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臼
井
吉
見
『
安
曇
野
』
論
ノ
ー
ト

物
語
言
説
と
作
者
の
境
位

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に

十
九
世
紀
末
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
臼
井
吉
見
の
『
安
曇
野
』（
１
）

は
、
元
号
で
言
え
ば
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
代
に
わ
た
る
日
本
の
遍

歴
を
書
き
つ
づ
っ
た
大
河
小
説
で
あ
る
。
長
野
県
安
曇
郡
白
金
村
出
身

の
相
馬
愛
蔵
と
仙
台
藩
士
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
相
馬
（
旧
姓
、
星
）

良
の
二
人
を
主
軸
と
し
て
、
多
彩
な
人
物
が
次
々
に
登
場
し
、
日
本
近

代
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
り
成
し
て
い
く
。
日
露
戦
争
、
関
東
大
震
災
、

満
州
事
変
、
二
・
二
六
事
件
、
日
米
開
戦
、
原
爆
投
下
、
敗
戦
、
東
京

裁
判
な
ど
、
歴
史
的
ト
ピ
ッ
ク
を
背
景
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
生

き
ざ
ま
、
死
に
ざ
ま
が
、
無
手
勝
流
と
も
言
え
る
よ
う
な
自
在
な
筆
遣

い
で
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
焦
点
化
さ
れ
る
人
物
は
次
々
と
入
れ

か
わ
り
、
作
中
人
物
が
読
む
書
簡
や
手
記
、
雑
誌
の
記
事
、
児
童
の
作

文
な
ど
を
含
む
多
様
な
テ
ク
ス
ト
が
虚
実
を
ま
じ
え
て
た
び
た
び
引
用

さ
れ
る
。
作
中
人
物
が
直
接
話
法
で
文
学
論
や
政
治
論
を
戦
わ
せ
た
か

と
思
う
と
、
作
者
と
も
語
り
手
と
も
作
中
人
物
と
も
つ
か
ぬ
話
者
に
よ

る
自
由
間
接
話
法
に
よ
っ
て
政
治
思
想
や
人
生
哲
学
が
開
陳
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
併
呑
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
大
河
小
説

は
、
第
五
部
で
つ
い
に
相
馬
愛
蔵
と
黒
光
の
死
を
描
く
と
こ
ろ
に
た
ど

り
着
き
、
主
要
な
作
中
人
物
の
二
人
を
物
語
の
世
界
か
ら
退
場
さ
せ
て

し
ま
う
。
し
か
も
、
つ
い
に
大
団
円
を
迎
え
た
か
と
思
わ
れ
た
長
大
な

大
河
小
説
は
、
「
作
者
」
で
あ
る
臼
井
吉
見
を
『
安
曇
野
』
を
掲
載
し

て
い
る
雑
誌
『
展
望
』
の
編
集
長
と
し
て
唐
突
に
登
場
さ
せ
、
「
僕
」

と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
自
ら
の
体
験
や
思
索
を
語
ら
せ
始
め
る
の
で

あ
る
。
作
者
の
「
私
」
が
い
つ
の
ま
に
か
後
景
に
退
い
て
消
え
去
っ
て
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し
ま
う
横
光
利
一
の
『
紋
章
』（
一
九
三
四
年
一
月
～
九
月
『
改
造
』）

を
逆
回
し
に
し
た
か
の
よ
う
な
趣
向
で
あ
り
、
ま
る
で
方
法
論
的
な
意

識
の
下
に
書
か
れ
た
実
験
小
説
の
よ
う
で
も
あ
る
。
初
出
誌
に
連
載
さ

れ
た
も
の
を
単
行
本
と
し
て
ま
と
め
る
た
び
に
、
巻
末
に
「
作
者
敬

白
」
を
付
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
五
部
の
後
半
は
、
き
わ
め

て
長
大
な
「
あ
と
が
き
」
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
掟
破
り
と
も
い
え
る
方
法
で
自
ら
の
体
験
を
語
り
始
め
た
臼

井
吉
見
の
モ
チ
ー
フ
の
内
実
は
、
実
験
や
あ
と
が
き
な
ど
と
い
っ
た
レ

ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
仔
細
に
検
討
し
、
慎
重
に
吟

味
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
初
出
誌
と
単
行
本
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
対
照
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
臼
井
吉
見
な
る
「
作
者
」（
２
）

が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も

と
に
『
安
曇
野
』
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
て
み

た
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
長
大
な
テ
ク
ス
ト
を
支
え
る
〈
書

か
れ
て
い
る
こ
と
／
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
あ

る
い
は
〈
記
憶
／
忘
却
〉
の
弁
証
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
は
ず
で
あ
る
。

二
、「
創
作
」
さ
れ
る
日
本
近
代
史

ま
ず
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
併
呑
し
な
が
ら
展
開
す
る
『
安
曇

野
』
と
い
う
小
説
の
特
質
が
際
立
つ
、
第
三
部
の
概
要
を
瞥
見
し
て
み

よ
う
。

『
安
曇
野
』
第
三
部
は
、
二
人
の
天
皇
の
死
、
す
な
わ
ち
明
治
天
皇

の
崩
御
か
ら
大
正
天
皇
の
崩
御
ま
で
の
、
概
ね
十
五
年
間
を
背
景
に
描

か
れ
て
い
る
。
第
一
部
、
第
二
部
と
同
じ
よ
う
に
一
九
〇
一
（
明
治

）
年
に
中
村
屋
を
創
業
し
た
相
馬
愛
蔵
、
良
（
黒
光
）
の
二
人
を
中

34心
に
展
開
し
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
だ
が
、
焦
点
化
さ
れ

る
人
物
が
次
々
に
入
れ
か
わ
り
、
物
語
言
説
の
あ
り
よ
う
は
き
わ
め
て

多
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
中
人
物
の
言
説
に
複
数
の
異
な
る
思
想
的

な
立
場
を
振
り
分
け
て
展
開
す
る
論
争
小
説
的
な
側
面
は
あ
る
も
の
の
、

第
三
部
に
お
い
て
は
、
作
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
押
し
売
り
す
る
よ
う

な
平
板
な
展
開
に
な
る
こ
と
は
周
到
に
回
避
さ
れ
て
い
る
。
作
中
人
物

の
行
動
が
既
知
の
歴
史
的
な
出
来
事
の
中
に
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

