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「
単
調
」
（
同
）
な
生
活
だ
が
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
〈
現
在
〉
を
「
幸
福
」
だ
と
認
め
て

い
る
。
「
宗
助
と
御
米
と
は
仲
の
好
い
夫
婦
に
違
な
か
っ
た
」
（
同
）
・
し
か
し
、
「
仲
の
好

い
」
こ
と
と
い
う
「
幸
福
」
の
鍵
は
、
彼
ら
の
側
に
で
は
な
く
、
「
社
会
」
の
側
に
あ
る
。
雷

り
手
の
云
う
よ
う
に
「
要
す
る
に
彼
等
は
世
間
に
疎
い
丈
そ
れ
丈
仲
の
好
い
夫
婦
で
あ
っ
た
」

（
同
）
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
幸
福
」
は
、
彼
ら
の
「
罪
」
と
同
じ
く
、
彼
ら
が
築
い
た
と

い
う
よ
り
は
、
た
ま
た
ま
「
世
間
」
が
彼
ら
に
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
「
世
間
」
を
司
っ
て
い
る
の
は
、
「
自
然
」
な
の
で
あ
る
。

御
米
と
宗
助
は
、
不
倫
を
犯
し
て
結
ば
れ
た
夫
婦
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
、
「
一
般

の
社
会
」
（
十
四
）
か
ら
追
放
さ
れ
、
そ
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
る
。
「
彼
等
は
、

日
常
の
必
要
品
を
供
給
す
る
以
上
の
意
味
に
於
て
、
社
会
の
存
在
を
殆
ん
ど
罷
め
て
ゐ
な
か
っ

た
。
彼
等
に
取
っ
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
は
御
互
丈
で
、
其
御
互
丈
が
、
彼
等
に
は
ま
た
充
分

で
あ
っ
た
」
（
同
）
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
道
義
上
切
り
離
す
事
の
出
来
な
い
一
つ
の
有
機
体
に

な
っ
た
。
二
人
の
精
神
を
組
み
立
て
る
神
経
系
は
、
最
後
の
繊
維
に
至
る
迄
、
互
に
抱
き
あ
っ

て
出
来
上
が
っ
て
ゐ
た
。
」
（
同
）
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
御
米
と
宗
助
の
〈
現
在
〉
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

一
御
米
と
宗
助

除
う
部
上

彼
等
は
此
抱
合
の
中
に
、
尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
和
と
飽
満
と
、
そ
れ
に
伴
な

６
の
り

う
倦
怠
と
を
兼
ね
具
へ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
其
倦
怠
の
傭
い
気
分
に
支
配
さ
れ
な
が
ら
、

自
己
を
幸
福
と
評
価
す
る
事
丈
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
（
十
四
）

宗
助
は
当
時
を
憶
ひ
出
す
た
び
に
、
自
然
の
進
行
が
其
所
で
は
た
り
と
留
ま
っ
て
、
自

分
も
御
米
も
忽
ち
化
石
し
て
仕
舞
っ
た
ら
、
却
っ
て
苦
は
な
か
っ
た
ら
う
と
思
っ
た
。
事

ら
ん
夢

夫
婦
は
例
の
通
り
洋
燈
の
下
に
寄
っ
た
。
広
い
世
の
中
で
、
自
分
達
の
坐
っ
て
ゐ
る
所
丈

が
明
る
く
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
此
明
る
い
灯
影
に
、
宗
助
は
御
米
丈
を
、
御
米
は
宗
助

丈
を
意
職
し
て
、
洋
燈
の
届
か
な
い
暗
い
社
会
は
忘
れ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
毎
晩
か
う
暮
ら

；

し
て
行
く
裡
に
、
自
分
達
の
生
命
を
見
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
五
）

－1－
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そ
も
そ
も
彼
ら
二
人
を
結
び
付
け
た
の
が
、
「
自
然
の
進
行
」
で
あ
っ
た
。
「
不
合
理
」
で

「
不
可
思
議
」
な
「
自
然
」
は
、
二
人
を
「
世
間
」
か
ら
孤
立
さ
せ
、
同
時
に
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
二
人
を
「
仲
の
好
い
夫
婦
」
に
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
の
「
幸
福
」
は
、
「
糸
で
釣
る

し
た
毬
の
如
く
に
」
（
十
七
）
不
安
定
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
彼
ら
は
、

自
分
た
ち
の
「
愛
の
神
」
を
絶
え
ず
握
造
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
次
い
の
で
あ
る
。

「
大
風
は
突
然
不
用
意
の
二
人
を
吹
き
倒
し
た
」
（
十
四
）
・
「
彼
等
は
残
酸
な
運
命
が

き
宮
ぐ
れ
剥
と
Ｌ
あ
な

気
紛
に
罪
も
な
い
二
人
の
不
意
を
打
っ
て
、
面
白
半
分
窯
の
中
に
突
き
落
と
し
た
の
を
無
念
に

思
っ
た
」
（
同
）
・
「
自
然
Ｉ
運
命
」
が
、
彼
ら
の
幸
・
不
幸
を
操
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
自

分
た
ち
の
意
志
で
自
分
た
ち
の
「
幸
福
」
を
、
あ
る
い
は
「
不
幸
」
を
選
ん
だ
の
で
は
次
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
も
と
に
訪
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
不
幸
Ｉ
罪
」
と
し
て
受
け
取
ら
ざ

る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

語
り
手
は
二
人
の
〈
現
在
〉
の
「
幸
福
」
を
強
鯛
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
結
ば
れ
た
と
い

を
⑥
Ｌ

ひ
ざ
宮

彼
等
は
自
然
が
彼
等
の
前
に
も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き
復
瞥
の
下
に
戦
き
な
が
ら
脆
づ
い
た
。

か
う

同
時
に
此
復
讐
を
受
け
る
た
め
に
得
た
互
の
幸
福
に
対
し
て
、
愛
の
神
に
一
升
の
香
を
焚

む
ら
う

む
ち

く
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
彼
等
は
鞭
た
れ
っ
上
死
に
赴
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
選
其
鞭
の

