読
む　
―
「
帰
思
」
が
生
ま
れ
る
ま
で
―
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『
帰
省
』
論
の
中
で
、松
村
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
自
身
と
「
農
夫
」
と
の
「
知
」

に
お
け
る
落
差
に
よ
っ
て
引
か
れ
る
境
界
線
は
〈
楽
園
〉
を
創
出
す
る
た
め
の
差

異
化
の
装
置
で
あ
り
、
境
界
の
彼
方
に
あ
る
べ
き
も
の
は
、「
知
」
と
の
距
離
に

よ
っ
て
安
逸
を
保
証
さ
れ
る
。「
無
識
」
が
無
媒
介
的
に
「
自
然
」
に
結
び
合
わ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
心
の
小
児
」
の
ご
と
き
純
粋
さ
が
楽
園
の
イ
メ
ー

ジ
と
と
も
に
生
み
出
す
〈
聖
性
〉
は
、
し
か
し
決
し
て
拝
跪
の
構
図
を
伴
う
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る（

4
）」。

　

前
者
が
、「
故
郷
観
念
」
を
地
方
出
身
者
に
と
っ
て
「
共
通
普
遍
」
の
も
の
と

し
て
定
位
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
れ
を
構
築
物
と
し
て
捉
え
、
そ
の

構
築
の
過
程
で
産
出
さ
れ
る
主
客
の
非
対
称
性
を
炙
り
出
し
て
い
る
―
―
そ
の
立

場
の
差
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
小
稿
も
ま
た
、「
故
郷
」
を
語
る
物

語
行
為
そ
の
も
の
を
問
う
と
い
う
意
味
で
は
、
松
村
論
と
同
じ
問
題
意
識
に
立
っ

て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
、「
故
郷
」
を
編
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
検
討
に
つ
い
て
は
、

松
村
論
よ
り
も
さ
ら
に
迂
回
す
る
道
を
あ
え
て
採
ろ
う
と
思
う
。

　

日
本
近
代
文
学
史
の
中
で
、『
帰
省
』
の
表
現
史
あ
る
い
は
文
体
史
的
な
位
置

づ
け
と
い
う
の
は
、
い
ま
だ
定
見
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
北
野
論

も
松
村
論
も
、
主
題
と
し
て
の
「
故
郷
」
の
発
見
が
『
帰
省
』
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
と
い
う
歴
史
観
に
お
い
て
は
立
場
を
一
に
し
て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
他
者
に

つ
い
て
語
る
行
為
の
倫
理
を
問
う
か
問
わ
な
い
か
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に

お
い
て
、
従
来
の
『
帰
省
』
研
究
は
、
お
お
よ
そ
「
帰
省
と
い
う
主
題
」
を
め

ぐ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
言
え
る
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
に

お
い
て
周
縁
化
さ
れ
続
け
て
き
た
の
は
、『
帰
省
』
が
一
八
九
〇
（
明
二
三
）
年

と
い
う
時
期
（『
浮
雲
』
の
あ
と
、「
舞
姫
」
と
同
年
。
つ
ま
り
、
日
本
近
代
文
学

の
草
創
期
に
）
に
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
漢
詩
文
の
典
故
を
引
用
し
な
が
ら
綴
ら

れ
た
と
い
う
文
体
面
で
の
歴
史
的
評
価
で
あ
る
。
い
や
漢
詩
文
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
漢
詩
文
を
は
じ
め
、
聖
書
、
英
米
文
学
、
和
文
、
自
作
の

小
説
や
新
体
詩
、
日
記
な
ど
、
古
今
東
西
の
先
行
テ
ク
ス
ト
が
此
処
其
処
に
引
用

さ
れ
て
い
て
、
さ
な
が
ら
「
引
用
の
織
物
」
の
相
を
呈
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

笹
淵
友
一
ら
に
よ
る
注（

5
）釈
が
、
す
で
に
典
拠
の
出
所
を
詳
ら
か
に
し
て
く
れ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
「
影
響
」
と
い
う
因
／
果
の
関
係
に
整
序
さ
れ
、
引

用
と
そ
れ
に
附
随
す
る
交
通
や
翻
訳
と
い
う
事
態
の
積
極
的
な
意
義
が
考
察
さ
れ

て
き
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　
『
帰
省
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
多
方
向
か
ら
の
種
種
雑
多
な
声
が
響
き
合
う

場
と
し
て
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
。
複
数
の
声
の
交
響
が
、
一
八
九
〇
年
と
い
う

言
説
空
間
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
生
成
し
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
眺
め
直
し
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
単
純
な
図
式
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
、
錯
綜
し
た

テ
ク
ス
ト
の
相
貌
の
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
い
先
ほ
ど
、
小
論
は
迂
路
を
選
択
す
る
と
書
い
た
。
こ
こ
で
扱
う
の
は
、

「
第
九
」
ま
で
か
ら
な
る
『
帰
省
』
の
う
ち
、
は
じ
め
の
「
第
一 

帰
思
」
の
み
で

あ
る
。
続
き
は
別
稿
を
用
意
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

二　
帰
省
と
い
う
思
想　

　

柳
田
国
男
は
、『
故
郷
七
十
年
』（
一
九
五
九
（
昭
三
四
）
年
一
一
月
、
の
じ
ぎ
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宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
を
読
む
（
永
井
聖
剛
）

二
七

く
文
庫
）
の
中
で
、『
帰
省
』
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い（

6
）る
。

　
　
「
帰
省
」
と
い
う
本
は
、
理
想
の
細
君
を
も
ら
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
を
書

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
出
て
来
る
「
故
郷
」
と
い
う
概
念
は
、
あ
の

時
分
の
若
い
も
の
の
考
え
の
、
代
表
的
に
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
帰
省
」

は
小
説
と
も
つ
か
ず
、
感
想
文
と
も
つ
か
な
い
、
新
旧
の
中
間
に
な
る
文
学
で

あ
る
が
、
大
変
大
勢
の
人
に
愛
読
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
熱
心
な
読
者
で

あ
っ
た
。
こ
の
中
に
い
う
「
故
郷
」
が
、
今
私
が
「
故
郷
七
十
年
」
の
中
で

い
っ
て
い
る
「
故
郷
」
と
い
う
概
念
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ

る
。
せ
ん
じ
つ
め
る
と
、
ど
こ
が
故
郷
の
い
い
と
こ
ろ
か
、
故
郷
と
は
ど
こ
ま

で
い
い
も
の
か
判
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
帰
っ
て
み
れ
ば
村
の
人
は
み
な
知
っ
て

い
て
、
お
互
の
気
持
が
口
に
出
さ
な
く
と
も
通
じ
る
と
か
、
中
に
は
子
供
で
別

れ
た
の
が
も
う
大
人
に
な
り
、
細
君
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
も
あ
る
が
、
宮
崎
君
は
そ
れ
を
忠
実
に
書
い
た
の
で
あ
る
。

　

帰
省
と
い
う
思
想
は
、
あ
の
時
代
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
、
若
い
者
の
誰
も
が

も
っ
て
い
る
感
覚
で
、
も
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
読
者
は
み
な
学
生
で
、
し
か
も
遠
く
遊
学
し
て
い
る
者

が
多
い
の
で
、
み
な
こ
の
「
帰
省
」
を
読
ん
で
共
感
し
た
の
で
あ
る
。

　　

ど
う
し
て
『
帰
省
』
は
、
多
数
の
読
者
を
得
た
の
か
。
柳
田
は
、
そ
の
同
時
代

的
事
情
の
一
つ
と
し
て
「
新
旧
の
中
間
」
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
の
妙
を
見
て
取
っ

て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

柳
田
は
こ
れ
を
「
題
詠
」
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。「
題
詠
の
歌
は
実

情
を
詠
ま
な
く
て
も
、
想
像
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
妙
齢
の
処
女
に
も

何
々
の
恋
と
い
う
よ
う
な
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
」。
要
す
る
に
、
特
定
の

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
て
、
い
か
に
も
そ
の
場
に
似
つ
か
わ
し
い
想
像
的

な
情
景
を
詠
む
の
が
「
題
詠
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
歌う

た
ぐ
ち口
」
を
豊
か
に
し
て
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
必
要
な
と
き
に
詠
め
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と

が
、
か
つ
て
の
「
歌
の
道
の
た
し
な
み
」
だ
っ
た
。

　

こ
の
「
題
詠
」
に
対
し
て
「
無
題
の
歌
」（
柳
田
は
こ
れ
を
、
香
川
景
樹
『
桂

園
一
枝
』（
一
八
三
一
年
）
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
た
と

え
ば
柳
田
は
、「
旅
行
す
る
と
た
い
て
い
、
七
つ
か
十
、
あ
る
い
は
十
二
、
三
首

歌
が
出
来
る
と
、
も
っ
て
帰
っ
て
先
生
〔
注
＝
松
浦
辰
男
〕
に
見
て
も
ら
っ
た
り

し
た
」。
こ
れ
が
「
無
題
の
歌
」
の
や
り
方
で
、
す
な
わ
ち
、
実
経
験
を
も
と
に

し
た
歌
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
柳
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
無
題
の
歌
」
こ
そ
が
、

「
新
旧
歌
道
の
過
渡
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
な
の
だ
と
い
う
。
ま
た
さ
ら
に
湖
処
子

『
帰
省
』
は
、
こ
の
「
新
旧
」
の
「
過
渡
＝
境
目
」
に
位
置
す
る
文
学
作
品
な
の

だ
と
も
い
う
。

　
　

今
日
の
よ
う
に
実
験
し
た
も
の
を
直
ぐ
に
書
く
と
い
う
文
学
は
、
明
治
三
十

年
以
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
湖
処
子
あ
た
り
が
そ
の
境

目
に
な
り
、
誇
張
は
し
て
も
、
空
想
で
な
く
、
事
実
あ
っ
た
こ
と
を
誇
張
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
題
詠
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
、
新
体
詩
も
大
体
そ

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
恋
愛
を
若
い
者
が
詠
む
の
が
普
通
だ
と
い
う
こ
と
に
な
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り
、
恋
愛
な
ら
ば
お
よ
そ
湖
処
子
の
「
帰
省
」
み
た
い
な
も
の
か
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
往
来
の
行
き
ず
り
の
話
と
か
、
大
体
題
材
が
決
ま
っ
て
い
た
。

　　
『
帰
省
』
は
、
新
旧
の
境
界
線
上
に
あ
る
。
湖
処
子
の
郷
里
で
あ
る
福
岡
県
・

三
奈
木
へ
の
帰
省
体
験
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
点
で
は
「
新
」
で
あ
る
が
、
受

容
・
普
及
の
レ
ベ
ル
で
は
「
旧
」
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
帰
省
』

に
描
か
れ
た
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
や
恋
愛
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
題
詠
的
な
モ
チ
ー
フ
、

す
な
わ
ち
一
種
の
類
型
と
し
て
通
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
柳

田
は
、
同
じ
文
章
の
な
か
で
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
宮
崎
湖
処
子
の
「
帰
省
」

と
い
う
心
持
に
し
て
も
、
そ
の
こ
ろ
の
学
生
が
な
ん
と
な
く
こ
れ
に
共
鳴
す
る
の

あ
ま
り
、
一
種
の
概
念
に
し
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

感
が
あ
る
。
歌
で
も
そ
う
で
、
す
べ
て

一
般
の
定
義
み
た
い
な
も
の
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
が
日
清
戦
争
ご
ろ
ま

で
の
思
想
に
な
っ
て
い
た
」（
傍
点
は
引
用
者
）。

　