担
保
し
つ
つ
描
か
れ
て
い
て
、
大
き
な
歴
史
の
う
ね
り
を
感
じ
さ
せ
な

が
ら
、
物
語
の
中
に
読
者
を
巻
き
込
む
仕
掛
け
が
比
較
的
有
効
に
機
能

し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
大
逆
事
件
後
の
閉
塞
感
の
中
に
あ
っ
て
「
中
村
屋
サ
ロ

ン
」
と
も
称
さ
れ
る
人
的
な
交
流
の
場
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
相
馬
良

は
、
社
会
関
係
資
本
を
蓄
積
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
多
く
の
人
々

と
積
極
的
に
関
わ
り
を
作
っ
て
い
く
。
早
稲
田
大
学
の
桂
井
当
之
助
、
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片
上
伸
、
吉
江
喬
松
ら
を
招
い
て
中
村
屋
の
二
階
で
開
い
た
ロ
シ
ア
語

の
勉
強
会
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
し
、
農
業
研
究
か
ら
人
間
探
究
へ
と
転

身
し
て
農
作
物
の
改
良
に
関
す
る
知
見
を
人
間
改
造
へ
と
応
用
し
よ
う

と
目
論
ん
だ
岡
田
虎
二
郎
の
「
静
坐
会
」
へ
の
参
加
も
ま
た
し
か
り
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
種
蒔
く
人
」
発
行
に
奔
走
す
る
佐
々
木
孝
丸
の

借
金
申
込
の
話
や
、
中
村
屋
二
階
の
土
蔵
劇
場
で
の
脚
本
朗
読
会
の
話

な
ど
を
含
め
、
日
本
近
代
と
い
う
時
代
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
奮
闘
し

苦
闘
す
る
人
間
群
像
を
、
小
説
と
い
う
形
式
の
中
に
描
き
出
し
て
い
く

た
め
の
巧
妙
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
中
村
屋
の
ヒ
ッ
ト
商

品
「
純
印
度
式
カ
リ
ー
ラ
イ
ス
」
発
売
の
立
役
者
と
も
言
え
る
亡
命
革

命
家
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
や
、
中
村
彝
の
代
表
作
「
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
氏
の
像
」
で
知
ら
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
ワ
シ
リ
ー
・
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
な
ど
、
外
国
人
の
動
向
も
た
く
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
『
安
曇

野
』
第
三
部
の
主
人
公
は
も
は
や
相
馬
愛
蔵
と
良
で
は
な
く
、
同
時
代

の
歴
史
の
転
変
と
も
呼
応
し
て
、
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
を

見
せ
る
「
中
村
屋
サ
ロ
ン
」
な
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な

い
。も

ち
ろ
ん
、
女
関
係
が
絶
え
な
い
相
馬
愛
蔵
を
尻
目
に
、
サ
ロ
ン
に

関
わ
る
男
性
を
「
重
要
な
異
性
の
友
人
」
と
し
て
ま
な
ざ
す
相
馬
良
の

心
理
も
興
味
深
い
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
相
馬
夫
妻
を
中
心
と
す

る
恋
愛
模
様
が
、
『
安
曇
野
』
物
語
を
駆
動
す
る
主
軸
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
も
ま
た
否
め
な
い
の
で
あ
る
。
保
子
と
い
う
妻
が
あ
り
な

が
ら
神
近
市
子
を
愛
し
、
さ
ら
に
は
辻
潤
と
離
婚
し
た
伊
藤
野
枝
と
も

関
係
を
持
っ
た
大
杉
栄
を
め
ぐ
る
「
愛
憎
の
四
角
関
係
」
に
つ
い
て
、

愛
蔵
と
良
が
言
い
争
い
を
す
る
場
面
な
ど
、
二
人
が
抱
え
る
情
念
を
描

写
し
た
場
面
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
大
杉
栄
や
神
近
市
子
ら
の
色
恋

沙
汰
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
言
い
争
っ
た
後
、
第

三
部
の
「
そ
の
十
」
は
次
の
よ
う
な
描
写
で
結
ば
れ
て
い
る
。

だ
ま
っ
た
ま
ま
、
じ
っ
と
愛
蔵
を
に
ら
ん
で
い
た
良
の
眼
に
、
み

る
み
る
涙
が
た
ま
る
と
、
は
げ
し
く
こ
ぼ
れ
落
ち
た
。

あ
わ
て
た
愛
蔵
が
、
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
、
つ
づ
け
た
。

「
エ
ロ
君
が
神
近
さ
ん
を
好
き
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、

雨
雀
さ
ん
も
エ
ロ
君
に
ま
け
な
い
ほ
ど
神
近
さ
ん
が
好
き
な
ん
じ
ゃ

な
い
の
か
ね
。
お
前
さ
ん
ど
う
思
う
？
」

返
事
が
な
い
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
、
良
の
眼
か
ら
大
粒
の
涙
が

ほ
と
ば
し
っ
た
。

こ
の
あ
と
「
そ
の
十
三
」
で
島
村
抱
月
と
松
井
須
磨
子
の
愛
と
死
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
時
代
を
象
徴
す
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
と



- 15 -

か
、
文
学
史
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

『
安
曇
野
』
と
い
う
物
語
を
彩
る
恋
愛
模
様
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
中
村
屋
サ
ロ
ン
」
を
め

ぐ
る
人
間
関
係
の
広
が
り
の
中
に
「
教
育
」
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
シ
ラ
カ
バ
教
員
」
と
称
さ
れ
た
箕

浦
耕
作
ら
、
穂
高
学
校
の
教
師
た
ち
の
姿
や
、
武
者
小
路
実
篤
や
柳
宗

悦
の
信
州
の
教
育
界
と
の
関
わ
り
、
『
信
濃
教
育
』
の
編
集
主
幹
を
務

め
た
島
木
赤
彦
の
動
向
、
三
宅
雪
嶺
主
宰
の
雑
誌
『
日
本
及
日
本
人
』

の
影
響
下
に
作
ら
れ
た
東
西
南
北
会
の
教
師
た
ち
の
活
動
な
ど
、｢

教

育
」
と
い
う
観
点
で
た
ど
る
だ
け
で
も
第
三
部
に
は
数
多
く
の
水
脈
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
中
谷
勲
ら
「
シ
ラ
カ
バ
教
員
」
た
ち
に
よ
る
倭

小
学
校
児
童
の
感
想
文
の
朗
読
場
面
が
、
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て

描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
も
、
第
三
部
に
お
い
て
「
教
育
」
が
前
景

化
さ
れ
て
い
る
一
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
水
脈
は
、
長
野
県