す
べ

先
に
、
凡
て
を
癒
や
す
甘
い
蜜
の
着
い
て
ゐ
る
事
を
覚
っ
た
の
で
あ
る
。
（
同
）

力
絶
け
ふ
ら
す

彼
等
は
人
並
以
上
に
陸
ま
し
い
月
日
を
漁
ら
ず
に
今
日
か
ら
明
日
へ
と
繋
い
で
行
き
な

が
ら
、
常
は
其
所
に
気
が
付
か
ず
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
ゐ
る
様
な
も
の
人
、
時
々
自
分
達

Ｌ
か

の
睦
ま
じ
が
る
心
を
、
自
分
で
確
と
罷
め
る
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
必
ず
今
迄
睦

さ
か

ま
じ
く
過
ご
し
た
長
の
歳
月
を
糊
の
ぼ
っ
て
、
自
分
達
が
如
何
な
犠
牲
を
払
っ
て
、
結
婚

を
敢
て
し
た
か
と
云
ふ
当
時
を
憶
ひ
出
さ
な
い
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
（
十
四
）

し
よ
は

世
間
は
容
赦
な
く
彼
等
に
徳
義
上
の
罪
を
背
負
し
た
。
然
し
彼
等
自
身
は
徳
装
上
の
良

心
に
責
め
ら
れ
る
前
に
、
一
旦
荘
然
と
し
て
、
彼
等
の
頭
が
砿
で
あ
る
か
を
疑
っ
た
。
彼

な
ん
上
よ

等
は
彼
等
の
眼
に
、
不
徳
議
な
男
女
と
し
て
恥
づ
く
く
映
る
前
に
、
既
に
不
合
理
な
男
女

と
し
て
、
不
可
思
議
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
（
同
）

＄
食

は
冬
の
下
か
ら
春
が
頭
を
拾
げ
る
時
分
に
始
ま
っ
て
、
散
り
尽
し
た
桜
の
花
が
若
葉
に
色

す
べ
Ｌ
や
う
し
全
Ｌ
か
ひ

を
易
へ
る
頃
に
終
っ
た
。
凡
て
生
死
の
戦
で
あ
っ
た
。
（
十
四
）

う
「
過
去
」
の
「
事
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
っ
さ
い
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
が

悲
劇
的
な
の
は
、
望
象
も
し
な
か
っ
た
「
幸
福
」
を
「
不
幸
Ｉ
罪
」
と
し
て
、
「
自
然
」
か
ら

押
し
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
彼
ら
に
訪
れ
た
「
事
」
を
、
同
じ
一
つ
の
も
の
と
し
て
共

有
し
統
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
人
の
「
過
去
」
は
、
確
か
に
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
次
第
に
そ
れ
は
、
二
人
の
内

側
で
別
様
の
も
の
に
な
る
。
共
有
し
た
は
ず
の
「
過
去
」
は
、
そ
の
瞬
間
を
ひ
と
た
び
離
れ
る

と
、
共
有
の
不
可
能
な
そ
れ
ぞ
れ
の
「
過
去
」
と
し
て
変
容
し
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

「
過
去
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
変
容
し
て
い
く
。
彼
ら
の
「
不
幸
Ｉ
罪
」
の
抱
え
込
み
方
に
は
ズ

レ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
す
で
に
別
々
の
も
の
で
あ
る
し
か
な
い
「
過
去
」
を

同
じ
一
つ
の
「
不
幸
Ｉ
罪
」
と
し
て
、
す
す
ん
で
錯
覚
し
、
偽
り
の
「
幸
福
Ｉ
愛
の
神
」
を
築

こ
う
と
す
る
。
二
人
は
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
い

る
。
こ
の
「
幸
福
Ｉ
愛
の
神
」
と
い
う
虚
構
を
、
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
更
新
し
続
け
る
以
外
に
、

自
分
た
ち
を
包
む
「
残
醗
」
で
「
不
合
理
」
で
「
不
可
思
議
」
な
「
自
然
Ｉ
運
命
」
を
納
得
す

い
る

宗
助
と
御
米
の
一
生
を
暗
く
彩
ど
っ
た
関
係
は
、
二
人
の
影
を
薄
く
し
て
、
幽
霊
の
様

い
麓

な
思
を
何
所
か
に
抱
か
し
め
た
。
彼
等
は
自
己
の
心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結

低
の

核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
を
、
灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ

顔
に
互
と
向
き
合
っ
て
年
を
過
し
た
。
（
十
七
）

彼
等
は
余
り
多
く
過
去
を
語
ら
な
か
っ
た
。
時
と
し
て
は
申
し
合
は
せ
た
様
に
、
そ
れ
を

回
避
す
る
風
さ
へ
あ
っ
た
。
御
米
が
時
と
し
て
、

む
つ
と

「
其
内
に
は
又
屹
度
好
い
事
が
あ
っ
て
よ
。
さ
う
Ｉ
～
悪
い
事
ば
か
り
続
く
も
の
ぢ
や

を
つ
と

な
い
か
ら
」
と
夫
を
慰
め
る
様
に
云
ふ
事
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
宗
助
に
は
そ
れ
が
、
其

さ
い

心
あ
る
妻
の
口
を
籍
り
て
、
自
分
を
翻
弄
す
る
運
命
の
毒
舌
の
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
宗