か
よ
う
に
『
帰
省
』
は
、「
帰
省
」
あ
る
い
は
「
故
郷
」
と
い
っ
た
概
念
の
形

成
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
節
で
は
さ
ら
に

「
故
郷
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
に
い
さ
さ
か
の
肉
付
け
を

施
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

三　
故
郷
は
つ
く
ら
れ
る

　

ま
ず
、「
故
郷
」
が
、
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
主
題
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め

て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
故
郷
七
十
年
』
の
中
で
も
、
柳
田
が
「
そ
の
こ
ろ
の
読

者
は
み
な
学
生
で
、
し
か
も
遠
く
遊
学
し
て
い
る
者
が
多
い
の
で
、
み
な
こ
の

「
帰
省
」
を
読
ん
で
共
感
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
上
京
・
遊

学
の
経
験
が
一
般
化
す
る
こ
と
な
く
し
て
「
故
郷
」
の
発
見
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
歴
史
学
の
成
田
龍
一
は
「
故
郷
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

十
九
世
紀
後
半
、
文
明
化
の
開
始
と
産
業
化
の
本
格
化
と
と
も
に
、
人
々
は

移
動
を
一
挙
に
本
格
化
さ
せ
る
。
人
び
と
は
生
地
を
離
れ
、
村
か
ら
町
、
町
か

ら
都
市
へ
と
出
か
け
、
あ
ら
た
な
生
活
を
開
始
し
、
か
つ
て
な
い
体
験
を
重
ね

る
よ
う
に
な
る
。
移
動
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
移
動
の
数
だ
け
理
由
は
あ

り
、
個
人
の
な
か
に
も
複
合
的
に
移
動
の
原
因
は
存
在
す
る
が
、
移
動
に
と
も

な
い
、
生
地
や
そ
れ
ま
で
の
居
住
地
が
「
故
郷
」
と
な
り
、
同
時
に
、「
故
郷
」

を
語
る
現
時
の
場
所
が
自
覚
化
さ
れ
る
。「
故
郷
」
と
都
市
と
が
と
も
に
発
見

さ
れ
、
意
識
化
さ
れ
る
の
で
あ（

7
）る
。

　　

本
来
、
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
千
差
万
別

で
あ
る
は
ず
の
故
郷
が
、
共
通
の
記
憶
と
し
て

0

0

0

語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
合

的
記
憶
と
し
て
の
「
故
郷
」
を
、
そ
し
て
、「
故
郷
」
を
め
ぐ
る
共
感
の
共
同
体

を
作
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
共
同
体
を
下
支
え
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
な
る
。
つ

ま
り
「
共
同
性
の
次
元
の
「
故
郷
」
は
、
個
人
の
「
故
郷
」
に
も
と
づ
く
関
係
性

と
語
り
の
総
体
で
あ
り
つ
つ
、
個
人
の
「
故
郷
」
へ
の
感
情
を
規
制
し
て
い（

8
）る
」

の
で
あ
る
。

　
「
故
郷
」
が
「
語
り
の
総
体
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
成
田
の
指
摘
は
、
そ
れ

が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
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二
九

う
特
徴
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
成
田
が
指
摘
し
て

い
る
こ
と
だ
が
、『
故
郷
』
の
刊
行
と
同
年
の
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
は

す
で
に
、「
故
郷
」
が
構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
言
説
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
書
き
手
は
、『
国
民
之
友
』
の
徳
富
蘇
峰
で
あ
っ
た
。

　

人
の
立
つ
所
の
位
置
に
依
り
て
、
視
る
所
の
眼
孔
に
依
り
て
、
故
郷
も
亦
一
な

る
能
は
ざ
る
也
。
一
村
落
よ
り
す
れ
ば
、
其
三
五
の
近
隣
は
故
郷
な
り
。
一
郡

よ
り
す
れ
ば
、
其
一
村
落
は
故
郷
な
り
。
一
県
よ
り
す
れ
ば
、
其
一
郡
は
故
郷

な
り
。
一
地
方
よ
り
す
れ
ば
、
其
一
県
は
故
郷
な
り
。
一
国
よ
り
す
れ
ば
、
其

一
地
方
（
例
せ
ば
九
州
若
く
は
東
北
と
云
ふ
が
如
き
）
は
故
郷
な
り
。
世
界
よ

り
す
れ
ば
、
一
国
（
即
ち
日
本
若
く
は
支
那
と
云
ふ
が
如
き
）
は
故
郷
な
り
。

宇
宙
よ
り
す
れ
ば
、
渾
て
吾
人
々
類
の
棲
息
す
る
地
球
は
故
郷
な
り
。
然
れ
ど

も
是
未
だ
以
て
故
郷
の
真
意
を
説
明
す
る
に
足
ら
ず
。
故
郷
は
必
ず
し
も
客
観

的
の
土
地
に
非
ず
、
唯
其
人
の
心
に
忘
れ
ん
と
欲
し
て
忘
る
ゝ
能
は
ざ
る
最
初

の
感
触
の
劖
刻
せ
ら
れ
た
る
処
、
之
を
故
郷
と
云
ふ
の
み
。

（「
故
郷
」、
一
八
九
〇
（
明
二
三
）
年
六
月
三
日
、『
国
民
之
友
』）

　
「
故
郷
」
は
、「
人
の
立
つ
処
の
位
置
」、「
視
る
所
の
眼
孔
」
に
よ
っ
て
、
そ
の

姿
を
融
通
無
碍
に
変
え
る
。
裏
返
せ
ば
、
そ
こ
に
「
故
郷
」
を
感
じ
る

0

0

0

こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
こ
は
「
故
郷
」
と
な
る
。「
故
郷
」
は
実
体
で
は
な
く
、
感
じ
る
も

0

0

0

0

の0

な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
蘇
峰
は
、「
故
郷
は
一
種
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
な
り
」
と
も
述
べ

て
い
る
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
。
別
の
と
こ
ろ
で
彼
は
、
こ
う
述
べ

て
い
る
。「
突
如
と
し
て
我
れ
自
か
ら
我
れ
た
る
を
忘
れ
、
我
れ
自
か
ら
我
れ
よ

り
超
越
す
る
に
至
る
事
あ
り
。
之
れ
を
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
と
云
ふ
」

（「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」、
一
八
八
八
（
明
二
一
）
年
五
月
一
八
日
、『
国
民
之

友
』）。

　
　

蓋
し
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
神
力
な
り
、
我
れ
自
か
ら
我
れ
よ
り
超

越
し
、
人
間
自
か
ら
人
間
よ
り
超
越
し
、
人
間
に
し
て
天
使
に
類
す
る
行
を
な

す
が
如
き
は
、
皆
な
此
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
に
本
づ
く
者
な
り
。

　

然
ら
ば
則
ち
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
を
養
ふ
道
あ
り
や
。「
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ヨ
ン
」
の
来
る
、
恰
も
風
の
如
し
、
人
之
を
捕
ふ
る
能
は
ず
。
其
生
ず

る
や
、
恰
も
雲
の
如
し
、
人
之
を
獲
む
能
は
ず
。
然
り
と
雖
も
若
し
之
れ
を
得

る
道
有
り
と
せ
ば
、
吾
人
は
唯
だ
一
有
る
を
知
る
の
み
。
曰
く
、
醇
粋

（Genuineness

）
是
れ
な
り
。 

（「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」）

　　

ち
な
み
に
こ
の
蘇
峰
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
」
は
、
北
村
透
谷
「
内
部
生

命
論
」（
明
治
二
六
年
五
月
三
一
日
、『
文
学
界
』）
に
お
け
る
、「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ヨ
ン
」「
瞬
間
の
冥
契
」
な
ど
に
連
な
り
、
さ
ら
に
は
、
国
木
田
独
歩
の
「
天

地
生
存
の
感
」「
至

シ
ン
セ
リ
テ
ィ
誠
」
と
い
っ
た
思
想
と
も
連
な
る
、
射
程
の
広
い
主
題
で
あ

る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
な
の
は
、「
故

郷
」
は
人
間
に
よ
る
構
築
物
で
あ
る
が
、
構
築
さ
れ
た
「
故
郷
」
は
人
間
を
超
越
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す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
が
構
築
物
で

あ
る
と
同
時
に
超
越
者
で
あ
る
こ
と
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
以
上
に
、
感
ず
る
＝
観
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
た
。

　

こ
の
限
り
に
お
い
て
「
故
郷
」
は
到
達
不
能
な
も
の
で
あ
る
（「
人
之
を
獲
む

能
は
ず
」）。
そ
し
て
こ
こ
に
至
っ
て
次
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
が
湧
く
。「
帰
省
」、

す
な
わ
ち
「
故
郷
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
帰
省
」
に
は
実
体
と
し
て
の
故
郷
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
―
―
こ
の
問
題

は
、
こ
の
あ
と
の
『
帰
省
』
読
解
の
ひ
と
つ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。

　

四　
故
郷
の
変
容

　
「
故
郷
」
概
念
の
形
成
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
参
照
枠
を
、
別
の
先
行
研
究

に
拠
り
な
が
ら
設
け
て
お
こ
う
。
参
照
す
る
の
は
、
上
京
青
年
た
ち
の
微
妙
な
世

代
差
に
着
目
し
た
、
前
田
愛
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
―
『
西
国
立
志
編
』

か
ら
『
帰
省
』
ま
で
―
」

（
9
）

で
あ
る
。

　

こ
の
、
も
は
や
古
典
的
と
も
い
え
る
論
考
の
中
で
前
田
は
、『
西
国
立
志
編
』

（
一
八
七
〇
（
明
三
）
年
〜
）
や
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
一
八
七
二
（
明
五
）
年

〜
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
思
想
を
享
受
し
た
世
代
を
、「
父
達
の
世
代
」「
兄

達
の
世
代
」「
弟
達
の
世
代
」
と
に
分
類
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
の
う
ち
、

「
兄
」
と
「
弟
」
に
絞
っ
て
ト
レ
ー
ス
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
兄
達
」
と
は
、
学
制
（
一
八
七
二
（
明
五
）
年
）
以
前
の
未
整
備
の
教
育
を

受
け
た
世
代
で
あ
る
。
彼
ら
が
『
西
国
立
志
編
』『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
出
会
っ

た
の
は
、
す
で
に
彼
ら
が
青
年
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、
同
時
に
、
明
六
社
同
人

た
ち
に
よ
る
啓
蒙
活
動
が
積
極
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
「
弟
達
」
は
、
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
か
ら
影

響
を
受
け
た
世
代
で
あ
る
。
よ
っ
て
彼
ら
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
親
達
の
世
代

か
ら
与
え
ら
れ
た
世
代
、
ま
た
は
、
学
校
制
度
の
中
で
学
習
し
た
世
代
で
あ
る
と

言
え
る
。
彼
ら
「
弟
達
」
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
、
立
身
出
世
の
合
理
化
な
い

し
動
機
づ
け
の
た
め
に
享
受
し
た
（
こ
れ
は
親
達
の
期
待
の
内
面
化
で
も
あ
る
）

世
代
で
あ
っ
た
の
に
較
べ
、「
兄
達
」
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
受
容
に
は
次
の
よ

う
な
特
徴
が
あ
っ
た
と
、
前
田
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
〔
注
＝
植
木
〕
枝
盛
や
〔
徳
富
〕
蘇
峯
を
代
表
者
と
す
る
此
の
世
代
は
、
不
規