の
「
教
育
」
が
帝
国
日
本
の
大
陸
政
策
に
果
た
し
た
役
割
や
、
臼
井
吉

見
が
戦
争
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
も
つ
な
が

っ
て
い
て
、『
安
曇
野
』
全
編
を
貫
く
主
要
な
伏
流
水
と
な
っ
て
い
る
。

つ
い
で
に
触
れ
て
お
け
ば
、
児
童
に
よ
る
感
想
文
の
朗
読
以
外
に
も
、

作
中
人
物
に
よ
る
「
読
む
」
と
い
う
行
為
が
頻
繁
に
差
し
挟
ま
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
第
三
部
の
特
質
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
殺
し

た
山
本
飼
山
の
日
記
を
木
下
尚
江
が
読
む
場
面
（
そ
の
三
）
、
幸
徳
秋

水
と
管
野
須
賀
子
の
書
簡
を
木
下
尚
江
が
読
む
場
面
（
そ
の
四
）
、
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
書
か
れ
た
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
の
書
簡
を
秋
田
雨
雀
が
紹

介
す
る
場
面
（
そ
の
八
）
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
「
読
む
」

主
体
と
し
て
の
作
中
人
物
の
姿
が
後
景
に
退
い
て
、
「
引
用
」
の
よ
う

な
形
で
織
り
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
『
白
樺
』
や
『
新
し
き

村
』
に
発
表
さ
れ
た
武
者
小
路
実
篤
の
文
章
の
引
用(

そ
の
一
六
）
や
、

婚
約
中
の
両
親
を
殺
害
し
て
当
時
の
人
び
と
に
衝
撃
を
与
え
、
秋
田
雨

雀
の
「
手
投
弾
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
竹
内
仁
の
遺
書
の
引
用
（
そ
の

二
一
）
、
第
五
回
帝
展
で
「
老
母
像
」
が
注
目
を
集
め
た
中
村
彝
の
今

村
繁
三
宛
書
簡
、
安
雄
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
出
し
て
両
親
の
相
馬
夫

妻
に
見
せ
た
早
稲
田
学
生
新
聞
の
「
小
樽
高
商
の
軍
事
教
練
問
題
」

（
そ
の
二
三
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
中
村
彝
、
中
原
悌
二
郎
、

柳
敬
助
の
書
簡
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
「
そ
の
五
」
や
、
謄
写
版
刷
り
に

し
て
配
布
し
た
中
谷
勲
の
日
記
の
抄
録
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
「
そ

の
一
八
」
な
ど
、
臼
井
吉
見
が
小
説
と
い
う
形
式
の
自
在
さ
を
存
分
に

活
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
な
特
質
を
踏
ま
え
る
と
、
木
下
尚
江
が
桂
井
当
之
助
に
語

っ
た
話
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
、
第
三
部
の
「
そ
の
一
」
の
次
の
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よ
う
な
記
述
は
、
「
小
説
」
と
い
う
形
式
を
使
っ
た
『
安
曇
野
』
と
い

う
著
作
に
よ
っ
て
、
臼
井
吉
見
が
い
っ
た
い
何
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し

て
い
た
の
か
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
一
節
と
見
な
し
て
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

キ
リ
ス
ト
の
生
涯
で
悲
壮
の
最
高
潮
は
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
半
夜
の
祈

祷
だ
。
こ
の
夜
半
、
そ
こ
に
い
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
と
弟
子
だ
け
だ

が
、
キ
リ
ス
ト
は
弟
子
を
離
れ
て
、
独
り
で
祈
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

こ
の
祈
り
は
、
何
人
の
耳
を
通
じ
て
福
音
記
者
の
手
に
伝
え
ら
れ
た

か
。
考
証
家
は
嘲
っ
て
、
こ
の
偉
大
な
詩
を
抹
殺
す
る
に
ち
が
い
な

い
。
け
れ
ど
も
、
聖
書
を
創
作
と
し
て
愛
護
し
て
き
た
自
分
に
は
、

キ
リ
ス
ト
は
創
作
中
の
人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
、
な
ん
の
不
思
議
で

も
な
い
。
仏
教
の
経
典
に
し
た
っ
て
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
創
作
だ
。

経
典
が
伝
え
る
釈
尊
も
明
ら
か
に
創
作
中
の
人
物
だ
。
釈
迦
や
キ
リ

ス
ト
ば
か
り
で
は
な
い
、
か
く
い
う
自
分
が
す
で
に
創
作
中
の
人
物

だ
。
君
の
目
に
映
ず
る
僕
は
即
ち
君
の
創
作
の
僕
だ
。
考
証
は
歴
史

じ
ゃ
な
い
。
歴
史
は
創
作
だ
。

第
三
部
の
終
盤
で
は
、
甘
粕
事
件
や
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
な
ど
、
関
東

大
震
災
後
の
社
会
的
な
混
乱
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
復
興
に

よ
る
百
貨
店
の
進
出
に
よ
っ
て
変
貌
し
て
い
く
新
宿
に
お
い
て
、
中
村

屋
が
経
営
戦
略
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
、
合
理
化
と
多
角
化
を
推
し
進
め

て
い
く
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
く
。
関
東
大
震
災
後
の
日
本
社
会
の
不
透

明
感
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
復
興
に
よ
る
都
市
化
の
進
展
と
い

う
肯
定
的
な
側
面
を
描
き
、
中
村
屋
の
実
権
を
握
っ
た
良
の
「
珍
し
く

朗
ら
か
」
な
笑
顔
に
よ
っ
て
第
三
部
は
結
ば
れ
て
い
る
。
日
本
近
代
の

「
歴
史
」
を
虚
実
の
あ
わ
い
に
多
様
な
声
を
響
か
せ
る
「
創
作
」
と
し

て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『
安
曇
野
』
一
編
の
眼
目

は
存
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
相
馬
愛
蔵
と
良
が
生
き
て
い
る
第
三
部
の
時
空
に

お
い
て
、
極
め
て
大
き
な
災
厄
が
経
験
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
筆
の
入
り
方
に
大
き
な
偏
り
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浅
草
の
方
面
は
火
の
海
で
、
一
晩
中
、
町
な
か
の
ざ
わ
め
き
は
絶

え
な
か
っ
た
。

翌
朝
早
く
か
ら
眼
が
さ
め
て
み
る
と
、
市
内
か
ら
避
難
し
て
く
る

群
で
、
通
り
は
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
ど
の
顔
も
燻
っ
た
よ
う
に
黒
く
、