そ
仇

助
は
さ
う
云
ふ
場
合
に
は
何
に
も
答
へ
ず
に
た
翼
苦
笑
す
る
丈
で
あ
っ
た
。
御
米
が
夫
で

も
気
が
付
か
ず
に
、
な
に
か
云
ひ
続
け
る
と
、

「
我
々
は
、
そ
ん
な
好
い
事
を
予
期
す
る
権
利
の
な
い
人
間
ぢ
や
な
い
か
」
と
思
い
切

つ
ぐ

っ
て
投
げ
出
し
て
仕
舞
ふ
。
細
君
は
漸
く
気
が
付
い
て
口
を
嚥
ん
で
仕
舞
ふ
。
さ
う
し
て

二
人
が
黙
っ
て
向
き
合
っ
て
ゐ
る
と
、
何
時
の
間
に
か
、
自
分
達
は
自
分
達
の
椿
え
た
、

心
な

過
去
と
云
ふ
暗
い
大
き
な
害
の
中
に
落
ち
て
ゐ
る
。
（
四
）

－2－
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冒
頭
の
一
章
に
描
か
れ
た
、
象
徴
的
な
場
面
を
思
い
出
そ
う
。
宗
助
が
御
米
に
思
い
出
せ
な

い
漢
字
を
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。

き
ん
ら
い

き
ん

そ
こ
で
宗
助
は
、
「
近
来
」
の
「
近
」
と
い
う
字
が
思
い
出
せ
ず
、
と
い
う
よ
り
正
確
に
は
、

見
知
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
の
字
が
疑
わ
し
く
、
「
何
だ
か
違
っ
た
様
な
気
が
」
し
て
、
確
信
で

き
な
い
の
で
、
そ
れ
を
御
米
に
聞
き
質
し
て
み
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
後
に
「
神

せ
ゐ

さ
う

経
衰
弱
の
所
為
か
も
知
れ
な
い
」
「
左
禄
よ
」
の
会
話
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、

そ
の
と
お
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
常
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
が
、
持
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
の
意
味

を
ふ
い
つ
と
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
、
同
じ
形
で
そ
こ
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ

同
じ
よ
う
に
は
見
え
ず
不
安
に
な
っ
て
く
る
。

軸
は
み

範
砲

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
む
し
ろ
、
御
米
が
そ
れ
を
「
近
江
」
の
「
近
」
だ
と
し
て
、

そ
れ
に
答
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宗
助
の
そ
れ
が
く
時
間
〉
の
問
題
と
し
て
立

こ
ん
匡
ち

こ
ん

ち
現
わ
れ
て
い
る
（
彼
は
「
今
日
」
の
「
今
」
の
字
に
対
し
て
も
同
様
の
懐
疑
を
抱
い
た
）
の

に
対
し
て
、
御
米
は
そ
れ
を
〈
空
間
〉
の
問
題
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
同
じ
問
い
に
対
す
る
二
つ
の
異
な
っ
た
捉
え
方
が
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
捉
え
方
の
違
い
が
、
両
者
の
「
過
去
」
の
抱
え
込
み
方
の
差
異
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。一

つ
の
も
の
で
あ
る
べ
く
抱
え
込
ま
れ
た
彼
ら
の
「
不
幸
Ｉ
罪
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
共

有
不
可
能
な
「
過
去
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
彼
ら
に
共
通
の
「
不
幸
」
で
あ
る
宗

助
の
弟
小
六
（
Ｉ
「
世
間
」
）
が
、
彼
ら
の
生
活
空
間
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ

る
手
だ
て
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

不
倫
と
い
う
共
通
の
「
過
去
」
を
持
つ
共
犯
者
と
し
て
、
御
米
と
宗
助
は
、
「
世
間
」
と
の

交
渉
を
避
け
、
「
互
に
抱
き
合
っ
て
、
丸
い
円
を
描
」
（
十
七
）
く
よ
う
に
し
て
生
き
て
き
た
。

自
分
た
ち
を
翻
弄
す
る
「
自
然
Ｉ
運
命
」
に
対
し
て
、
正
面
切
っ
て
抗
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
ら
に
対
し
て
従
順
と
も
い
え
る
魍
度
で
暮
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
人
の
人
間
の
け
な

げ
な
努
力
に
支
え
ら
れ
た
「
愛
の
神
」
と
い
う
こ
の
虚
構
は
、
や
は
り
「
自
然
Ｉ
運
命
」
の
脅

威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
「
向
き
合
っ
て
」
落
ち
込
ん
で
い
る
「
暗
い
大
き
な
害
」
と

い
う
の
も
、
二
人
で
「
椿
え
た
」
一
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は
別
々
の
「
害
」
で
し
か
な
い

の
だ
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
「
自
然
」
の
「
不
合
理
」
性
を
質
さ
な
い
ま
ま
、
彼
ら

は
、
そ
の
「
単
飼
」
な
「
幸
福
」
を
ど
こ
ま
で
持
銃
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
く
空
間
〉
と
〈
時
間
〉

普
段
は
気
が
付
き
さ
え
も
し
な
か
っ
た
「
広
告
を
三
返
程
暁
み
直
し
」
、
電
車
を
降
り
て
通

り
の
店
々
の
商
品
を
の
ぞ
き
込
み
、
街
頭
の
物
売
り
か
ら
「
護
謨
風
船
の
達
磨
」
を
買
っ
て
帰

る
。
「
宗
助
に
少
な
か
ら
ぬ
満
足
を
与
へ
た
」
と
さ
れ
る
神
田
を
散
歩
す
る
こ
の
場
面
（
二
）

で
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
助
の
い
う
「
精
神
的
な
行
動
」
に
は
、
御
米
と
の
時
間
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。

そ
う
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
ま
で
叔
父
の
家
で
生
活
し
、
学
資
を
受
け
て
い
た
小
六
は
、
そ
の
供
給
が
絶
た
れ
た
た

め
に
宗
助
夫
婦
と
同
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
、
小
六
は
鏡
台
の
置
か
れ
た
「
家
中
で
一
番

暖
か
い
部
屋
」
（
九
）
で
あ
る
御
米
の
六
畳
の
居
間
を
奪
う
の
で
あ
る
。
宗
助
が
「
自
家
の
経

験
か
ら
割
り
出
し
て
、
深
く
胸
に
刻
承
付
け
て
ゐ
」
る
、
「
凡
て
の
創
口
を
癒
合
す
る
も
の
は

時
日
で
あ
る
と
い
ふ
格
言
」
（
十
七
）
と
は
裏
腹
に
、
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
彼
女
の
苦
し
み
を