則
な
教
育
を
受
け
、
ほ
と
ん
ど
独
学
で
自
己
を
形
成
し
た
世
代
で
あ
る
。
維
新

の
激
動
を
潜
り
抜
け
た
苛
烈
な
体
験
か
ら
伝
統
的
な
価
値
観
を
否
定
し
去
っ
た

先
輩
達
の
豪
放
さ
と
闊
達
さ
を
な
お
失
っ
て
い
な
か
っ
た
世
代
で
あ
る
。『
西

国
立
志
編
』
流
の
勤
勉
刻
苦
を
主
軸
と
す
る
内
閉
的
な
道
徳
律
に
、
心
底
か
ら

の
共
鳴
を
寄
せ
た
か
は
疑
わ
し
い
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
受
け
と
め
方
も
、

き
わ
め
て
主
体
的
で
あ
り
、
立
身
出
世
主
義
の
側
面
だ
け
を
切
り
離
し
て
受
け

取
っ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
も
自
由
民
権
運
動
に
関
与
し
た
体
験
は
お
の
ず
か

ら
福
沢
の
思
想
に
対
す
る
篩
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
学
問

の
す
ゝ
め
』
冒
頭
の
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」

と
い
う
こ
と
ば
を
、
立
身
出
世
の
合
理
化
な
い
し
は
動
機
づ
け
の
意
味
を
越
え
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三
一

て
、
民
権
拡
張
の
原
理
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
世
代
な
の
で
あ
る
。

（
九
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

話
は
「
弟
達
」
に
戻
る
。
前
田
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
『
穎
才
新

）
10
（

誌
』
に
刻
苦
勉

励
や
禁
欲
を
旨
と
す
る
投
書
を
す
る
こ
と
で
「
内
発
」
的
な
自
己
形
成
を
図
っ
た

（
そ
の
と
き
参
照
さ
れ
た
の
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
西
国
立
志
編
』
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
世
代
で
も
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
求
め
た
理
想
的
な
立

身
出
世
的
人
間
像
を
文
学
的
形
象
と
し
て
最
初
に
定
着
さ
せ
、
彼
ら
を
鼓
舞
す
る

「
精
神
の
火
薬
」
と
な
っ
た
の
は
、
菊
亭
香
水
『
世
路
日
記
』（
一
八
八
四
（
明
一

七
）
年
六
月
、
東
京
稗
史
出
版
社
）
だ
っ
た
。

　
「
世
路
」
と
は
「
人
世
行
路
」
の
略
で
あ
る
が
、「
弟
達
」
の
世
代
に
と
っ
て
の

あ
る
べ
き
「
人
世
行
路
」
と
は
す
な
わ
ち
勉
強
立
身
の
道
の
り
で
あ
る
。
主
人

公
・
久
松
菊
雄
は
地
方
の
高
等
小
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
が
、
地
方
教
育
界
の
沈

滞
と
腐
敗
と
に
反
発
し
、「
自
主
独
立
の
基
を
謀
る
」
べ
く
郷
関
を
辞
し
て
都
会

へ
赴
く
。
都
会
に
出
た
菊
雄
は
見
知
ら
ぬ
世
間
の
た
だ
中
に
自
己
を
投
入
し
、
立

身
出
世
を
切
り
開
く
孤
独
で
禁
欲
的
な
生
活
へ
と
我
が
身
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
過
度
の
内
的
緊
張
と
孤
立
感
に
対
置
さ
れ
る
も
の
」
と

し
て
「
故
郷
回
帰
」
の
心
情
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
『
世
路
日

記
』
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
あ
と
の
展
開
を
、
前
田
の
記
述
に
そ
っ
て
整
理

し
て
お
こ
う
。

　
　

他
人
だ
け
の
世
界
（
世
間
）
に
身
を
置
く
時
、
逆
に
自
分
の
内
面
に
閉
じ
こ

も
り
、
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
専
念
す
る
内
閉
的
な
生
き
方
を
選
択
し
た

か
れ
ら
に
と
っ
て
、
故
郷
は
そ
の
孤
立
感
を
緩
和
す
る
回
想
的
社
会
の
役
割
を

果
す
の
で
あ
る
。
故
郷
の
自
然
は
都
会
の
苛
烈
な
生
存
競
争
が
強
い
る
絶
え
間

な
い
内
的
緊
張
に
休
息
と
慰
藉
を
も
た
ら
す
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
故
郷
の

役
割
は
、
や
が
て
立
身
出
世
主
義
そ
の
も
の
の
虚
妄
を
自
覚
さ
せ
る
契
機
へ
と

転
化
す
る
。
宮
崎
湖
処
子
の
『
故
郷
』
に
お
け
る
故
郷
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
（
一
〇
五—

一
〇
六
頁
）

　　
『
世
路
日
記
』
に
お
い
て
、
立
身
青
年
の
荒
ん
だ
心
身
を
慰
藉
す
る
も
の
で

あ
っ
た
故
郷
は
、『
帰
省
』
に
お
い
て
は
逆
に
、
立
身
出
世
主
義
の
虚
妄
を
暴
く

装
置
へ
と
反
転
す
る
。「『
帰
省
』
は
、
立
身
出
世
の
欲
求
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
故

郷
を
離
脱
し
た
青
年
の
軌
跡
を
辿
る
『
世
路
日
記
』
と
は
お
そ
ら
く
対
蹠
的
な
地

点
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。
続
い
て
前
田
は
、「
立
身
出
世
を
め
ざ
す
青
年
達
を
取

り
上
げ
た
小
説
は
明
治
十
七
年
の
『
世
路
日
記
』
か
ら
、
明
治
二
十
三
年
の
『
帰

省
』
に
い
た
っ
て
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
終
え
た
」（
一
〇
六
頁
）
と
も
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、立
身
出
世
の
情
熱
に
駆
ら
れ
て
上
京
し
た
久
松
菊
雄
（『
世
路
日
記
』）

の
数
年
後
の
姿
が
、
内
海
文
三
（『
浮
雲
』）
や
、
太
田
豊
太
郎
（「
舞
姫
」）
で
あ

り
、
ま
た
、
彼
ら
の
挫
折
・
煩
悶
の
先
に
、『
帰
省
』
の
「
我
」
の
屈
折
し
た
帰

郷
が
あ
る
。「『
世
路
日
記
』
が
提
示
し
た
立
身
出
世
の
設
計
図
は
、
明
治
二
十
年

前
後
の
現
実
に
曝
さ
れ
て
、
急
激
に
色
褪
せ
て
行
く
」（
一
〇
七
頁
）
の
で
あ
っ

た
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
帰
省
』
に
よ
っ
て
水
を
差
さ
れ
た
と
は
い
え
、
青
年
た
ち
に
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大マ
ス
タ
ー
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

き
な
物
語
を
提
供
す
る
と
い
う
『
世
路
日
記
』
の
役
割
が
終
わ
っ
た
訳
で
は

け
っ
し
て
な
い
。
学
校
案
内
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
『
東
京
遊
学
案
内
』
が
定
期
的
に
刊

行
さ
れ
、
上
京
青
年
た
ち
の
恰
好
の
手
引
き
と
な
る
の
は
『
帰
省
』
と
同
年
の
明

治
二
三
年
か
ら
。
雑
誌
『
成
功
』
の
創
刊
は
明
治
三
五
年
。
受
験
競
争
が
熾
烈
化

す
る
の
は
明
治
三
十
年
代
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ

）
11
（

る
。『
世
路
日
記
』

も
、
明
治
二
八
年
の
訂
正
増
補
の
後
も
版
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
）
12
（

る
。

　

前
田
の
見
立
て
に
従
え
ば
、『
浮
雲
』「
舞
姫
」『
帰
省
』
と
い
う
、
明
治
二
〇

年
前
後
に
相
前
後
し
て
登
場
し
た
「
故
郷
に
錦
を
飾
れ
な
い

0

0

0

0

青
年
」
た
ち
の
物
語

と
は
、
す
な
わ
ち
、
支ド

ミ
ナ
ン
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー

配
的
な
物
語
を
相
対
化
す
る
もオ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー

う
一
つ
の
物
語
な
の
で

あ
っ

）
13
（

た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
一
般
に
日
本
近
代
文
学
の
出
発
点
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
右
の
諸
テ
ク
ス
ト
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
・
歴
史
的
役
割
を
担
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
そ
の
こ
ろ
の
読
者
は
み
な
学
生
で
、

し
か
も
遠
く
遊
学
し
て
い
る
者
が
多
い
の
で
、
み
な
こ
の
「
帰
省
」
を
読
ん
で
共

感
し
た
の
で
あ
る
」（『
故
郷
七
十
年
』）。
こ
の
、『
帰
省
』
に
共
感
を
覚
え
た
学

生
た
ち
は
『
世
路
日
記
』
を
読
ん
で
も
血
が
沸
き
立
た
な
く
な
っ
た
「
弟
達
」
な

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
宮
崎
湖
処
子
は
徳
富
蘇
峰
と
同
じ
一
八
六
三
年
生

ま
）
14
（

れ
。「
兄
達
」
世
代
の
一
人
で
あ
る
。

　

五　
典
故
へ
の
遡
及

　
『
帰
省
』
を
繙
い
て
、
最
初
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
漢
文
的
な
様
式
が
こ

の
書
物
を
彩
り
、
ま
た
、
情
緒
の
あ
り
方
や
も
の
の
見
方
も
お
の
ず
と
そ
れ
に

よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
ち
に
、「
ど
う
し

て
湖
処
子
は
『
帰
省
』
に
漢
文
を
多
用
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、「
典
故
を
縦
横
に
用
い
る
古
典
文
と
し
て

の
漢
文
は
、
中
国
古
典
世
界
に
お
け
る
物
の
見
方
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て

機
）
15
（

能
」
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、「
漢
文
に
特
有
の
思
考
や
感
覚
や
議
論
が
、

漢
文
と
い
う
文
体
を
用
い
る
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
で
あ

）
16
（

る
」
と
い
う
こ
と
を
確

認
す
る
に
留
め
よ
う
。

　

漢
文
的
な
古
典
世
界
へ
の
参
与
と
い
う
点
で
は
、
そ
も
そ
も
タ
イ
ト
ル
の
「
帰

省
」
と
い
う
二
字
か
ら
し
て
、
そ
の
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
笹
淵
友

）
17
（

一

は
「
幾
度
か
天
涯
白
雲
を
望
み
、
今
朝
帰
省
し
双
親
を
見
る
」（
狄
仁
傑
「
帰
省

詩
」）
の
詩
境
に
近
い
と
し
て
い
る
し
、
章
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
帰
思
」
に
つ

い
て
も
、『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
た
陶
淵
明
の
詩
「
始
作
鎭
軍
参
軍
經
曲
阿
作
」

（
始
め
て
鎭
ち
ん
ぐ
ん軍
参さ
ん
ぐ
ん
軍
と
な
り
、
曲き
ょ
く
あ阿
を
經
し
と
き
作
る
）
に
典
拠
を
求
め
ら
れ
る
と
い

う
。

　
眇
眇
孤
舟
逝　

綿
綿
帰
思
紆　

我
行
豈
不
遙　

登
降
千
里
余　

目
倦
川
塗
異　

心
念
山
沢
居　

望
雲
慚
高
鳥　

臨
水
愧
遊
魚
（
眇
び
ょ
う
び
ょ
う
眇
と
し
て
孤
舟
逝ゆ

け
ば
、
綿
綿

と
し
て
帰
思
紆ま
つ
わる
。
我
が
行　

豈
に
遙
か
な
ら
ざ
ら
ん
や
、
登
降
す
る
こ
と
千
里
余
。

目
は
川せ
ん
と塗
の
異
な
れ
る
に
も
倦
み
、
心
は
山
沢
の
居
を
念
う
。
雲
を
望
ん
で
は
高
鳥
に

慚は

じ
、
水
に
臨
ん
で
は
遊
魚
に
愧は

ず
。）
18
（

）

　　