眼
ば
か
り
う
つ
ろ
に
光
っ
て
い
た
。

中
村
屋
の
家
族
も
、
平
河
町
の
住
宅
の
壁
が
落
ち
た
程
度
で
全
員
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無
事
だ
っ
た
。
愛
蔵
は
翌
日
早
々
来
店
し
て
、
陣
頭
指
揮
を
や
っ
た
。

こ
ん
な
時
こ
そ
全
力
を
あ
げ
て
、
お
得
意
様
に
奉
仕
し
な
く
て
は
と

の
方
針
で
あ
っ
た
。
竈
も
ど
う
に
か
つ
く
ろ
っ
て
、
応
急
処
置
と
し

て
、
奉
仕
パ
ン
と
地
震
饅
頭
の
二
種
類
を
作
っ
て
原
価
販
売
す
る
こ

と
に
き
ま
っ
た
。

一
九
二
三
（
大
正

）
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
の
折
に
中
村
屋

12

が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
を
描
い
た
第
三
部
「
そ
の
二
二
」

の
一
節
で
あ
る
。
関
東
大
震
災
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
人
び
と
が
主

と
し
て
火
災
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

本
所
陸
軍
被
服
廠
跡
地
だ
け
で
も
四
万
人
と
も
言
わ
れ
る
人
び
と
が
避

難
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
て
い
た
家
財
道
具
も
ろ
と
も
に
火
炎
旋
風
に

襲
わ
れ
、
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
て
い
る
。
炎
を
逃
れ
よ
う
と
川
や
池
に

飛
び
こ
ん
で
命
を
落
と
し
た
人
び
と
を
含
め
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
遺

体
が
各
所
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
行
方
不
明
者
に
な
っ
た
家
族
を

捜
す
人
び
と
、
怪
我
を
負
っ
た
人
び
と
な
ど
、
多
く
の
被
災
者
が
東
京

中
に
あ
ふ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
ど
の
顔
も
燻
っ
た
よ
う
に
黒
く
、

眼
ば
か
り
う
つ
ろ
に
光
っ
て
い
た
」
と
い
う
被
災
者
の
描
写
は
、
そ
う

し
た
現
実
を
踏
ま
え
て
の
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
描
写
以
外
に

は
、
阿
鼻
叫
喚
地
獄
と
も
言
え
る
大
震
災
の
現
実
に
筆
が
及
ぶ
こ
と
は

な
い
。
大
震
災
と
い
う
非
常
時
に
あ
っ
て
、
中
村
屋
が
い
か
に
迅
速
に

原
料
を
仕
入
れ
、
商
品
を
製
造
し
て
販
売
に
こ
ぎ
つ
け
た
か
と
い
う
こ

と
が
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
新
宿
、
四
谷
方
面
で
は
多
く
の
商
店
が

九
月
十
日
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
け
れ
ば
商
売
を
再
開
で
き
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
村
屋
は
「
四
日
に
は
早
く
も
店
を
開
い
て
い
た
」
と

い
う
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
店
を
開
い
た
晩
に
、
相
馬

愛
蔵
が
菓
子
職
人
や
工
場
関
係
者
を
集
め
て
語
っ
た
こ
と
は
、
「
菓
子

の
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
「
原
料
の
本
質
を
知
っ
て
そ
れ
を

生
か
す
こ
と
、
そ
の
上
に
食
欲
を
そ
そ
る
魅
力
と
も
い
う
べ
き
品
位
を

備
え
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
菓
子
を
売
る
商
店
の

人
間
と
し
て
大
震
災
に
よ
る
社
会
的
混
乱
に
い
か
に
対
処
し
、
危
機
を

乗
り
越
え
て
社
会
的
な
成
功
を
つ
か
み
と
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
震
災
復
興
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で
い

か
に
中
村
屋
が
社
内
の
機
構
改
革
を
実
施
し
た
か
に
つ
い
て
詳
述
し
て

い
る
。
ま
た
、
「
不
逞
鮮
人
」
の
噂
が
巻
き
起
こ
し
た
社
会
的
な
混
乱

や
、
大
杉
栄
と
甥
の
甥
橘
宗
一
、
伊
藤
野
枝
が
殺
さ
れ
た
甘
粕
事
件
な

ど
に
つ
い
て
も
、
比
較
的
多
く
の
筆
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
焼
け
出
さ
れ
た
人
び
と
や
傷
付
い
た
人
び
と
に
つ
い
て
は
、
先

に
引
用
し
た
よ
う
な
断
片
的
な
描
写
を
除
き
、
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
『
安
曇
野
』
に
と
っ
て
の
関
東
大
震
災
は
、
あ
く
ま
で
も
経
済
的
、
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政
治
的
な
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
第
三
部
の
最
後
の
「
そ
の
二
十
四
」

に
は
、
震
災
の
「
総
括
」
と
も
言
う
べ
き
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
お
か

れ
て
い
る
。

震
災
か
ら
す
で
に
四
年
目
を
迎
え
た
が
、
東
京
の
人
の
動
き
と
暮

し
向
き
な
ど
、
す
べ
て
愛
蔵
の
予
想
ど
お
り
に
移
っ
て
き
た
観
が
あ

っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
山
の
手
線
の
内
側
に
住
む
者
が
少
な
く
な
っ

て
、
外
へ
外
へ
と
ひ
ろ
が
る
に
ち
が
い
な
い
。
世
界
戦
争
の
お
か
げ

で
伸
び
て
き
た
各
種
企
業
は
、
古
い
街
の
枠
が
震
災
で
破
壊
さ
れ
た

た
め
に
、
規
模
と
設
備
を
の
び
の
び
と
発
展
さ
せ
て
、
大
勢
の
勤
人

を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
住
居
を
郊
外
に
求

め
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
内
と
外
と
の
結
び
目
で
あ

る
新
宿
の
役
割
は
い
よ
い
よ
重
要
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う

の
が
愛
蔵
の
見
通
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
愛
蔵
の
予
想
よ
り
も
大
規

模
か
つ
迅
速
に
、
気
味
の
悪
い
ほ
ど
的
中
し
た
。

こ
う
し
た
冷
徹
な
眼
差
し
は
、
相
馬
愛
蔵
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ

る
い
は
第
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
、
単
行
本
が
上
梓
さ
れ
る
た
び
に