緩
和
し
て
く
れ
て
い
た
の
は
、
実
際
は
〈
時
間
〉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
空
間
〉
だ
っ
た
の
で

あ
る
⑳

御
米
が
、
自
ら
の
「
過
去
」
を
「
不
幸
Ｉ
罪
」
と
し
て
刻
み
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
、
広
島
、
福
岡
、
東
京
と
移
る
土
地
ご
と
に
身
ご
も
っ
た
子
供
が
そ
れ
ぞ
れ
流
産
、
早

産
、
死
産
と
い
う
形
で
、
つ
ま
り
は
「
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
」
（
十
三
）
と
い
う
「
罰
」

の
形
で
、
繰
り
返
し
彼
女
の
身
を
襲
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
御
米
は
鞭
打
た
れ
た
体
を
癒
す
〈
空

間
〉
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
小
六
の
た
め
に
明
け
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
「
六

畳
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
彼
女
は
、
子
供
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
た
び
に
一
人
で
「
そ
っ

と
六
畳
へ
這
入
っ
て
、
自
分
の
顔
を
鏡
に
映
し
て
見
た
」
（
五
）
り
、
「
た
っ
た
一
人
寒
さ
う

に
、
鏡
台
の
前
に
坐
っ
て
ゐ
た
」
（
六
）
り
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
御
米
の
避
難

場
を
取
り
上
げ
た
と
同
じ
結
果
」
（
九
）
に
な
る
の
で
あ
る
。

宗
助
も
ま
た
自
身
の
「
格
言
」
を
裏
切
る
〈
空
間
〉
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
「
毎
朝
例

刻
に
先
を
争
っ
て
席
を
奪
ひ
合
ひ
な
が
ら
、
丸
の
内
方
面
へ
向
」
（
二
）
い
、
「
日
当
の
悪
い
、

窓
の
乏
し
い
、
大
き
な
部
屋
」
（
同
）
で
、
「
六
日
間
の
暗
い
精
神
作
用
」
（
三
）
を
余
駿
な

く
さ
れ
て
い
る
彼
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
七
日
に
一
度
の
日
曜
日
と
い
う
よ
り
も
、
「
精

神
的
な
行
動
」
と
し
て
の
「
散
歩
」
だ
か
ら
で
あ
る
砲

あ
し
た

さ
う
し
て
明
日
か
ら
又
例
に
よ
っ
て
例
の
如
く
、
せ
っ
せ
と
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
身

体
だ
と
考
へ
る
と
、
今
日
半
日
の
生
活
が
急
に
惜
し
く
な
っ
て
、
残
る
六
日
半
の
非
精
神

的
な
行
動
が
、
如
何
に
も
詰
ら
な
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
（
二
）
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「
残
る
六
日
半
」
に
つ
い
て
、
岩
波
版
全
集
の
注
解
に
は
、
「
役
所
務
め
の
宗
助
の
拘
束
さ

れ
て
い
る
、
『
五
日
半
』
或
い
は
大
ざ
っ
ぱ
に
『
六
日
』
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と

あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
む
し
ろ
、
日
畷
す
な
わ
ち
精
神
的
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
宗
助
が
一

人
で
散
歩
す
る
’
一
人
で
行
動
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
精
神
的
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
る
と
、
宗
助
は
御
米
と
共
有
す
る
〈
現
在
〉
の
時
間
を
そ
の

ま
ま
「
精
神
的
」
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
御
米
に
と
っ
て
の
「
六
畳
」

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
助
が
そ
の
「
糖
神
的
」
な
部
分
を
自
己
の
存
在
確
認
の
基
鍵
と

し
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
二
人
は
そ
の
共
通
の
日
常
の
生
活
空
間
と
は
別
に
（
そ
の
内
部
で

あ
れ
外
部
で
あ
れ
）
、
自
分
自
身
の
た
め
に
一
人
き
り
の
〈
空
間
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
唖

「
精
神
的
な
行
動
」
を
必
要
と
す
る
〈
空
間
〉
の
人
宗
助
は
、
裏
庭
の
崖
を
転
げ
落
ち
た
泥

棒
が
残
し
て
い
っ
た
手
文
庫
を
き
っ
か
け
に
、
崖
の
上
に
住
む
家
主
坂
井
と
知
り
合
い
、
坂
井

の
「
洞
窟
」
（
十
六
）
に
招
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
、
宗
助
と
は
対
照

的
な
こ
の
人
物
は
、
い
わ
ゆ
る
「
世
間
」
を
象
徴
す
る
存
在
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
世

間
」
か
ら
阻
害
さ
れ
た
宗
助
が
〈
内
〉
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
世
の
中
で
尤
も
社
交
的
な
」

（
同
）
坂
井
は
〈
外
〉
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
坂
井
と
宗
助
の
交
流
が
可

能
に
な
る
の
は
、
お
互
い
が
人
間
と
し
て
一
方
に
な
い
も
の
を
他
方
に
求
め
る
か
ら
と
い
う
理

由
だ
け
で
な
く
、
坂
井
も
ま
た
「
洞
窟
」
と
い
う
日
常
の
生
活
空
間
と
は
別
種
の
場
所
を
必
要

と
す
る
〈
空
間
〉
の
人
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

坂
井
が
一
見
〈
外
〉
の
人
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
〈
内
〉
の
人
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
の