こ
れ
に
続
い
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
も
陶
淵
明
の
「
帰
田
園
居
」
の
冒
頭
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宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
を
読
む
（
永
井
聖
剛
）

三
三

六
句
で
あ
る
。
　

　

少
無
適
俗
韻
、　

性
本
愛
丘
山
。

誤
落
塵
網
中
、　

一
去
三
十
年
。

羈
鳥
戀
舊
林
、　

池
魚
思
故
淵
。

　　

こ
こ
に
は
、「
若
い
頃
か
ら
わ
た
し
は
世
間
と
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
生
れ
つ
き
自
然
を
愛
す
る
気
持
が
強
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ふ
と
誤
っ
て
埃

に
ま
み
れ
た
世
俗
の
網
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
、
あ
っ
と
い
う
間
に
十
三
年
の
月

日
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
ご
の
鳥
が
も
と
棲
ん
で
い
た
林
を
恋
い
、
池
の
魚
が

も
と
の
淵
を
慕
う
よ
う
に
、
わ
た
し
も
生
ま
れ
故
郷
が
な
つ
か
し
く
…

）
19
（

…
」
と

い
っ
た
感
懐
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

一
八
九
〇
（
明
二
三
）
年
に
書
か
れ
た
一
人
称
小
説
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
森

鷗
外
「
舞
姫
」
の
基
底
に
、「
歐
羅
巴
の
新
大
都
」
で
あ
る
ベ
ル
リ
ン
で
身
に
つ

け
た
「
一
種
の
「
ニ
ル
、
ア
ド
ミ
ラ
リ
イ
」
の
気
象
」
が
あ
り
、
も
と
も
と
そ
れ

が
「
自
由
な
る
大
学
の
風
」
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
て
み
れ
ば
、『
帰
省
』
の
文
体
や
思
想
が
古
色
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
映
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（
鷗
外
は
一
八
六
二
年
生
ま
れ
。
湖
処
子

の
一
つ
年
長
で
あ
る
）。
ま
た
、「
日
本
語
に
な
ら
ぬ
漢
語
は
、
す
べ
て
使
は
な

い
」、「
支
那
文
や
和
文
を
強
ひ
て
こ
ね
合
せ
よ
う
と
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
」
と

言
い
切
っ
た
二
葉
亭
四

）
20
（

迷
の
行
き
方
と
対
蹠
的
で
あ
る
こ
と
も
、
一
目
見
て
明
ら

か
で
あ
る
。
若
者
た
ち
の
教
養
の
基
盤
は
、
漢
学
か
ら
洋
学
へ
と
転
回
し
て
い

た
。
要
す
る
に
『
帰
省
』
に
は
、
時
代
逆
行
的
な
色
合
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、「
舞
姫
」『
帰
省
』
と
も
に
「
帰
る
男
」
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共

通
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
「
行
き
て
帰
り
し
物
語
」（
異
郷
訪
問
譚
）
で
あ
る
点

も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
と
差
異
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
の
ち
に
論
じ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
右
の
漢
詩
に
続
く
本
文
に
綴
ら
れ
た
の
は
、「
楣（

び
か
ん
）間よ
り

瞰み
お
ろ下
す
」「
最
愛
の
父
」
へ
の
尽
き
な
い
思
慕
と
、
お
の
が
不
孝
に
つ
い
て
の
悔

恨
と
で
あ
っ
た
。

　

一　

早
や
手
の
上
の
お
も
か
げ
と
、

　
　
　

父
は
な
り
け
り
、
ま
の
あ
た
り
。

　
　
　

絵
に
は
声
な
し
、
も
の
い
へ
ど
。

　
　
　

咽
ぶ
は
お
の
が
涙
な
り
。

　　

こ
れ
も
ま
ず
、
同
時
代
テ
ク
ス
ト
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
親
不
孝
者
た
ち
の
群

像
劇
と
も
い
え
る
『
当
世
書
生
気
質
』
は
と
も
か
く
、『
浮
雲
』
も
「
舞
姫
」
も
、

い
ず
れ
も
父
親
不
在
の
物
語
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
た
ち
は

「
家
」
を
ひ
と
ま
ず
度
外
視
し
て
、
自
己
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
異
性
に
つ
い
て

煩
悶
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
較
べ
て
『
帰
省
』
は

ど
う
か
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
も
父
親
は
亡
く
な
っ
て
不
在
で
あ
る
が
、
こ
の
父

は
む
し
ろ
死
去
す
る
こ
と
で
そ
の
存
在
感
を
強
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
帰
省
」

と
い
う
主
題
か
ら
し
て
、
こ
の
物
語
は
「
家
」
の
問
題
か
ら
一
時
た
り
と
も
離
れ
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三
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る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

我
は
屡

（
し
ば
し
ば
）之
を
聞
き
ぬ
、
親
の
憂
の
十
分
の
一
を
子
に
有（

も
）た
し
め
ば
、
彼
能
く

孝
子
と
称
せ
ら
れ
ん
と
。
我
が
父
に
乞
ひ
し
暇
は
唯
三
年
な
り
し
か
ど
も
、
我

は
六
年
の
間
三
度
帰
省
の
予
約
ば
か
り
し
て
一
度
も
帰
省
せ
ざ
り
し
。
父
母
は

唯
だ
其
病
を
之
れ
憂
ふ
と
云
ふ
な
る
に
。
時
に
は
吾
病
を
告
げ
つ
ゝ
も
、
其
の

慰
藉
に
は
唯
癒
え
た
る
後
の
写
真
を
贈
り
し
の
み
な
り
き
。
或
は
来
書
の
短
き

を
父
に
咎
め
て
、
吾
音
信
の
少
な
る
に
注
意
せ
ざ
り
き
。
嗚
呼
父
よ
、
老
て
は

生
命
を
子
に
懸
ぬ
る
を
、
我
は
如
何
な
れ
ば
無
心
に
過
ぎ
し
。
我
は
懺
悔
す
、

吾
父
の
晩
か
ら
ざ
る
逝
去
は
、
半

（
な
か
ば
）は
吾
不
孝
に
よ
れ
る
こ
と
を
。

　　

勉
強
立
身
の
た
め
の
遊
学
を
許
さ
れ
た
こ
の
三
男
坊
に
、
太
田
豊
太
郎
が
背

負
っ
た
ほ
ど
の
「
家
」
の
重
圧
は
、
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
付
与
さ
れ
て
は
い
な
い

は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
彼
は
過
剰
な
ま
で
に
「
不
孝
」
の
身
で
あ
る

と
い
う
自
己
認
識
を
繰
り
返
し
、
そ
ん
な
自
分
が
故
郷
に
帰
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
自
問
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
帰
省
』
は
、
何
よ
り
ま
ず
自
己

懐
疑
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
儒
教
的
な
「
孝
」
の
徳
目
が

「
我
」
を
自
縄
自
縛
に
陥
ら
せ
、「
帰
省
」
を
さ
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
引
用
文
の
悔
悟
の
述
懐
が
、
折
り
目
正
し
く

『
論
語
』
に
依
拠
し
な
が
ら
（「
父
母
は
唯
だ
其
病
を
之
れ
憂
ふ
と
云
ふ
な
る

）
21
（

に
」）

綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
も
と
も
と
「
帰
省
」
と
い
う
語
そ
れ
自
体

に
「
儒
教
倫
理
の
影
響
が
ま
だ
多
分
に
残
っ
て
い
た
明
治
時
代
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
」

が
あ
る
と
笹
淵
注
（
一
三
〇
頁
）
は
指
摘
し
て
い
る
が
、「
ま
だ
多
分
に
残
っ
て

い
た
」
ど
こ
ろ
か
、
明
治
一
〇
年
代
は
儒
教
に
よ
る
国
民
教
化
が
体
制
側
に
よ
っ

て
梃
子
入
れ
さ
れ
た
時
期
に
当
た
る
。
一
八
七
九
（
明
一
二
）
年
の
「
教
学
大

旨
」
で
は
「
一
時
西
洋
ノ
所
長
ヲ
取
リ
日
新
ノ
効
ヲ
奏
ス
ト
雖
モ
ソ
ノ
流
弊
仁
義

忠
孝
ヲ
後
ニ
シ
徒
ニ
洋
風
是
競
フ
ニ
於
テ
ハ
将
来
ノ
恐
ル
ル
所
終
ニ
君
臣
父
子
ノ

大
義
ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
至
ラ
ン
モ
測
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
危
機
感
が
あ
ら
わ
に
示
さ

れ
、
あ
ら
た
め
て
、
家
族
国
家
観
に
基
づ
い
て
「
忠
孝
」
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
『
帰
省
』
が
世
に
問
わ
れ
た
こ
の
一
八
九
〇
（
明
二
三
）
年
は
「
教

育
勅
語
」
が
発
布
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。『
帰
省
』
冒
頭
で
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る

「
孝
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
ひ
と
ま
ず
押
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

　

六　
雑
種
的
で
あ
る
こ
と

　

な
ら
ば
『
帰
省
』
は
、
中
国
伝
統
詩
文
の
情
緒
や
儒
教
倫
理
に
ま
る
ご
と
浸
っ

た
反
動
的
な
物
語
な
の
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
帰

省
』
は
、
頻
繁
に
引
用
・
参
照
さ
れ
る
古
典
的
な
漢
詩
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
情
緒

の
大
枠
が
お
の
ず
か
ら
定
ま
る
よ
う
な
仕
立
て
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
漢
文
調
に

よ
っ
て
で
は
捉
え
き
れ
な
い
情
感
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
意
志
を
、
雑

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド種
的
と

も
い
う
べ
き
ス
タ
イ
ル
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
ま
た
、『
帰
省
』
の

一
つ
の
文
体
的
特
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
例
の
ひ
と
つ
が
、
先
に
も
一
部
引
用
し
た
新
体
詩
で
あ
る
。
新
体
詩

そ
れ
自
体
が
、
詩
＝
漢
詩
の
影
響
圏
外
に
出
よ
う
と
す
る
新
た
な
表
出
意
識
の
表
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三
五

れ
で
あ
る
か
ら
、
漢
詩
と
新
体
詩
が
同
一
文
の
中
に
併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体

が
そ
も
そ
も
新
奇
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

こ
の
二
種
の
「
詩
」
の
使
い
分
け
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
）
22
（

る
。

　
　

三　

四
年
の
う
ち
に
面
影
の
、

　
　
　

世
に
う
つ
ろ
ひ
て
見
ゆ
る
か
な
。

　
　
　

首
途
お
く
り
し
そ
の
夕
の
、

　
　
　

笑
顔
に
か
へ
す
術
も
が
な
。

　　

四　

我
を
泣
か
せ
ん
ば
か
り
な
る
、

　
　
　

目
に
さ
し
ぐ
め
る
其
な
み
だ
。

　
　
　

今
端
に
我
を
呼
ば
ひ
た
る
、

　
　
　

声
も
は
か
な
き
苔
の
し
た
。

　　

自
由
民
権
運
動
期
の
青
年
た
ち
に
と
っ
て
の
漢
詩
が
、
志
士
・
壮
士
的
な
気
概

（
慷
慨
）
を
盛
り
込
む
器
で
あ
っ

）
23
（

た
の
に
較
べ
る
と
、
こ
の
新
体
詩
に
は
明
ら
か

に
別
方
向
の
情
緒
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。「
涙
」
を
介
し
て
の
父
子
の
情
緒
的