「
作
者
敬
白
」
の
書
き
手
と
し
て
巻
末
に
登
場
す
る
臼
井
吉
見
の
も
の

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
推
敲
す
る
「
作
者
」

第
一
部
の
連
載
を
終
え
た
後
、
視
力
に
異
常
を
来
た
し
、
両
眼
の
手

術
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
五
部
完
結
時
に
は

満
六
十
九
歳
に
な
っ
た
臼
井
吉
見
が
、
連
載
を
単
行
本
化
す
る
た
び
に

徹
底
的
な
加
筆
修
正
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
実

際
、
初
出
誌
と
単
行
本
を
比
べ
て
み
る
と
、
大
き
く
手
が
加
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
印
象
は
少
な
く
て
、
推
敲
箇
所
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
作
者
」
が
文
章
の
彫
琢
に
無
頓
着
か
と
い
う
と
、
そ
う

い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
初
出
と
単
行
本
を
比
較
対
照
し
た
と
き

に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
読
点
の
打
ち
方
ひ
と
つ
に
も
神
経
を

行
き
届
か
せ
、
作
中
人
物
の
発
話
の
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
も
気
を
配

っ
て
推
敲
を
重
ね
て
い
る
「
作
者
」
の
姿
で
あ
る
。
以
下
、
「
作
者
」

と
し
て
の
臼
井
吉
見
が
本
編
に
唐
突
に
登
場
す
る
第
五
部
に
関
し
て
、

初
出
（
３
）

と
単
行
本
の
異
同
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
第
五
部
の
「
そ
の
一
」
の
冒
頭
部
に
石
川
三
四
郎
が
昭

和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
玉
音
放
送
を
聞
く
場
面
が
あ
る
が
、
「
時
報

に
つ
づ
い
て
、
君
が
代
が
は
じ
ま
っ
た
。
」
に
読
点
を
一
つ
挿
入
し
、

「
時
報
に
つ
づ
い
て
、
君
が
代
が
、
は
じ
ま
っ
た
。
」
と
改
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
類
の
読
点
の
追
加
は
無
数
に
あ
る
。
ま
た
、
「
甲
州
に
は
、
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め
あ
て
の
富
士
山
が
あ
る
の
で
。
あ
い
つ
ら
の
通
り
道
に
な
っ
て
る
み

た
い
で
す
よ
」
と
い
う
新
津
友
蔵
の
科
白
の
場
合
、
「
あ
る
の
で
」
が

「
あ
る
ん
で
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「
そ
の
二
」

の
石
川
三
四
郎
の
科
白
で
は
「
権
力
で
国
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
の
な

い
社
会
を
つ
く
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
が
「
権
力
で
国
を
治
め
る
と

い
う
こ
と
の
な
い
社
会
を
つ
く
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
」
に
改
め
ら
れ

て
い
る
。
「
つ
く
ら
な
く
て
は
」
を
「
つ
く
ら
な
く
ち
ゃ
」
に
改
め
る

こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
必
要
性
や
必
然
性
が
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

単
行
本
化
に
あ
た
っ
て
、
丹
念
に
校
正
刷
を
読
み
直
し
、
「
作
者
」
な

り
の
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
推
敲
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
必
要
性
や
必
然
性
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
も
の
も
あ
る
。

と
り
わ
け
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
ら
み
の
語
句
や
歴
史
観
に
関
わ
る
語
句

の
書
き
換
え
に
は
、
「
作
者
」
の
意
識
の
境
位
が
露
わ
に
な
っ
て
い
て

興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、
第
五
部
の
「
そ
の
二
」
に
「
一
と
た
び
終
戦

の
大
詔
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
軍
は
一
糸
乱
れ
ず
、
兵
器
を
捨
て
て
、
こ

れ
に
従
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
「
終
戦
の
大
詔
」
が
「
敗
戦

の
大
詔
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
そ
の
三
」
に
は
、

「
停
戦
の
詔
勅
」
と
「
終
戦
の
詔
勅
」
と
い
う
言
葉
が
混
在
し
て
い
る
。

「
そ
の
二
〇
」
で
「
戦
争
に
敗
け
て
復
員
し
て
き
た
こ
ろ
」
や
「
見
当

も
つ
か
な
か
っ
た
戦
争
が
終
わ
っ
た
」
、「
無
茶
な
戦
争
に
敗
け
て
」
な

ど
の
「
戦
争
」
を
「
い
く
さ
」
と
書
き
改
め
て
い
な
が
ら
、
「
戦
争
の

さ
な
か
に
、
は
っ
き
り
言
い
切
っ
た
柳
田
國
男
だ
っ
た
」
と
か
「
戦
争

に
敗
け
た
い
ま
、
の
ん
き
す
ぎ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
も
い
た
し
か
た

な
い
」
な
ど
は
、
「
い
く
さ
」
に
書
き
換
え
ら
れ
ず
、「
戦
争
」
の
ま
ま

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
に
は
、
必
要
性
や
必
然
性
と
い
う
こ
と
よ
り

も
む
し
ろ
、
陸
軍
少
尉
と
し
て
従
軍
し
た
歴
史
的
な
出
来
事
に
対
す
る

「
作
者
」
の
意
識
の
揺
れ
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
く
第
五
部
の
「
そ
の
五
」
で
は
、
昭
和
天
皇
に
対
し
て
「
こ
の

ご
ろ
の
天
皇
の
暮
し
は
、
い
わ
ゆ
る
耐
乏
生
活
で
、
七
分
搗
き
の
麦
飯

を
常
食
と
し
て
お
ら
れ
」
と
書
い
て
お
き
な
が
ら
、
単
行
本
化
に
際
し

て
は
「
常
食
で
あ
り
」
と
し
て
い
て
、
敬
意
を
消
去
し
て
い
る
。
ま
た
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
「
そ
の
二
二
」
で

も
、
「
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
耳
馴
れ
て
い
る
、
例
の
か
ん
高
い
、
調
子

は
ず
れ
の
声
を
あ
げ
て
、
開
会
宣
言
を
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
を
、

「
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
耳
馴
れ
て
い
る
、
例
の
か
ん
高
い
、
調
子
は
ず

れ
の
声
を
あ
げ
て
、
開
会
宣
言
を
や
っ
た
」
と
書
き
改
め
て
い
る
。

「
耳
馴
れ
て
い
る
、
例
の
か
ん
高
い
、
調
子
は
ず
れ
の
声
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
は
、
明
ら
か
に
玉
音
放
送
で
肉
声
を
公
表
し
て
以
降
の
戦
後
の

昭
和
天
皇
像
が
反
映
し
て
い
る
が
、
初
出
時
の
「
開
会
宣
言
を
さ
れ

た
」
に
は
、
戦
前
の
昭
和
天
皇
に
対
す
る
意
識
の
残
滓
が
見
て
取
れ
る
。



- 20 -

単
行
本
化
に
際
し
て
「
作
者
」
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
前
の
意
識
の
残
滓