と
ち
ょ
う
ど
逆
の
形
で
、
〈
内
〉
の
人
宗
助
も
〈
外
〉
の
人
と
し
て
の
要
素
を
背
負
わ
さ
れ
て

い
る
。
か
っ
て
は
「
当
世
ら
し
い
」
「
世
間
向
き
の
」
「
頭
」
（
十
四
）
を
持
っ
て
い
た
宗
助

は
、
「
自
分
が
も
し
順
当
に
発
展
し
て
来
た
ら
」
（
十
六
）
と
考
え
、
坂
井
そ
の
人
を
思
い
浮

か
べ
る
。
そ
し
て
彼
が
今
も
「
精
神
的
な
」
も
の
を
必
要
と
す
る
「
頭
」
を
持
つ
限
り
、
彼
は

〈
外
〉
の
人
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
宗
助
の
「
精
神
」
は
、
こ
の
点
で
は
御
米
や
坂

井
と
同
じ
く
〈
空
間
〉
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
日
常
の
生
活
空
間
の
〈
内
〉
で
あ
れ
〈
外
〉

で
あ
れ
、
無
防
備
に
自
ら
の
「
精
神
」
を
さ
ら
け
出
せ
る
異
種
の
〈
空
間
〉
を
求
め
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
点
で
、
彼
ら
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
宗
助
は
本
質
的
に
「
近
江
」
の
「
近
」
で
は
な
く
、
「
近
来
」
の
「
近
」

の
字
を
必
要
と
す
る
〈
時
間
〉
の
人
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
や
は
り
〈
空
間
〉
の
人
で
あ

る
小
六
は
、
実
は
徹
底
的
に
宗
助
の
〈
時
間
〉
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
心

小
六
は
、
「
過
去
」
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
に
、
宗
助
の
前
に
現
れ
る
。
宗
助
は
、
そ
れ
を

「
天
」
が
そ
う
仕
向
け
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
恐
れ
、
心
を
乱
し
て
い
る
。
彼
が
心
配
し

て
い
る
の
は
、
弟
の
未
来
で
は
な
い
。
「
運
命
」
に
よ
っ
て
「
変
化
」
（
十
七
）
を
余
儀
な
く

さ
せ
ら
れ
た
自
身
の
〈
現
在
〉
に
つ
い
て
心
を
痛
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
も
「
変
化
」
な
ど

し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
望
ん
で
得
ら
れ
る
「
発
展
」
（
十
六
）
な
ど
其
の
「
発
展
」

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
〈
空
間
〉
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
真
の
「
変
化
」
や
「
発
展
」

は
、
期
せ
ず
し
て
、
突
如
結
果
と
し
て
、
つ
ま
り
〈
時
間
〉
的
な
問
題
と
し
て
し
か
や
っ
て
こ

な
い
の
だ
。
そ
し
て
彼
は
、
自
分
自
身
の
「
変
化
」
に
つ
い
て
だ
け
は
疑
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。

彼
ら
と
宗
助
と
の
差
異
は
決
定
的
で
あ
る
。
坂
井
は
「
洞
窟
」
を
必
要
と
し
、
御
米
も
ま
た

「
六
畳
」
を
必
要
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
〈
空
間
〉
の
人
た
ち
は
、
そ
の
自
分
た
ち
の

特
別
な
場
所
を
持
ち
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
も
「
変
化
」
し
た
り
「
発
展
」
し
た
り
は
し
な
い
の

だ
。
『
門
』
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
宗
助
に
お
い
て
、
「
変
化
」
や
「
発
展
」
と
い
っ
た
も
の

が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
実
は
「
世
間
」
に
お
い
て
は
、
誰

も
皆
、
真
に
「
変
化
」
「
発
展
」
な
ど
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
作
者
の
認
識
が
反
映
し
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
世
間
」
の
人
た
ち
は
、
そ
の
幾
つ
か
の
、
性
質
の
異
な
る
〈
空
間
〉

を
単
に
往
復
す
る
か
、
循
環
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
真
の
〈
時
間
〉
性
を
見
よ
う
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

御
米
は
「
『
貴
方
は
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
覚
が
あ
る
。
其
罪
が
崇
っ
て
ゐ
る
か

宗
助
は
弟
を
見
る
た
び
に
、
昔
の
自
分
が
再
び
蘇
生
し
て
、
自
分
の
眼
の
前
に
活
動
し

て
ゐ
る
様
な
気
が
し
て
な
ら
次
か
つ
た
。
時
に
は
、
は
ら
〃
く
Ｉ
す
る
事
も
あ
っ
た
。
又

に
戯
ｆ
ｌ

苦
々
し
く
思
ふ
折
も
あ
っ
た
。
さ
う
云
ふ
場
合
に
は
、
心
の
う
ち
に
、
当
時
の
自
分
が
一

し
ば
ｆ
、

図
に
振
舞
っ
た
苦
い
記
憶
を
、
出
来
る
丈
屡
呼
び
起
さ
せ
る
た
め
に
、
と
く
に
天
が
小
六

を
自
分
の
眼
の
前
に
据
え
付
け
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
っ
た
。
さ
う
し
て
非
常
に
恐

こ
い
つ

お
札

ろ
し
く
な
っ
た
。
此
奴
も
或
は
己
と
同
一
の
運
命
に
陥
る
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
で
は
な

か
ら
う
か
と
考
へ
る
と
、
今
度
は
大
い
に
心
掛
り
に
な
っ
た
。
時
に
よ
る
と
心
掛
り
よ
り

は
不
愉
快
で
あ
っ
た
。
（
四
）

釘
れ
こ
っ
ち
む
か
み

「
己
も
も
う
一
返
小
六
見
た
様
に
な
っ
て
見
た
い
」
と
云
っ
た
。
「
此
方
ぢ
や
、
向
が

己
の
標
な
運
命
に
陥
る
だ
ら
う
と
思
っ
て
心
配
し
て
ゐ
る
の
に
、
向
ぢ
や
兄
資
な
ん
ざ
あ

眼
中
に
な
い
か
ら
偉
い
や
」
（
同
）
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宗
助
が
、
安
井
の
出
現
に
よ
る
心
の
動
揺
を
御
米
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
も
、
や