繋
が
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
口
に
膾
炙
し
た
同
時
代
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
、
こ
れ

に
近
い
も
の
を
あ
え
て
挙
げ
る
と
し
た
ら
、
落
合
直
文
「
孝
女
白
菊
の

）
24
（

歌
」
で
あ

ろ
う
か
。

　

阿
蘇
の
山
里  

秋
ふ
け
て
。
な
が
め
さ
び
し
き  

夕
ま
ぐ
れ
。

い
づ
こ
の
寺
の  

鐘
な
ら
む
。
諸
行
無
常
と  

つ
げ
わ
た
る
。」

を
り
し
も
ひ
と
り  

門
に
出
で
。
父
を
待
つ
な
る  

少
女
あ
り
。」

袖
に
涙
を  

お
さ
へ
つ
ゝ
。
憂
に
し
づ
む  

そ
の
さ
ま
は
。

色
ま
だ
あ
さ
き  

海
棠
の
。
雨
に
な
や
む
に  

こ
と
な
ら
ず
。」

　

齋
藤
希
史
に
よ
れ
ば
、
漢
文
脈
を
「
実
境
と
相
違
ふ
こ
と
の
危
険
あ
る
文
体
」

（
森
田
思
軒
「
訪
事
日
録
」
一
八
八
五
（
明
一
八
）
年
五
月
二
日
、『
郵
便
報
知
新

聞
』）
と
す
る
認
識
が
同
時
代
に
は
あ
り
、
や
が
て
「
感
慨
す
ら
も
「
実
境
」
た

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、「
実
境
」
を
伝
え
る
文
体
は
「
実
境
」
の
み
を
源
泉
と
す

る
」
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い

）
25
（

う
。
漢
文
脈
か
ら
の
離
脱
が
、
明
治
期
の
新
し
い
文

体
実
践
に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の
テ
ー
マ
だ
と
す
れ
ば
、『
帰
省
』
に
も
ま
た
そ
の

痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
例
が
、
自
作
の
新
体
詩
を
引
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
と
き
ど
き
の
情
緒
を
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
手
法
で

あ
る
。
な
お
、
齋
藤
に
よ
れ
ば
、
行
文
の
間
に
詩
や
歌
を
さ
し
は
さ
む
ス
タ
イ
ル

そ
れ
自
体
、
漢
文
の
伝
統
に
は
な
く
、
和
文
脈
の
系
統
な
の
だ
と
い

）
26
（

う
。

　

話
は
少
し
戻
っ
て
、
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
「
帰
田
園
居
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

笹
淵
注
が
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
各
章
の
冒
頭
に
こ
の
よ
う
に
淵
明
詩
を
か
か

げ
、
文
中
に
も
自
作
の
漢
詩
や
新
体
詩
を
挿
入
し
た
の
は
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ

（W
ashington Irving 1783—

1859

）
の
『
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
』
や
『
旅
人

物
語
』
の
体
裁
を
学
ん
だ
も
の
」（
四
九
〇
頁
）。
つ
ま
り
、
湖
処
子
の
英
米
文
学

へ
の
造
詣
が
こ
う
し
た
方
法
を
採
ら
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
に
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三
六

は
、
藤
井
淑
偵
が
「
中
国
の
近
世
小
説
な
ど
に
も
広
く
見
ら
れ
る
や
り
方
な
の

で
、
そ
の
よ
う
に
は
限
定
し
な
い
ほ
う
が
よ

）
27
（

い
」
と
留
保
を
促
し
て
い
る
し
、
ま

た
、
そ
も
そ
も
『
帰
省
』
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
『
世
路
日
記
』
が
よ

く
似
た
体
裁
を
採
っ
て
い
る
か
ら
、
も
う
少
し
出
所
に
つ
い
て
は
調
査
が
必
要
か

も
知
れ
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
湖
処
子
が
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
を
参
照
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
英
米
文
学
の
書
物
の
形
態
が
意
識
さ
れ
て
い

な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。『
帰
省
』
の
雑

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド種
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
小
稿
も

笹
淵
の
見
解
を
諒
と
し
て
お
き
た
い
。

　

ち
な
み
に
小
稿
に
い
う
雑

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド種
性
は
、「
漢
文
的
修
辞
に
影
響
さ
れ
て
国
文
と
し

て
は
舌
足
ら
ず
」、「
漢
文
的
表
現
と
も
と
れ
る
が
、
翻
訳
体
で
あ
ろ

）
28
（

う
」
な
ど
と

い
っ
た
言
い
方
で
、
と
か
く
文
体
の
不
統
一
・
不
徹
底
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
言
い
方
に
は
、
文
体
（
＝
人
格
）
は
統
一
さ
れ
て
い
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
近
代
的
な
価
値
観
が
拭
い
が
た
く
貼
り
つ
い
て
い
る
。
こ
こ

で
は
敢
え
て
、
雑
多
な
も
の
を
何
で
も
取
り
込
む
貪
欲
さ
と
、
そ
の
結
果
が
も
た

ら
す
プ
ラ
ス
の
作
用
に
着
目
し
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

　

七　
「
帰
思
」
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か

　

お
の
れ
の
不
孝
を
詰
る
主
人
公
を
「
帰
省
」
と
い
う
行
動
に
促
す
役
割
を
果
た

す
の
は
、
下
宿
先
の
「
童
子
」
で
あ
る
。
一
度
目
は
兄
か
ら
の
書
状
を
持
っ
て
、

そ
し
て
二
度
目
は
同
郷
の
婦
人
の
来
訪
を
告
げ
に
、
彼
は
登
場
す
る
。
そ
し
て
こ

の
「
童
子
」
が
も
た
ら
し
た
「
故
郷
」
か
ら
の
音お

と
づ
れ信
は
、「
父
の
霊
ま
だ
世
を
去

ら
ず
空
中
猶
ほ
亡
魂
あ
り
て
、
暗
裡
に
我
に
指
示
す
る
な
り
」
と
い
う
想
像
を

「
我
」
に
も
た
ら
し
、
ま
た
、
墓
が
建
っ
て
さ
え
し
ま
え
ば
「
父
に
縁か

ゝ

る
音お

と
づ
れ信
」

が
二
度
と
到
来
し
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
募
ら
せ
、
こ
こ
に

「
帰
思
」
が
「
湧
く
ば
か
り
に
動
き
」
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
語
り
は
「
湧
く
ば
か
り
に
動
き
」
始
め
た
「
帰
思
」
を
、
湧
き
出
る
ま

ま
に
語
る
こ
と
は
せ
ず
、「
そ
れ
か
ら
、
ど
う
な
る
？
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
的

な
推
進
力
に
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
帰
思
一
た
び
定
ま
れ
ば
、

坐
ろ
に
今
昔
の
感
に
沈
み
ぬ
」
と
断
っ
た
上
で
、「
帰0

郷
」
な
ら
ぬ
「
出0

郷
」
の

場
面
に
ま
で
時
を
遡
る
の
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
「
帰
思
」
を
一
度
棚
上
げ
し
て
ま
で
「
出
郷
」
の
場
面
に
舞
い
戻
る

の
か
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
出
郷
の
場
面
か
ら
し
て
典
故
（
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
べ

き
故
実
）
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
が
た
め
だ
ろ
う
。

　
　
「
昔
我
往ク
矣
、
楊
柳
依

タ々
リ、
今
我
帰ル
矣
、
雨
雪
霏

（
ひ
ひ
）タ々
リ」。
幼
な
き
時
此
詩
を
読

む
毎
に
謂

（
お
も
）へ
ら
く
、
遊
子
春
出
で
ゝ
冬
帰
る
、
宜
し
く
斯

（
か
く
）の
如

（
ご
と
）く
な
る
べ
し

と
。
既
に
し
て
韓
退
之
の
楊
子
が
帰
省
を
送
る
序
を
読
み
、（
中
略
＝
韓
愈
「
送

楊
少
尹
序
」
の
引
用
）
我
も
亦

（
ま
た
）楊
子
の
如
く
し
て
故
郷
を
出
で
、
楊
子
の
如
く

し
て
故
郷
に
帰
る
べ
し
と
、
霞
靆た

な

び
く
春
半
な
る
故
郷
の
首か

ど
で途
に
、
我
左
の
如

く
歌
ひ
て
立
ち
ぬ
。

　　

こ
う
し
て
「
我
」
は
、
生
真
面
目
な
ま
で
に
典
拠
を
示
し
、
あ
た
か
も
そ
の
出

郷
が
（
漢
文
脈
に
お
け
る
）
正
統
な
そ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
―
―
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三
七

と
思
い
き
や
、
す
ぐ
さ
ま
次
の
行
か
ら
は
、
湖
処
子
が
『
少
年
園
』（
明
治
二
三

年
四
月
一
八
日
）
に
掲
載
し
た
新
体
詩
「
出
郷
関
曲
」（
一
部
改
編
）
が
全
文
引

用
さ
れ
る
（
左
に
引
用
す
る
の
は
後
半
部
の
み
）。
め
ま
ぐ
る
し
い
展
開
で
あ
る

が
、
繋
辞
的
な
構
成
面
に
お
け
る
雑
種
性
と
い
う
特
徴
は
よ
く
飲
み
込
ん
で
も
ら

え
る
と
思
う
。

　

四　

 

百も
ゝ
よ代
伝
ふ
る
此
里
に
、
／
安
く
老
い
ぬ
る
親
ふ
た
り
。
／
此
処
に
ぞ
幸さ

ち

は

あ
る
べ
き
に
、
／
わ
れ
は
都
に
の
ぼ
る
な
り
。

五　

 

首
途
ゆ
か
し
き
春
げ
し
き
、
／
に
ほ
ふ
桜
や
桃
の
は
な
。
／
わ
が
行
く
方

に
か
ぐ
は
し
き
、
／
馨か

を
りは
今
日
の
な
ご
り
か
な
。

六　

 

駒
の
あ
ゆ
み
の
な
ど
お
そ
き
、
／
「
す
ゝ
め
。」
と
鞭
を
あ
ぐ
れ
ど
も
。

／
橋
の
柳
に
風
そ
よ
ぎ
、
／
枝
に
ひ
か
る
ゝ
旅
ご
ろ
も
。

七　

 

遥
（
は
る
か
）に
村
を
過

（
す
ぐ
）れ
ど
も
、
／
わ
が
父
母
は
ま
だ
去
ら
じ
。
／
見
ゆ
る
形
は
消

ゆ
れ
ど
も
、
／
親
は
立
つ
ら
む
猶（

な
）ほ
し
ば
し
。

八　

 

今
一（

ひ
と
た
び
）
度
と
ふ
り
む
け
ば
、
／
う
つ
ゝ
に
消け

な
む
ば
か
り
な
る
。
／
我
ふ
る

さ
と
の
面
影
は
、
／
か
す
み
の
根
に
ぞ
沈
む
な
る
。

九　

 

こ
の
う
る
は
し
き
天あ

め
つ
ち地
に
、
／
父
よ
安
か
れ
母
も
待
て
、
／
学
び
の
業わ

ざ

の

成
る
時
に
、
／
錦
か
ざ
り
て
帰
る
ま
で
。

　　
「
功
を
成
し
遂
げ
帰
る
ま
で
、
父
よ
母
よ
、
待
っ
て
い
て
く
れ
」
と
言
い
残
し

て
郷
里
を
発
っ
た
「
我
」
が
、
次
に
経
験
す
る
の
が
、
東
京
へ
の
陸
路
と
海
路
の

旅
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
紀
行
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
か
。
若
き
日
の
夏
目
漱