を
抹
消
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
「
三
国
同
盟
の
判
こ
を
押

し
た
天
皇
に
、
い
ま
こ
う
し
て
、
開
会
宣
言
な
ど
を
お
願
い
す
る
の
は
、

あ
ま
り
に
残
酷
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」
と
い
う
表
現
を
、
「
開
会
宣

言
な
ど
を
や
ら
せ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
残
酷
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

だ
」
と
書
き
改
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
昭
和
天
皇
に
対
す
る
意
識
の

変
位
が
見
て
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
昭
和
天
皇
を
戦
争
犯
罪
人

と
し
て
断
罪
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
論
理
に
基
づ
く
も
の
で
は
な

い
。
取
り
上
げ
た
表
現
の
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
続
い
て
い
る
。

政
府
や
宮
廷
役
人
ど
も
の
相
も
変
わ
ら
ぬ
無
神
経
に
腹
が
立
っ
て

な
ら
な
か
っ
た
。
天
皇
も
天
皇
だ
と
思
っ
た
。
天
皇
を
世
界
の
さ
ら

し
も
の
に
す
る
こ
と
に
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
。
僕
は
「
五
勺
の

酒
」
の
校
長
に
な
ら
っ
て
、
自
分
の
手
を
ひ
ろ
げ
て
、
テ
レ
ビ
画
面

の
天
皇
を
隠
そ
う
と
す
る
衝
動
を
お
さ
え
か
ね
た
。
そ
の
言
葉
を
借

り
る
な
ら
ば
、
「
隠
そ
う
と
し
た
手
は
僕
の
人
種
と
し
て
の
そ
れ
だ

っ
た
。
そ
れ
は
純
粋
な
同
胞
感
覚
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
隠
さ
ず
に
い

ら
れ
た
ろ
う
。
」

同
じ
く
「
そ
の
二
二
」
で
「
頭
山
満
を
先
登
と
す
る
保
守
勢
力
」
を

「
頭
山
満
を
先
登
と
す
る
反
動
勢
力
」
と
書
き
改
め
て
い
る
こ
と
な
ど

に
は
、
明
治
以
来
の
国
家
体
制
を
「
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
捉
え
、

国
家
主
義
的
な
思
想
に
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
戦
後
的
な
価
値

観
に
「
作
者
」
の
意
識
が
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
さ
ま
を
見
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
方
「
そ
の
二
三
」
で
は
、
「
真
崎
大
将
は
、
日
本
が
不

正
な
対
米
英
戦
争
を
す
る
の
を
お
し
と
ど
め
よ
う
と
、
最
後
ま
で
反
対

し
た
勇
気
あ
る
将
軍
だ
と
い
う
断
定
に
は
、
も
っ
と
多
く
の
論
証
を
か

さ
ね
て
も
ら
わ
な
い
こ
と
に
は
、
俄
か
に
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
」
と
い
う
文
に
お
い
て
、「
不
正
な
対
米
英
戦
争
」
と
い
う
表
現
を

「
無
謀
な
対
米
英
戦
争
」
に
改
め
て
い
る
。
「
不
正
」
を
「
無
謀
」
と

言
い
換
え
る
こ
と
自
体
の
中
に
は
、
東
京
裁
判
的
な
歴
史
観
に
留
保
を

加
え
よ
う
と
す
る
「
作
者
」
の
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
解
釈
の

し
か
た
に
よ
っ
て
は
、
「
俄
か
に
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
の
で

「
も
っ
と
多
く
の
論
証
」
を
重
ね
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と

「
作
者
」
が
考
え
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
単
行
本
化
に
あ
た
っ

て
は
「
と
う
て
い
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て

い
て
、
真
崎
甚
三
郎
を
批
判
す
る
立
場
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
直
後
に
次
の
よ
う
な
一
文
を
加
筆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真

崎
こ
そ
決
定
的
な
瞬
間
に
、
青
年
将
校
を
裏
切
っ
た
陰
謀
家
で
あ
る
こ

と
は
、
い
ま
や
明
白
な
事
実
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て



- 21 -

い
る
の
だ
。
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
逮
捕
し
た
真
崎
大
将
を
不
起
訴
処
分
に

し
た
東
京
裁
判
に
対
し
て
批
判
な
立
場
を
示
し
つ
つ
、
二
・
二
六
事
件

に
お
け
る
真
崎
甚
三
郎
の
暗
躍
を
糾
弾
し
、
一
方
で
敗
戦
国
の
指
導
者

に
対
す
る
評
価
を
「
不
正
」
か
ら
「
無
謀
」
へ
と
ず
ら
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
推
敲
す
る
「
作
者
」
の
境
位
に
、
単
純
に
片

付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
揺
ら
ぎ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
五
部
「
そ
の
一
〇
」
に
お
い
て
、
東
京
裁
判
法
廷
内
の
座
席
配
置

に
関
す
る
描
写
を
削
除
す
る
一
方
で
、
パ
ー
ル
判
事
に
関
し
て
語
っ
た

次
の
よ
う
な
段
落
を
追
加
す
る
な
ど
、
大
幅
な
加
筆
修
正
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
自
ら
が
関
わ
っ
た
歴
史
的
な
出
来
事
に
対
す
る

「
作
者
」
の
境
位
の
変
化
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

開
廷
以
来
、
イ
ン
ド
の
判
事
パ
ー
ル
博
士
の
法
廷
に
お
け
る
態
度

に
は
、
特
異
な
も
の
が
あ
っ
た
。
毎
回
の
開
廷
に
当
っ
て
、
総
員
起

立
の
う
ち
に
、
裁
判
官
が
入
廷
着
席
の
と
き
、
き
ま
っ
て
端
の
椅
子

に
着
く
パ
ー
ル
博
士
は
た
だ
一
人
、
被
告
席
に
対
し
て
頭
を
さ
げ
て

目
礼
、
全
被
告
が
丁
寧
に
答
礼
す
る
風
景
は
異
様
な
も
の
を
感
じ
さ

せ
た
。
法
廷
で
博
士
は
終
始
黙
々
と
瞑
想
に
ふ
け
る
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
が
、
審
理
が
進
ん
で
す
べ
て
の
立
証
が
終
る
こ
ろ
、
帰
国
し
て