は
り
そ
れ
が
、
「
二
人
の
共
有
し
て
ゐ
た
事
実
」
で
あ
っ
て
も
、
〈
現
在
〉
共
有
し
て
い
る

「
不
幸
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
助
は
安
井
の
名
を
決
し
て
口
に
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

安
井
は
、
二
人
の
共
通
の
「
過
去
」
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
共
有
で
き
な
い
も
の
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
て
い
る
。
宗
助
は
、
あ
え
て
そ
れ
を
〈
時
間
〉
的
問
題
と
し
て
御
米
と
共
有
し
よ
う

と
は
し
な
い
。
彼
は
、
あ
く
ま
で
も
御
米
を
〈
空
間
〉
の
人
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、

共
に
「
幸
福
Ｉ
愛
の
神
」
と
い
う
虚
櫛
の
〈
現
在
〉
を
支
え
る
相
手
へ
の
気
遣
い
な
の
か
、
そ

れ
と
も
御
米
は
、
そ
も
そ
も
宗
助
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
く
時
間
〉
的
問
題
（
Ｉ
「
過
去
」
）

の
共
有
者
と
し
て
の
資
格
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

宗
助
は
、
そ
こ
で
は
、
自
分
一
人
で
、
近
来
の
「
近
」
の
字
を
、
今
日
の
「
今
」
の
字
を
思
い

出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
平
安
な
日
常
は
、
「
自
然
Ｉ
運
命
」
や
「
世
間
」
に
対
す
る
消
極
的
な
姿
勢
に
よ
っ

識
）
な
の
で
あ
る
。

ら
、
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
』
」
（
十
三
）
と
い
う
易
者
の
「
此
一
言
」
（
同
）
を
、
つ
い

に
宗
助
に
打
ち
明
け
る
。
こ
の
告
白
が
延
ば
さ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
が
「
二
人
の
共
有
し
て

ゐ
た
事
実
に
就
い
て
で
は
な
か
っ
た
」
（
同
）
た
め
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
御
米
が

一
人
で
易
者
を
訪
ね
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
子
供
が
育
た
な
い
と
い
う
御
米
の

「
不
幸
」
を
宗
助
が
共
有
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

宗
助
は
、
こ
こ
で
は
「
わ
ざ
と
鷹
揚
な
答
を
し
て
」
（
同
）
御
米
に
対
す
る
気
遣
い
を
一
応

示
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
御
米
の
苦
し
ゑ
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
理
解
せ
ず
、
ま
た
し
よ
う

と
も
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
御
米
は
「
過
去
」
の
「
罪
」
意
識
（
Ｉ
「
人
に
対
し
て
済

ま
な
い
事
を
し
た
」
）
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
〈
現
在
〉
の
「
不
幸
」
を
追
脇
す

る
易
者
の
「
言
葉
」
（
Ｉ
「
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い
」
）
に
よ
っ
て
「
心
臓
を
射
抜
か
れ
」

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
助
の
関
心
は
む
し
ろ
「
罪
が
泉
っ
て
ゐ
る
」
（
Ｉ
〈
時
間
〉
的
問
題
）

の
方
に
あ
り
、
そ
し
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
占
の
宅
へ
」
な
ど
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
所
へ
」
は

「
行
か
な
い
が
可
い
」
（
同
）
と
、
〈
空
間
〉
的
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

御
米
の
「
罪
」
意
識
は
、
安
井
に
対
す
る
行
為
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

少
な
く
と
も
、
彼
女
自
身
が
そ
う
考
え
て
い
る
と
い
う
場
面
は
、
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
三
人

の
子
供
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
絶
え
ず
反
復
さ
れ
更
新
さ
れ
て
い
く
こ
う
し
た
〈
現
在
〉

の
「
不
幸
」
を
、
「
過
去
」
（
Ｉ
「
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
」
）
と
結
び
つ
け
よ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
易
者
（
Ｉ
「
世
間
」
）
で
あ
り
、
宗
助
（
の
〈
時
間
〉
的
間
題
意

む
ろ
ん
宗
助
は
こ
こ
で
、
御
米
だ
け
の
健
康
を
心
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
悲
劇
」
は
、

「
自
分
の
家
族
を
捕
へ
に
来
る
」
・
彼
は
自
分
自
身
を
そ
こ
に
含
め
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
自
分
の
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
案
じ
て
い
る
。

以
前
は
、
い
わ
ば
御
米
と
い
う
鏡
の
中
に
映
る
自
分
だ
け
が
自
分
で
、
そ
れ
が
安
心
で
き
る

自
分
自
身
の
〈
現
在
〉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
同
一
性
を
保
証
し
て
く
れ
る
は
ず
の

御
米
と
い
う
鏡
が
曇
り
始
め
る
と
、
宗
助
に
は
本
来
の
自
身
を
映
し
出
す
鏡
が
必
要
に
な
る
。

だ
が
床
屋
の
鏡
に
映
る
自
分
の
顔
は
、
「
何
う
も
字
と
云
ふ
も
の
は
不
思
議
だ
よ
」
と
御
米
に

訴
え
た
文
字
の
よ
う
に
「
こ
り
や
変
だ
と
思
っ
て
疑
ぐ
り
出
す
と
分
ら
な
く
な
る
」
（
一
）
・

「
彼
は
冷
た
い
鏡
の
う
ち
に
、
自
分
の
影
を
見
出
し
た
時
、
不
図
此
影
は
本
来
何
者
だ
ら
う
と

眺
め
」
（
十
三
）
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
を
〈
空
間
〉
的
に
解
く
こ
と
は
、

し
か
し
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
は
「
首
か
ら
下
は
真
白
な
布
に
包
ま
れ
て
、
自
分
の
着

て
ゐ
る
着
物
の
色
も
縞
も
全
く
見
え
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
宗
助
は
、
「
成
ら
う
こ
と
な

小
六
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
人
き
り
の
〈
空
間
〉
を
奪
わ
れ
た
御
米
は
、
自
身
の
肉
体
の
内
部