石
も
そ
う
し
た
よ
う
に
（『
木
屑
録
』、
一
八
八
九
（
明
二
二
）
年
）、
漢
文
脈

（
漢
文
も
し
く
は
漢
文
書
き
下
し
体
）
で
記
さ
れ
る
の
が
、「
文
」
に
関
心
を
抱
く

明
治
青
年
に
お
い
て
は
通
例
だ
っ

）
29
（

た
。
か
く
し
て
『
帰
省
』
本
文
は
、
同
時
代
の

文
体
サ
ン
プ
ル
の
カ
タ
ロ
グ
の
如
き
、
混
沌
と
し
た
様
相
を
見
せ
始
め
る
。

　
　

斯
（
か
く
）て
旅
な
れ
ぬ
孤
身
を
以
て
、
河
を
渡
り
、
山
を
踰（

こ
）え
、
行
く
こ
と
一
日
程

に
し
て
大
海
に
出
で
た
り
。
我
は
波
に
漂
ふ
浮

（
う
き
く
さ
）
萍
の
如
く
、
船
に
数
日
の
命
を

寄
せ
て
、
鳥
飛
び
断た

え

た
る
玄
界
灘
に
乗
り
、
三
十
六
灘
の
門
戸
な
る
一
日
千
帆

の
馬

（
ば
く
わ
ん
）
関
を
過
ぎ
、
平
家
の
沈
み
し
壇
浦
の
烟
浪
を
弔
ひ
、
四
国
の
陸
地
を
故
郷

の
如
く
に
慕
ひ
、
淡
路
島
の
山
影
を
影
見
え
ぬ
ま
で
回
顧
し
て
、
神
戸
に
上

り
、
神
戸
よ
り
下
り
、
紀
州
灘
を
経
て
、
遠
州
灘
を
過
ぎ
、
名
に
の
み
聞
き

し
、
富
士
の
高
峰
を
、
天
の
原
に
仰
ぎ
つ
ゝ
首
府
に
ぞ
入
り
ぬ
。

　

波
上
に
浮
ぶ
間
、
我
は
宛さ

な

が
ら
大
海
の
一
粟
に
し
て
、
首
府
に
出
れ
ば
浜
の

砂
子
の
一
粒
な
り

）
30
（

き
。

　　

こ
う
し
て
「
我
」
の
念
願
は
成
就
し
、
晴
れ
て
東
京
の
人
（「
京
人
」）
と
な
っ

た
。「
京
語
」
を
話
し
、「
京
衣
」
を
着
け
、「
京
情
」
に
親
し
ん
だ
。
た
だ
し
、

彼
は
す
ぐ
さ
ま
こ
う
言
う
。「
蓋
し
上
京
以
来
未
だ
京
人
た
る
べ
き
修
行
ほ
ど
、

記
憶
に
恥
ず
べ
き
時
期
は
な
か
り
き
」。
ど
う
し
て
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
も

や
は
り
湖
処
子
が
『
国
民
之
友
』（
一
八
八
九
（
明
二
二
）
年
六
月
一
二
日
、
二

二
日
）
に
掲
載
し
た
短
編
小
説
「
行
楽
」
の
引
用
を
充
て
る
こ
と
で
語
ら
れ
て
い

る
。
以
下
は
そ
の
一
部
で
、「
春
花
満
城
」
の
折
か
ら
、「
故
郷
の
追
念
」
に
誘
わ
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八

れ
た
「
我
」
が
花
見
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　

愚
（
お
ろ
か
）に
も
我
は
是

（
こ
れ
ま
で
）迄唯
（
た
だ
）

雑
踏
と
酔
狂
と
に
苦
し
み
し
な
り
。
俗
物
の
中
に
雑ま

じ

り
て

詩
な
き
歌
な
き
画
な
き
行
楽
を
為
せ
し
な
り
。
憐
れ
な
る
桜
の
花
は
、
花
見
と

て
来
り
し
人
の
、
唯
花
見
る
人
を
見
つ
ゝ
過
ぎ
往
く
間
に
、
塵
に
吹
か
れ
酒
気

に
蒸
さ
れ
無
頓
着
に
眺
め
ら
れ
て
、
咲
き
て
空
し
く
落
ち
し
な
り
。（
中
略
）

我
は
痛
く
此
の
悪
し
き
記
憶
に
咎
め
ら
れ
て
此
の
春
を
疎
々
し
く
過
ぎ
ぬ

　　

雑
踏
す
る
花
見
客
の
群
れ
の
中
で
疎
外
を
実
感
し
た
、
と
い
う
次
第
だ
が
、
こ

う
し
て
「
既
に
し
て
三
年
の
学
期
了
る
頃
吾
思
想
は
再
変
し
」
た
。
湖
処
子
の
年

譜
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
一
八
九
七
（
明
二
〇
）
年
の
こ
と
で
あ
る
（
ち

な
み
に
湖
処
子
は
こ
の
前
年
に
牛
込
教
会
で
洗
礼
を
受
け
て
い
る
）。
そ
の
前
後

の
夏
に
は
、
小
田
原
・
熱
海
、
日
光
を
さ
ま
よ
い
歩
き
、「
山
中
を
愛
す
る
の
念

に
撃
た
れ
」
た
。
そ
の
後
、
下
総
に
も
下
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
日
々
は
「
吾
生
活

中
最
も
涙
多
き
日
の
一
に
し
て
、
唯
黙
思
と
暗
涙
の
み
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お

の
ず
と
日
記
に
は
「
世
の
無
常
」
を
か
こ
つ
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
次
に
披
露
さ

れ
る
の
は
そ
の
当
時
の
「
日
記
」
で
あ
る
。

　

三
ヶ
月
の
春
十
二
月
の
一
年
、
宛
も
蜉

（
か
げ
ろ
う
）
蝣
の
須（

し
ゅ
ゆ
）臾な
る
に
髣
髴
た
る
ぞ
、
実（

げ
）に

人
世
の
無
常
の
様
な
る
。
神
の
人
モ
ー
セ
は
曰
く
、
渠（

か
れ
ら
）等
は
一
夜
の
夢
の
如

く
、
朝
に
生
出
づ
る
青
草
の
如
し
、
朝
に
生
出
で
ゝ
夕
に
は
刈か

ら

れ
て
枯
る
な
り

と
。
預
言
者
イ
ザ
ヤ
は
曰
く
人
は
皆
艸
、
其
栄
華
は
凡
て
野
の
花
の
如
し
、
草

は
枯
れ
花
は
萎
む
と
。（
中
略
）
親
鸞
上
人
の
歌
に
曰
く
、
明
日
あ
り
と
思
ふ

心
の
仇
桜
、
夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
。
小
野
小
町
も
亦
歎
き
ぬ
、
花
の

色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
、
我
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
、
伊
勢

物
語
に
も
亦
行

（
ゆ
く
み
づ
）
水
と
、
過
る
齢
と
、
散
る
花
と
、
孰
れ
待
て
て
う
言
を
聞
か
ま

し
と
詠
じ
て
、
世
の
無
常
を
喞か

こ

て
る
な
り
。

　　

こ
の
よ
う
に
し
て
「
我
」
は
、
お
の
れ
の
経
験
と
、
そ
の
経
験
か
ら
生
じ
る
憂

愁
や
懐
疑
と
い
っ
た
感
情
の
綾
の
「
起
源
＝
典
故
」
を
、
漢
詩
文
の
み
な
ら
ず
、

和
文
、
欧
文
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
い
っ
た
雑
多
な
〈
詞こ

と
ば
の
宝く

ら蔵
〉）

31
（

の
中
に
求

め
、
常
套
的
・
定
型
的
な
言
い
回
し
と
と
も
に
定
着
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
「
帰
思
」
と
は
、「
眇
眇
と
し
て
孤
舟
逝ゆ

け
ば
、
綿
綿
と
し
て
歸
思
紆ま

つ
わる
」

が
由
来
で
あ
っ
た
か
ら
、
出0

郷
と
ほ
ぼ
同
時
に
浮
か
ぶ
感
興
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
帰
思
」
を
言
い
募
る
だ
け
な
ら
、
陶
淵
明
を
参
照
す
る
だ
け
で

十
分
こ
と
足
り
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、「
我
」
が
「
帰
思
」
と

い
う
詞こ

と
ばに
辿
り
着
く
ま
で
に
は
、
彼
な
り
の
持
続
的
か
つ
輻
輳
的
な
知
の
体
系
化

が
準
備
段
階
と
し
て
必
要
で
、
ま
た
、
そ
れ
を
語
る
に
は
出
郷
の
日
か
ら
数
年
分

の
歳
月
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
境
涯
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
、
父
の
訃
報
と
遺
影
と
で
あ
っ

た
。「
糸
絶
へ
た
る
紙
鳶
の
如
く
、
天
涯
迷
魂
の
孤
児
」
と
な
っ
た
「
吾
」
は
、

さ
ら
に
次
の
年
の
四
月
、
武
蔵
野
の
景
勝
を
渉
猟
し
て
い
る
最
中
に
、「
宛あ

だ
かも
故

郷
の
春
の
幻
姿
な
る
を
見
て
」、
ま
た
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
を
読
む
（
永
井
聖
剛
）

三
九

夫（
そ
）れ
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
リ
ヤ
の
城
郭
を
ば
逐

（
お
は
）れ
し
カ
ン
ジ
ッ

）
32
（

ド
は
、
畢
竟
ヴ
ヱ
ス

ト
フ
ァ
リ
ヤ
の
城
郭
を
追
懐
し
、
ア
ム
ハ
ラ
の
離
宮
よ
り
山
を
出
で
ゝ
幸
福
な

る
生
活
を
尋
ね
歩
き
し
ラ
セ
ラ

）
33
（

ス
も
、
得
る
所
な
く
し
て
ア
ム
ハ
ラ
の
離
宮
に

帰
り
た
る
を
思
は
ゞ
、
故
郷
の
快
楽
を
幾
度
説
く
も
、
我
は
自
ら
咎
め
ざ
る
な

り
。
我
が
所（

い
は
）謂
ゆ
る
故
郷
に
は
、
村
落
の
観
念
を
含
め
る
な
り
。
故
郷
に
は
我わ

れ

慰
藉
を
思
ひ
、
村
落
に
は
我わ

れ

平
和
を
期
せ
り
。
慈
愛
、
友
誼
、
恩
恵
、
親
切
、

歓
情
等
、
人
間
の
美
徳
と
称
す
る
も
の
は
、
村
落
の
外
何
処
に
求
む
る
。
帝
尭

の
前
に
撃
壌
を
歌
ひ
し
父
老
よ
。
帝
尭
の
天
下
を
辞

（
い
な
）み
し
許
由
よ
。
我
は
爾
に

与
す
る
な
り
。
博
士
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
亦
曰
へ
り
、「
朝
廷
は
内
国
の
軋
轢
に
騒