再
び
来
ら
ず
、
本
国
か
ら
浩
翰
な
判
決
意
見
書
を
送
付
、
全
被
告
の

マ
マ

無
罪
釈
放
を
要
求
し
た
。

四
、
推
敲
し
な
い
「
作
者
」

加
筆
訂
正
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
全
体
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い

印
象
な
の
だ
が
、
見
て
き
た
通
り
、
お
ざ
な
り
の
推
敲
を
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
な
り
丹
念
に
読
み
返
し
た
上
で
、
修
正
す
べ

き
は
修
正
し
、
加
筆
す
べ
き
は
加
筆
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
手
を
つ
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
、
入
念
に
読
み
返
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
加
筆
修
正
の
必
要
を
「
作
者
」
が
認

め
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
至
当
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ

た
場
合
、
加
筆
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
中
に
も
、

「
作
者
」
の
境
位
を
う
か
が
い
知
る
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
中
村
屋
相
馬
夫
妻
の
臨
終
ま
で
を
書
き
終
え

た
作
者
の
僕
は
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
り
、
「
臼
井
少
尉
」
が
登

場
す
る
「
そ
の
一
七
」
に
は
、
ほ
と
ん
ど
推
敲
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な

い
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

枕
も
と
で
、
女
の
泣
き
ご
え
が
し
て
、
目
が
さ
め
た
。
女
中
が
、

い
く
ら
声
を
か
け
て
も
、
僕
ら
が
起
き
な
い
の
で
、
枕
も
と
へ
坐
り

こ
ん
で
泣
き
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
け
た
た
ま
し
い
爆
発
音
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の
か
た
ま
り
が
、
ど
っ
と
耳
を
襲
っ
た
。
雨
戸
が
あ
け
放
さ
れ
て
い

て
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
赤
い
も
の
が
と
び
こ
ん
で
き
た
。
火
事
だ
ナ

と
思
い
、
脱
ぎ
捨
て
て
あ
っ
た
軍
服
を
着
た
。
ど
う
し
た
ん
だ
？

こ
れ
や
ア
、
び
っ
く
り
こ
い
た
な
ア
。
唐
木
も
起
き
て
き
た
が
、
び

っ
く
り
し
た
ら
し
く
も
な
さ
そ
う
な
口
ぶ
り
だ
っ
た
。
寝
ぼ
け
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

は
だ
し
の
ま
ま
、
庭
に
と
び
出
す
と
、
空
一
面
、
真
赤
に
焦
げ
て

い
る
。
幾
筋
も
の
探
照
燈
の
照
射
が
探
し
ま
わ
っ
て
い
る
な
か
を
、

列
を
つ
く
っ
て
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
銀
い
ろ
の
鮎
の
群
れ
―
―
敵
機

と
知
る
一
瞬
さ
き
に
、
美
し
い
と
思
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
美
し
か
っ

た
。
美
し
い
と
思
っ
た
こ
と
を
、
く
や
し
く
思
う
気
持
が
次
に
き
た
。

最
後
に
、
と
う
と
う
来
た
ナ
と
思
っ
た
。
Ｂ

の
大
群
の
と
ど
ろ
き

29

と
、
迎
え
撃
つ
高
射
砲
や
機
関
銃
ら
し
き
も
の
の
連
続
音
が
耳
を
聾

す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
僕
は
呆
然
と
赤
い
空
を
泳
ぐ
鮎
の
群
れ
を
見

あ
げ
て
い
た
。

銀
色
の
鮎
の
泳
ぎ
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
僕
は
妙
な
も
の
を
思
い

浮
べ
て
い
た
。
妙
な
も
の
―
―
疋
田
敏
男
の
詩
で
あ
っ
た
。

安
曇
野
の
穂
高
に
宿
営
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
木
順
三

や
古
田
晁
に
会
う
た
め
に
軍
律
を
お
か
し
て
「
無
断
出
京
」
し
た

「
僕
」
（
臼
井
少
尉
）
が
、
酒
を
飲
ん
で
語
り
明
か
し
た
挙
げ
句
に

「
し
た
た
か
に
酔
っ
て
」
し
ま
い
、
唐
木
と
と
も
に
大
塚
窪
町
の
友
人

宅
に
泊
ま
り
込
み
、
一
九
四
五
（
昭
和

）
年
三
月
十
日
未
明
の
東
京

20

大
空
襲
を
目
撃
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
は
「
あ
ゆ
お
よ
ぐ
」

と
い
う
詩
が
、
て
い
ね
い
に
引
用
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
十
万
人
以
上
と

も
言
わ
れ
る
死
者
と
行
方
不
明
者
を
出
し
た
未
曾
有
の
惨
劇
が
間
近
で

起
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
旧
制
松
本
高
校
の
仲
間
」
の
詩
を

想
起
し
た
こ
と
つ
い
て
「
僕
」
は
、
「
ず
い
ぶ
ん
希
代
」
「
わ
れ
な
が
ら

不
思
議
な
思
い
」
「
無
論
一
瞬
の
う
ち
の
こ
と
」
な
ど
と
弁
明
し
て
い

る
。
し
か
し
、
「
美
し
い
」
と
か
「
く
や
し
い
」
と
か
の
感
慨
し
か
浮

か
ば
な
か
っ
た
三
月
十
日
未
明
の
自
分
に
対
す
る
忸
怩
た
る
思
い
と
い

う
も
の
は
、
ま
っ
た
く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
起
き
出

し
て
き
た
唐
木
の
様
子
に
つ
い
て
、
「
び
っ
く
り
し
た
ら
し
く
も
な
さ

そ
う
な
口
ぶ
り
だ
っ
た
」
と
あ
る
の
を
、
「
び
っ
く
り
し
た
ら
し
く
も

な
さ
そ
う
だ
っ
た
」
と
書
き
換
え
た
こ
と
と
、
「
探
照
燈
」
を
「
探
照

灯
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
「
照
射
が
」
の
後
に
読
点
を
付
け
加
え
て
い

る
こ
と
以
外
に
修
正
や
加
筆
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
も
一
歩
間
違
え

ば
、
業
火
に
焼
か
れ
て
死
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
事
実
へ
の

瞠
目
や
、
多
く
の
同
胞
の
命
を
奪
う
殺
人
兵
器
を
銀
色
の
鮎
の
群
れ
を

「
美
し
い
」
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
羞
恥
や
、
同
胞
を
守
る
べ
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き
立
場
に
あ
る
陸
軍
少
尉
で
あ
り
な
が
ら
酩
酊
状
態
で
阿
鼻
叫
喚
の
惨