に
新
た
な
く
空
間
〉
を
探
そ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
度
々
「
発
作
」
を
引
き
起
こ
す
。

て
支
え
ら
れ
て
い
る
虚
構
の
産
物
で
あ
る
。
「
生
死
の
戦
」
を
二
人
し
て
鞭
打
た
れ
な
が
ら
く

ぐ
り
抜
け
て
き
た
、
い
わ
ば
同
志
と
し
て
の
連
帯
感
は
、
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
彼
ら
が
求

め
て
い
る
も
の
は
、
「
御
互
」
で
は
な
く
、
「
仲
の
好
い
」
と
い
う
こ
と
、
ひ
た
す
ら
「
無
事
」

と
い
う
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
も
は
や
「
御
互
」
は
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

宗
助
が
、
御
米
の
「
不
幸
」
に
連
帯
で
き
ず
、
ま
た
自
身
の
「
不
幸
」
を
御
米
と
共
有
す
る

こ
と
な
く
参
禅
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が
か
つ
て
共
有
し
た

「
生
死
の
戦
」
が
、
い
つ
の
間
に
か
個
々
別
々
の
「
過
去
」
に
対
す
る
闘
い
に
移
行
し
て
い
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ア
ド
ヱ
ン
チ
ユ
ア
ラ
ー

三
「
言
葉
（
文
字
）
」
と
「
冒
険
者
」
た
ち

よ
晶
邸
へ
さ
い
と
鳳
の

宗
助
は
、
蘇
生
つ
た
様
に
は
っ
き
り
し
た
妻
の
姿
を
見
て
、
恐
ろ
し
い
悲
劇
が
一
歩
遠
退

な
舞
ら

い
た
時
の
如
く
に
、
胸
を
撫
で
卸
し
た
。
然
し
其
悲
劇
が
又
何
時
如
何
な
る
形
で
、
自
分

の
家
族
を
捕
へ
に
来
る
か
分
ら
な
い
と
云
ふ
、
ぼ
ん
や
り
し
た
掛
念
が
、
折
々
彼
の
頭
の

な
か
に
霧
と
な
っ
て
懸
か
っ
た
。
（
十
三
）
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ら
、
自
分
丈
は
陰
気
な
暗
い
師
走
の
中
に
一
人
残
っ
て
ゐ
た
い
」
（
同
）
と
さ
え
思
う
。

自
分
と
は
雛
か
。
こ
の
問
い
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
〈
時
間
〉
の
人
の
不
安
が
宗
助
に

あ
り
、
こ
の
不
安
の
反
映
が
、
御
米
の
存
在
の
安
否
（
Ｉ
死
）
を
気
遺
う
と
い
う
形
で
現
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
逆
で
は
な
い
。
御
米
と
い
う
鏡
が
曇
り
始
め
た
か
ら
不
安
に
な
っ
た
の
で
は
な

く
、
も
と
も
と
不
安
が
あ
っ
た
か
ら
曇
っ
た
鏡
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
御
米
以
外
の

何
が
宗
助
の
〈
現
在
〉
を
保
証
す
る
の
か
。

「
根
が
ぐ
ら
Ｉ
Ｉ
す
る
」
（
五
）
歯
の
治
療
に
寄
っ
た
宗
助
は
、
歯
医
者
の
待
合
室
に
あ
っ

た
「
『
成
効
』
と
云
ふ
雑
誌
」
を
取
り
上
げ
る
。

続
け
て
、
「
此
二
句
」
が
「
雑
誌
を
置
い
た
後
で
も
、
し
き
り
に
彼
の
頭
の
中
を
俳
個
し
た
」

こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
助
の
「
心
持
」
と
実
際
の
「
景
色
」
ｉ
〈
空
間
〉
が
同
格

に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
し
か
し
、
自
己
を
離
れ
る
こ
と
、
自
分
以
外
の
も
の
に
な
る
こ
と

へ
の
〈
空
間
〉
的
希
求
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
彼
の
生
活
は
実
際

此
四
五
年
来
斯
う
い
ふ
景
色
に
出
逢
っ
た
事
が
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
、

宗
助
は
「
珍
ら
し
く
書
斎
に
這
入
っ
た
」
。

「
言
葉
」
は
「
頭
」
を
離
れ
な
い
。
し
か
し
む
ろ
ん
、
「
論
語
」
を
二
時
間
程
」
読
ん
で

み
た
と
こ
ろ
で
、
彼
が
本
当
に
探
し
て
い
る
「
文
字
」
が
見
つ
か
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。

そ
れ
か
ぜ
へ
き
ら
く
ふ

不
図
仮
名
の
交
ら
な
い
四
角
な
字
が
二
行
程
並
ん
で
ゐ
た
。
夫
に
は
風
碧
落
を
吹
い
て

み
う
ん
つ
つ
り
と
う
ざ
ん
の
豚
ｖ
よ
く
い
も
麓
ん

浮
雲
尽
き
、
月
東
山
に
上
っ
て
玉
一
団
と
あ
っ
た
。
宗
助
は
詩
と
か
歌
と
か
い
ふ
も
の
に

は
、
元
か
ら
余
り
興
味
を
持
た
な
い
男
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
云
ふ
訳
か
此
二
句
を
醜
ん
だ