ぎ
、
使
臣
は
内
国
に
あ
り
て
論
ず
る
時
に
も
、
鍛
冶
匠
は
其
鉄（

て
つ
ち
ん
）
砧
を
敲

（
た
た
）き
、
農

夫
は
其
田
畑
を
耡（

す
）き
、
生
活
需
用
の
品
は
求
む
れ
ば
茲

（
こ
こ
）に
得
ら
れ
、
四
季
順
次

の
職
業
は
、
常
例
循
環
し
て
止
ま
ざ
る
な
り
」
と
。
此
安
穏
の
生
活
は
、
村
落

の
外
何
処
に
求
む
る
。
斯
る
世
界
に
其
身
を
終
ふ
る
も
の
は
、
兄
弟
も
、
姉
妹

も
、
夫
婦
も
、
朋
友
も
、
共
に
生
れ
て
共
に
育
ち
、
老
ゆ
る
も
死
ぬ
も
相
共
な

り
。
敵
少
く
味
方
少
な
く
、
嫉
妬
少
く
憤
怒
少
く
、
唯

（
た
だ
）是
一
村
無
邪
気
の
民
な

り
。
我
は
今
斯

（
こ
の
）

楽
園
よ
り
出
て
迷
へ
り
。
是
は
生
涯
迷
ふ
の
迷
ひ
な
る
乎
、
抑

（
そ
も
そ
）

も
復
ら
ん
為
の
迷
な
る
乎
。

　

こ
う
し
た
冗
長
な
紆
余
曲
折
を
経
て
「
故
郷
」
は
よ
う
や
く
、
何
よ
り
も
崇
高

な
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
確
信
さ
れ
る
に
至
り
、
ま
た
、「
帰
思
」
も
動
か
ぬ

も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
で
よ
う
や
く
「
我
」
は
帰
省
す
る
こ
と
が
で
き

る
）。
先
に
「
故
郷
」
は
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
述
べ
た
が
、
そ
の
構
築
の
手
続

き
は
こ
こ
ま
で
に
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
実
に
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
そ
の
ま
ま
、『
帰
省
』
と
い
う
小
説
の
方
法
（
語
り
の
雑
種
性
）
を
示
す
も
の

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

柳
田
国
男
は
「「
故
郷
」
と
い
う
概
念
は
、
あ
の
時
分
の
若
い
も
の
の
考
え
の
、

代
表
的
に
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、
ご
く
あ
っ
さ
り
と
述
べ
て
い
た
が
、

右
の
引
用
に
見
え
る
異
様
な
バ
タ
臭
さ
は
、
同
時
代
の
若
者
に
広
く
共
有
さ
れ
て

い
た
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
瞬
く
間
に
一
般
化

し
た
と
い
う
「
故
郷
」
へ
の
思
慕
が
、
か
く
ま
で
大
仰
な
手
続
き
を
経
た
上
で
構

築
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
あ
え
て
驚
き
を
隠
さ
な
い
で
お
き
た
い
と
思

う
。
故
郷
に
錦
を
飾
ら
な
い
「
帰
省
」
と
は
、
大
き
な
心
的
屈
折
と
負
荷
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
煩
雑
な
手
続
き
が
、
右
の
よ
う
に

な
さ
れ
た
の
だ
と
理
解
し
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
湖
処
子
と
い
う
一
個
人
の
個
性

に
回
収
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
、
同
時
代
的
な
文
脈
の

中
に
解
き
ほ
ど
い
て
い
き
た
い
、
と
い
う
の
が
本
研
究
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

を
重
ね
て
強
調
し
て
お
く
。

　

た
と
え
ば
右
の
引
用
は
、
同
時
代
に
広
く
通
行
し
て
い
た
文
体
（
漢
文
書
き
下

し
体
＝
普
通
文
）
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
漢
文
脈
で
あ
っ
た
ら
中
国
古
典
の
典
故

（
の
み
）
を
参
照
す
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
西
洋
文
学
の
知
見
に
基
づ

く
典
故
を
も
併
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
過
剰
な
文
体
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
、
一
八
六
〇
年
代
生
ま
れ
の
知
識
階
層
の
青
年
の
〈
詞こ

と
ばの
宝く

ら蔵
〉
が
生

み
出
し
た
一
表
象
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え

る
。
た
と
え
ば
、
森
鷗
外
が
こ
う
し
た
文
章
を
綴
る
こ
と
も
、
彼
の
教
養
を
以
て
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す
れ
ば
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
鷗
外
は
湖
処
子
の
よ
う
に
は
決
し
て

0

0

0

書
か
な
か
っ
た
（「
舞
姫
」
と
「
航
西
日
記
」
と
は
あ
く
ま
で
別
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
）。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
鷗
外
が
や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
湖
処
子
は
や
っ
た
。

お
そ
ら
く
、『
帰
省
』
の
文
体
が
放
つ
異
様
さ
の
起
源
は
そ
こ
に
あ
る
。
同
時
代

の
『
浮
雲
』「
舞
姫
」
と
較
べ
て
も
、
ま
た
、
そ
の
後
の
近
代
文
学
の
文
体
と
較

べ
て
も
、『
帰
省
』
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
孤
塁
を
守
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
そ
れ
は
い
か
に
し
て
成
り
立
っ
た
の
か
。
稿
を
継
い
で
考
察
し
て
ゆ
き
た

い
。

八　
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
の
読
解
を
ま
と
め
よ
う
（
便
宜
上
、
湖
処
子
の
年
譜
と
重
ね
て
ゆ

く
）。

　

幼
い
頃
か
ら
（
年
譜
な
ど
に
従
え
ば
、
中
学
生
時
代
か
ら
）、「
我
」
は
、『
詩

経
』
に
載
っ
た
故
事
に
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
て
、「
楊
子
（
楊
朱
）
の
よ
う
に
故

郷
を
出
て
、
楊
子
の
よ
う
に
故
郷
に
帰
る
の
だ
」
と
い
う
思
い
を
温
め
て
い
た

が
、
明
治
一
七
年
の
春
、
自
作
の
新
体
詩
「
出
郷
関
曲
」（
初
出
は
明
治
二
三
年
）

に
詠
じ
た
よ
う
な
心
境
を
抱
き
つ
つ
、
上
京
し
た
（
こ
の
段
階
で
の
「
我
」
の
漢

文
脈
的
素
養
か
ら
推
し
て
新
体
詩
的
な
情
緒
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
は
ず
だ
か

ら
、「
出
郷
関
曲
」
に
描
か
れ
た
心
境
は
、
過
去
遡
及
的
に
構
築
さ
れ
た
後
付
け

で
あ
ろ

）
34
（

う
）。
た
だ
し
、
い
ざ
上
京
は
果
た
し
た
も
の
の
、
都
会
生
活
へ
の
違
和

と
懐
疑
は
、
英
米
文
学
へ
の
親
炙）

35
（

（
東
京
専
門
学
校
で
は
政
治
学
と
英
文
学
を
修

め
た
。
明
治
二
〇
年
卒
業
）、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
（
明
治
一
九
年
五
月
）、
抒

情
的
散
文
や
新
体
詩
の
執
筆
（『
国
民
之
友
』
な
ど
に
筆
を
執
る
の
は
明
治
二
二

年
か
ら
）
と
い
っ
た
経
験
を
重
ね
る
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
言
っ
て
み

れ
ば
そ
れ
は
、
自
己
懐
疑
と
苦
悶
と
を
合
理
化
・
正
統
化
す
る
た
め
の
典
故
探
し

0

0

0

0

の
旅
程
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
父
の
死
去
の
報
（
明
治
二
一
年
八
月
）
を
き
っ
か

け
に
し
て
、
四
季
の
循
環
と
融
和
し
な
が
ら
生
き
る
人
々
の
暮
ら
す
「
故
郷
」
を

思
慕
し
、
理
想
化
し
よ
う
と
す
る
念
は
更
に
募
っ
た
。
ほ
ど
な
く
そ
れ
を
「
楽

園
」
と
意
味
づ
け
る
典
故
と
ロ
ジ
ッ
ク
を
獲
得
し
た
彼
は
、
今
（
明
治
二
二
年

夏
）
よ
う
や
く
「
帰
思
」
の
決
意
を
固
め
た
の
だ
っ
た
。「「
実
境
」
を
伝
え
る
文

体
は
「
実
境
」
の
み
を
源
泉
と
す
る
」
と
い
う
の
が
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、「
帰
思
」
の
決
心
ひ
と
つ
述
べ
る
の
に
膨
大
な
語
り
の
時
間
を
必
要
と

し
、
い
ま
だ
、
郷
里
に
向
か
う
旅
路
の
端
緒
に
す
ら
就
け
て
い
な
い
『
帰
省
』
の

方
法
は
、
未
来
（
そ
れ
か
ら
、
ど
う
な
る
？
）
へ
と
進
も
う
と
す
る
推
進
力
の
希

薄
さ
と
そ
れ
に
反
比
例
す
る
過
去
へ
の
拘
泥
の
強
さ
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

や
は
り
特
異
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
「
故
郷
」
は
、
帰
る
場
所
と
い
う
よ
り
も
、
過
剰
な
記
号
の
指
向
対
象
と
し

て
の
文
化
装
置
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
徳
富
蘇
峰
は
「
故
郷
は
一
種
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
な

り
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
い
か
な
る
冗
長
さ
も
伴
わ
な
い
は
ず
の
一
瞬
時
に
お
け

る
感
性
的
跳
躍
で
あ
る
そ
れ
と
、
湖
処
子
の
「
故
郷
」
と
が
い
か
に
隔
た
っ
て
い

る
こ
と
か
。『
帰
省
』
を
読
む
と
は
、
こ
の
「
過
剰
と
し
て
の
文

）
36
（

化
」
を
追
経
験

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）  
た
と
え
ば
、
太
田
好
信
『
民
俗
誌
的
近
代
へ
の
介
入　

文
化
を
語
る
権
利
は
誰
に
あ

る
の
か
』（
二
〇
〇
一
年
二
月
、
人
文
書
院
、
二
三
―
四
二
頁
）。
な
お
、「
民
俗
誌

的
近
代
」
は
、『
文
化
の
窮
状　

二
十
世
紀
の
民
俗
誌
、
文
学
、
芸
術
』（
太
田
好
信

ほ
か
訳
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
人
文
書
院
）
に
お
い
て
Ｊ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
が
提
示

し
た
鍵
語
で
あ
る
。

（
2
）  

Ｅ
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
『
文
化
と
帝
国
主
義
1
』（
大
橋
洋
一
訳
、
一
九
九
八
年
一
二

月
、
み
す
ず
書
房
、
六
頁
、
傍
点
原
文
）

（
3
）  

北
野
昭
彦
『
宮
崎
湖
処
子
国
木
田
独
歩
の
詩
と
小
説
』（
一
九
九
三
年
六
月
、
和
泉

書
院
、
八
頁
）

（
4
）  

松
村
友
視
『
近
代
文
学
の
認
識
風
景
』（
二
〇
一
七
年
一
月
、
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、

二
六
八
頁
）

（
5
）  

日
本
近
代
文
学
大
系
『
明
治
短
篇
集
』（
一
九
七
〇
年
五
月
、
角
川
書
店
）
の
笹
淵

友
一
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
『
国
木
田
独
歩 

宮
崎
湖
処
子
集
』（
二
〇
〇

六
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
の
藤
井
淑
禎
に
よ
る
注
釈
・
解
説
を
参
照
。
な
お
、
後
者

の
藤
井
に
よ
る
「
解
説
」
に
、『
帰
省
』
を
「
カ
オ
ス
的
小
説
」
と
す
る
指
摘
が
あ

る
（
五
四
〇
頁
）。

（
6
） 

引
用
は
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
十
一
巻
（
一
九
九
七
年
一
一
月
、
筑
摩
書
房
、

一
三
二
―
一
三
八
頁
）
に
よ
る
。
な
お
柳
田
は
、
湖
処
子
と
の
出
会
い
に
つ
い
て

こ
う
回
想
し
て
い
る
。「
民
友
社
か
ら
出
し
た
我
々
六
人
の
新
体
詩
集
「
抒
情
詩
」

に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
思
い
出
が
あ
る
。（
中
略
）
私
の
詩
は
「
野
辺
の
ゆ
き