劇
を
傍
観
し
て
い
る
こ
と
へ
の
罪
障
感
な
ど
、
あ
り
得
べ
き
さ
ま
ざ
ま

の
心
理
的
動
揺
や
葛
藤
の
痕
跡
が
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

夜
が
明
け
る
と
、
被
害
の
状
況
が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
て
、
前
夜

い
っ
た
ん
大
宮
の
下
宿
先
に
帰
っ
て
い
た
古
田
か
ら
「
上
野
駅
か
ら
眺

め
た
と
こ
ろ
で
は
、
下
町
一
帯
は
さ
え
ぎ
る
も
の
も
な
い
焼
け
野
原
で
、

ま
だ
火
を
あ
げ
、
く
す
ぶ
っ
て
い
る
」
な
ど
の
情
報
を
得
る
。
そ
の
後

に
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
続
く
。
こ
の
部
分
は
、
ま
っ
た
く
加
筆
修
正

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
。

東
京
の
半
分
ぐ
ら
い
は
焼
か
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
さ

す
が
に
僕
も
不
安
に
な
っ
て
き
た
。
部
隊
に
も
何
か
緊
急
命
令
が
下

っ
て
、
僕
の
無
断
脱
出
が
ば
れ
て
、
大
さ
わ
ぎ
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
一
刻
も
早
く
帰
隊
し
な
く
て
は
と
思
い
、

残
留
組
の
健
闘
を
祈
っ
て
、
だ
ら
だ
ら
坂
を
お
り
て
い
く
と
、
水
道

橋
駅
横
の
道
路
を
、
新
宿
方
面
へ
む
か
っ
て
、
乞
食
よ
り
も
み
す
ぼ

ら
し
い
異
様
な
風
態
の
群
が
つ
づ
い
て
い
た
。
彼
ら
の
顔
は
一
様
に

く
す
ぶ
っ
て
、
眼
ば
か
り
光
ら
せ
、
た
い
て
い
は
足
袋
は
だ
し
だ
っ

た
が
、
な
か
に
は
素
足
も
あ
る
。
口
を
き
く
者
は
な
く
、
無
意
識
に

疲
れ
た
足
を
引
き
ず
っ
て
い
た
。

「
東
京
の
半
分
ぐ
ら
い
は
焼
か
れ
た
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
わ
か
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
僕
の
無
断
外
出
が
ば
れ
て
、
大
さ
わ
ぎ
に
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
ば
か
り
を
心
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
僕
」

に
も
驚
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
う
い
う
「
僕
」
を
描
写
す
る

「
作
者
」
の
意
識
の
あ
り
よ
う
に
ま
っ
た
く
揺
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
な
い

こ
と
に
は
驚
愕
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
空
襲
で
被
害
を
受
け
た
人
び
と
に

関
す
る
描
写
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
内
面
に
寄

り
添
う
言
葉
が
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
乞
食

よ
り
も
み
す
ぼ
ら
し
い
」
と
か
「
異
様
な
風
態
の
群
」
な
ど
の
表
現
も
、

単
行
本
化
に
あ
た
っ
て
ま
っ
た
く
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
関
東
大
震
災

の
惨
状
を
前
に
、
冷
徹
な
描
写
を
展
開
し
て
い
た
第
三
部
の
「
作
者
」

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
境
位
か
ら
言
説
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
言
い

換
え
れ
ば
、
表
現
者
と
し
て
さ
さ
い
な
字
句
の
差
異
に
も
こ
だ
わ
っ
て

丹
念
に
加
筆
修
正
を
し
て
い
る
「
作
者
」
は
、
行
為
者
と
し
て
の
自
ら

の
過
去
を
捉
え
直
す
こ
と
に
は
無
頓
着
で
あ
り
、
自
己
批
評
的
な
境
位

に
立
つ
こ
と
に
対
し
て
は
抑
圧
的
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
る
。

初
出
誌
と
単
行
本
を
比
較
し
た
時
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
う
し

た
特
徴
の
中
に
は
、
第
五
部
の
「
そ
の
一
七
」
に
い
た
っ
て
、
何
故
に

「
作
者
の
僕
」
が
唐
突
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
臼
井
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吉
見
が
こ
れ
だ
け
の
大
部
の
小
説
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
と
い
う
問
題
を
探
る
鍵
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
『
安
曇

野
』
完
結
後
に
、
新
た
に
『
獅
子
座
』
と
い
う
長
篇
小
説
に
挑
ん
だ
理

由
も
、
こ
う
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
『
安
曇

野
』
の
作
者
た
る
臼
井
吉
見
の
来
歴
や
、
『
安
曇
野
』
と
い
う
小
説
を

成
立
さ
せ
る
た
め
に
参
照
さ
れ
た
数
多
く
の
テ
ク
ス
ト
、
さ
ら
に
は

『
安
曇
野
』
連
載
中
の
時
代
状
況
の
変
化
な
ど
、
数
多
く
の
問
題
を
洗

い
直
す
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
い
っ
た
ん
擱
筆
し
、
い
ず
れ
稿
を
改

め
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

註

（
１
）

臼
井
吉
見
『
安
曇
野
』
全
五
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年

六
月
～
七
四
年
五
月
）。

（
２
）

山
根
正
博
「
小
説
と
伝
記
の
あ
い
だ
―
臼
井
吉
見
『
安
曇

野
』
に
つ
い
て
考
え
る
」
（
『
現
代
文
学
史
研
究
』
第
十
七
集
、
二
〇

一
二
年
十
二
月
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
座
談
会
な
ど
に

お
け
る
臼
井
吉
見
の
発
言
な
ど
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
謂

「
作
家
論
」
的
な
回
路
へ
の
接
続
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
資
料
が
参
照
さ
れ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の

か
を
検
証
す
る
こ
と
や
、
生
原
稿
と
の
比
較
対
象
、
戦
中
か
ら
戦
後

に
か
け
て
の
臼
井
吉
見
に
関
す
る
記
録
や
証
言
と
の
照
合
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
位
相
か
ら
「
作
者
」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
作
者
」
を
め
ぐ
る
問
題
系
の
う
ち
、
本
稿

が
取
り
あ
げ
る
の
は
、
初
出
誌
と
単
行
本
と
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の

あ
い
だ
に
浮
か
び
上
が
る
と
こ
ろ
の
「
作
者
」
で
あ
る
。

（
３
）
第
五
部
の
初
出
は
『
展
望
』
（
一
九
七
三
年
一
月
～
十
二
月
）
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）