き
」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
。
利
根
川
べ
り
の
秋
の
寂
し
い
景
色
を
描
い
た
抒
情
詩

で
、
想
像
で
ス
ケ
ッ
チ
風
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
／
六
人
の
う
ち
の
一
人
、
宮

崎
湖
処
子
が
、
わ
れ
わ
れ
の
作
っ
て
い
た
紅
葉
会
と
い
う
歌
の
会
に
入
り
、
松
浦

先
生
の
お
弟
子
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
詩
集
が
機
縁
で
あ
っ
た
。
紅
葉
会
と
い
う

の
は
、
あ
る
時
の
紅
葉
狩
り
の
帰
り
に
成
立
っ
た
会
で
、
私
は
ま
だ
松
浦
先
生
の

門
に
入
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
誘
わ
れ
て
仲
間
に
な
っ
て
い
た
」。

（
7
）  

成
田
龍
一
『「
故
郷
」
と
い
う
物
語　

都
市
空
間
の
歴
史
学
』（
一
九
九
八
年
七
月
、

吉
川
弘
文
館
、
二
頁
）

（
8
） 

注
7
と
同
じ
（
四
頁
）。

（
9
）  

前
田
愛
『
近
代
読
者
の
成
立
』（
一
九
七
三
年
一
一
月
、
有
精
堂
）
所
収
。
引
用
は

『
前
田
愛
著
作
集 

第
二
巻 

近
代
読
者
の
成
立
』（
一
九
八
九
年
五
月
、
筑
摩
書
房
）

に
よ
る
。

（
10
）  

一
八
七
七
（
明
一
〇
）
年
創
刊
の
投
書
雑
誌
。
青
少
年
を
対
象
と
し
た
和
漢
詩
文
の

修
練
の
場
と
し
て
、
一
九
〇
一
（
明
三
四
）
年
ま
で
続
い
た
。

（
11
）  

竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世　

受
験
生
の
社
会
史
』（
二
〇
一
五
年
九
月
、
講
談

社
学
術
文
庫
）

（
12
）  

谷
川
恵
一
「「
訂
正
増
補 

惨
風
悲
雨
世
路
日
記
」
改
題
」（『
リ
プ
リ
ン
ト
日
本
近
代

文
学
95 

訂
正
増
補 

惨
風
悲
雨
世
路
日
記
』、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
国
文
学
研
究
資

料
館
）

（
13
）  
ド
ミ
ナ
ン
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
人
生
を
制
約
す
る
物
語
、
人
生

の
下
敷
き
に
な
る
よ
う
な
物
語
」。
そ
の
ド
ミ
ナ
ン
ト
さ
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
と
き
、

こ
れ
と
は
別
の
新
し
い
物
語
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
が
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
（
野
口
裕
二
『
物
語
と
し
て
の
ケ
ア
―
ナ
タ
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の



　 43 　

愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
文
化
創
造
研
究
科
紀
要　

第
八
号

四
二

世
界
へ
』、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
医
学
書
院
、
八
〇
―
八
二
頁
）。

（
14
）  
宮
崎
湖
処
子
『
半
生
の
懺
悔
』（
一
九
〇
八
（
明
四
一
）
年
一
〇
月
、
如
山
堂
）
の

記
述
に
よ
る
。
な
お
、
戸
籍
上
の
生
年
は
一
八
六
四
年
。

（
15
）  

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
日
本
近
代
』（
二
〇
一
四
年
五
月
、
角
川
文
庫
、
一
九
頁
）

（
16
）   

注
15
と
同
じ
（
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
）。

（
17
） 

注
5
の
笹
淵
友
一
に
よ
る
注
釈
（
一
三
〇
頁
）。
以
下
、「
笹
淵
注
」
と
記
す
。

（
18
）  

松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注
『
陶
淵
明
全
集
（
上
）』（
一
九
九
〇
年
一
月
、
岩
波
文

庫
、
一
六
六
頁
）

（
19
） 

注
18
と
同
じ
（
九
四
―
九
五
頁
）

（
20
）  

二
葉
亭
四
迷
「
余
が
言
文
一
致
の
由
来
」（
一
九
〇
六
（
明
三
九
）
年
五
月
、『
文
章

世
界
』）

（
21
）  『
論
語
』
為
政
篇
の
「
父
母
に
は
唯
だ
其
の
疾
を
之
れ
憂
う
」
を
指
す
。

（
22
）  

こ
の
詩
が
採
用
し
て
い
る
各
連
二
行
目
と
四
行
目
の
押
韻
に
つ
い
て
笹
淵
注
（
一
三

一
頁
）
は
、「
押
韻
は
明
治
二
〇
年
代
前
半
ま
で
の
新
体
詩
に
か
な
り
一
般
的
な
現

象
で
、
西
詩
の
模
倣
。
句
読
点
を
打
つ
の
も
同
様
」
と
し
て
い
る
。

（
23
）  

木
村
直
恵
『
青
年
の
誕
生　

明
治
日
本
に
お
け
る
政
治
的
実
践
の
転
換
』（
一
九
九

八
年
二
月
、
新
曜
社
、
八
五
―
九
五
頁
）

（
24
）  

落
合
直
文
「
孝
女
白
菊
の
歌
」（
一
八
八
八
（
明
二
一
）
年
二
月
〜
一
八
八
九
（
明

二
二
）
年
五
月
、『
東
洋
学
会
雑
誌
』）。
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編

『
新
体
詩 

聖
書 

讃
美
歌
集
』（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

（
25
）  

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
の
近
代
』（
二
〇
〇
五
年
二
月
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇

九
頁
）

（
26
）  

注
25
と
同
じ
（
一
九
三
頁
）。

（
27
）  

注
5
の
藤
井
淑
禎
に
よ
る
注
釈
（
三
三
五
頁
）。

（
28
）  

笹
淵
注
（
一
三
一
―
一
三
二
頁
）。

（
29
）  

齋
藤
希
史
（
注
25
）
に
よ
れ
ば
、「「
文
を
以
て
身
を
立
つ
る
」
者
と
し
て
、
作
詩
作

文
の
動
機
は
ま
ず
「
遊
覧
登
臨
」
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
漢
詩
文
の
伝
統
で
あ

り
、
明
治
に
あ
っ
て
も
漢
詩
文
を
綴
る
者
に
と
っ
て
は
初
学
か
ら
の
心
得
で
あ
」
っ

た
（
一
八
七
頁
）。「
主
題
と
し
て
の
游
記
は
、
作
詩
作
文
の
レ
ッ
ス
ン
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
型
の
提
供
に
与
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
漢
文
を
資
源
と
し
て

成
立
し
た
明
治
普
通
文
に
あ
っ
て
も
游
記
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。

游
記
の
型
は
漢
文
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
文
章
を
綴
る
上
で
の
基
本
を
提
供
し
続

け
た
の
で
あ
る
」（
同
一
九
〇
頁
）。
ち
な
み
に
、「
第
二 

帰
郷
」
に
お
け
る
横
浜
か

ら
馬
関
へ
の
船
旅
も
ま
た
、
漢
文
調
の
そ
れ
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）  

こ
の
一
連
の
游
記
的
な
文
章
を
、
笹
淵
注
は
「
漢
文
表
現
の
生
硬
な
和
訳
」
と
捉

え
、「
国
文
と
し
て
十
分
こ
な
れ
て
い
な
い
」
と
評
し
て
い
る
（
一
三
六
頁
）。

（
31
）  

野
村
純
一
・
阿
部
泰
郎
・
山
田
俊
治
・
兵
藤
裕
己
「《
座
談
会
》
文
章
作
法
の
近
代

と
前
近
代
―
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
い
う
視
点
か
ら
」（
二
〇
〇
六
年
三
月
、『
文
学
』、

岩
波
書
店
）
に
お
け
る
阿
部
の
発
言
に
出
て
く
る
鍵
語
。「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
と
も

呼
ば
れ
る
。
こ
の
中
で
兵
藤
は
、
曲
亭
馬
琴
の
文
章
作
法
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
こ

う
言
っ
て
い
る
。「
漢
籍
に
由
来
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
文
章
を
書
く
場
合
、

共
有
さ
れ
た
知
の
世
界
に
自
分
の
経
験
を
す
り
寄
せ
て
い
く
。
自
分
が
直
接
経
験
し

た
世
界
も
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
共
有
さ
れ
る
べ
き
知
の
枠
組
み
の

な
か
で
認
識
さ
れ
表
象
さ
れ
る
わ
け
で
す
。（
中
略
）
何
ら
か
の
出
来
事
や
事
件
を
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宮
崎
湖
処
子
『
帰
省
』
を
読
む
（
永
井
聖
剛
）

四
三

語
る
と
、
漢
籍
や
仏
典
に
由
来
す
る
故
事
や
成
句
・
成
語
が
必
ず
引
用
さ
れ
ま
す
。

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
媒
介
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
馬
琴
の
あ
の
途
轍
も
な
い
想
像
力
も

つ
む
が
れ
た
よ
う
で
し
て
」。

（
32
）  

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
小
説
『
カ
ン
デ
ィ
ド
』（
一
七
五
九
年
）
の
主

人
公
。

（
33
）  

イ
ギ
リ
ス
の
文
人
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
小
説
『
ラ
ッ
セ
ラ
ス
』（
一
七
五

九
年
）
の
主
人
公
。

（
34
）  

松
村
友
視
（
注
4
）
は
、「
出
郷
関
曲
」
第
四
連
の
「
此
処
に
ぞ
幸
は
あ
る
べ
き
に

／
わ
れ
は
都
に
の
ぼ
り
る
な
り
」
の
く
だ
り
を
取
り
上
げ
、「
こ
の
詩
は
、
郷
里
出

立
の
感
慨
の
事
後
的
・
回
想
的
な
表
現
と
み
る
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
六
〇

頁
）。
な
お
、
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
陶
淵
明
「
帰
田
園
居
」
に
は
、「
性
本
愛
丘
山
」

（
生
れ
つ
き
自
然
を
愛
す
る
気
持
が
強
か
っ
た
）
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
我
」
も
ま

た
「
性
本
愛
丘
山
」
だ
っ
た
か
と
問
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
虚
構
で
あ
る
。
正
確
に
言

え
ば
、
淵
明
詩
と
い
う
格
好
の
典
故
を
発
見
し
た
「
我
」
は
、
陶
淵
明
の
生
涯
に
自

己
の
人
生
を
な
ぞ
ら
え
る
形
で
（
つ
ま
り
、
あ
た
か
も
自
分
が
「
生
ま
れ
つ
き
」
そ

う
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
）
演
繹
的
に
過
去
を
語
っ
た
＝
騙
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
過
去
そ
の
も
の
（
そ
ん
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
の
話
だ
が
）
を
、
現
在
の
視
点

か
ら
上
書
き
す
る
営
為
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
35
）  

そ
の
重
要
な
一
要
素
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
湖
処
子
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
理
解
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
予
定
で
あ

る
。

（
36
）  

丸
山
圭
三
郎
『
文
化
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』（
一
九
八
四
年
一
〇
月
、
勁
草
書
房
、

一
三
七
頁
）

〔
付
記
〕　 『
帰
省
』
の
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
『
国
木
田
独
歩 

宮
崎
湖

処
子
集
』（
二
〇
〇
六
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
り
、
ル
ビ
・
記
号
等
は
適
宜

省
略
し
た
。
な
お
、
本
論
文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
課
題
番
号20K

00325

）

の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