時
に
大
変
感
心
し
た
。
対
句
が
旨
く
出
来
た
と
か
何
と
か
云
ふ
意
味
で
は
な
く
っ
て
、
斯

き
ぞ

ん
な
景
色
と
同
じ
様
な
心
持
に
な
れ
た
ら
、
人
間
も
嚥
嬉
し
か
ら
う
と
、
ひ
ょ
っ
と
心
が

動
い
た
の
で
あ
る
。
（
五
）

彼
は
黒
い
夜
の
中
を
歩
る
き
な
が
ら
、
た
堂
何
う
か
し
て
此
心
か
ら
逃
れ
出
た
い
と
思

っ
た
。
其
心
は
如
何
に
も
弱
く
て
落
ち
付
か
な
く
っ
て
、
不
安
で
不
定
で
、
度
胸
が
な
さ

「
今
夜
は
久
し
振
り
に
競
語
を
読
ん
だ
」
と
云
っ
た
。

「
醗
語
に
何
か
あ
っ
て
」
と
御
米
が
聞
き
返
し
た
ら
、
宗
助
は
、

「
い
や
何
も
な
い
」
と
答
え
た
。

へ

秀
一

「
何
う
か
し
て
此
心
か
ら
逃
れ
出
た
い
」
。
い
っ
た
い
何
処
へ
。
し
か
し
そ
れ
は
、
〈
空
間
〉

で
は
な
い
は
ず
だ
。
宗
助
は
、
い
っ
た
い
何
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
妻

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
偽
り
の
〈
現
在
〉
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
自
分
自
身
か
ら
、

あ
る
い
は
絶
え
ず
自
己
砺
盟
を
迫
る
「
自
然
Ｉ
運
命
」
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
「
口
の
中
で

何
通
も
宗
教
の
二
字
を
繰
り
返
し
た
。
け
れ
ど
も
」
そ
れ
は
、
「
果
敢
な
い
文
字
で
あ
っ
た
」
・

「
宗
教
」
は
、
彼
に
と
っ
て
、
真
に
〈
時
間
〉
性
を
持
っ
た
「
文
字
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

又
》
◎

ア
ド
エ
ソ
チ
ユ
ア
ラ
ー

宗
助
は
、
坂
井
が
そ
の
弟
や
安
井
た
ち
を
評
し
て
言
っ
た
「
冒
険
者
」
と
い
う
言
葉
に
脅
え

る
。
「
宗
助
は
此
一
語
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
暴
と
自
棄
と
、
不
平
と
憎
悪
と
、
乱
倫
と
惇
徳

と
、
盲
断
と
決
行
と
を
想
像
し
て
」
（
十
七
）
み
せ
る
。
そ
う
し
て
「
斯
様
に
、
堕
落
の
方
面

を
と
く
に
誇
彊
し
た
冒
険
者
を
頭
の
中
で
椿
え
上
げ
た
宗
助
は
、
其
責
任
を
自
身
一
人
で
全
く

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
気
が
し
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
実
は
彼
も

ま
た
、
と
い
う
よ
り
彼
こ
そ
が
真
の
〈
冒
険
者
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。

近
来
の
「
近
」
の
字
を
、
今
日
の
「
今
」
の
字
を
、
思
い
出
せ
ず
に
困
惑
し
続
け
て
い
る
者

（
〈
空
間
〉
の
人
御
米
は
、
「
近
」
の
字
を
近
江
の
「
近
」
と
答
え
て
い
た
）
・
〈
冒
険
者
〉

と
は
、
満
州
や
台
湾
、
蒙
古
や
朝
鮮
と
い
っ
た
〈
空
間
〉
を
「
漂
浪
い
て
ゐ
る
」
者
た
ち
の
こ

と
で
は
な
い
。
「
変
化
」
や
「
発
展
」
を
欲
望
す
る
と
い
う
よ
り
は
（
そ
れ
は
欲
望
し
て
得
ら

れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
突
然
に
結
果
と
し
て
訪
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
、
そ
も

そ
も
「
変
化
」
や
「
発
展
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
問
お
う
と
す
る
者
、
あ
え
て
「
漂

浪
」
す
る
こ
と
さ
え
も
辞
さ
ず
、
自
身
の
〈
生
〉
に
お
け
る
其
の
〈
時
間
〉
性
を
見
極
め
よ
う

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。

け
ち

過
ぎ
て
希
知
に
見
え
た
。
彼
は
胸
を
抑
え
つ
け
る
一
種
の
圧
迫
の
下
に
、
如
何
に
せ
ば
、

今
の
自
分
を
救
ふ
事
が
出
来
る
か
と
い
ふ
実
際
の
方
法
の
承
を
考
へ
て
、
其
圧
迫
の
原
因

に
な
っ
た
自
分
の
罪
や
過
失
は
全
く
此
結
果
か
ら
切
り
放
し
て
仕
舞
っ
た
。
（
十
七
）

彼
は
此
晩
に
限
っ
て
、
ベ
ル
を
鳴
ら
し
て
忙
が
し
さ
う
に
眼
の
前
を
往
っ
た
り
来
た
り
す

も

る
電
車
を
利
用
す
る
考
が
起
ら
な
か
っ
た
。
目
的
を
有
っ
て
途
を
行
く
人
と
共
に
、
抜
目

な
く
足
を
運
ば
す
事
を
忘
れ
た
。
し
か
も
彼
は
根
の
締
ら
な
い
人
間
と
し
て
、
か
く
漂
浪

の
雛
形
を
演
じ
つ
ふ
あ
る
自
分
の
心
を
省
み
て
、
も
し
此
状
態
が
長
く
続
い
た
ら
何
う
し

よ

た
ら
可
か
ら
う
と
、
ひ
そ
か
に
自
分
の
未
来
を
案
じ
煩
っ
た
。
今
日
迄
の
経
過
か
ら
推
し

す
べ

て
、
凡
て
の
創
口
を
癒
合
す
る
も
の
は
時
日
で
あ
る
と
い
ふ
格
言
を
、
自
家
の
経
験
か
ら

－6－
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「
月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
丈
で
、
漸
く
落
ち
付
い
た
」
は
ず
の
生
活
が
、
「
安
井
」
あ
る

い
は
「
冒
険
者
」
の
一
語
で
、
何
故
こ
う
も
脆
く
「
崩
れ
て
」
し
ま
う
の
か
。
互
い
を
信
仰
し
、

「
互
に
抱
き
合
っ
て
、
丸
い
円
を
描
き
」
（
同
）
な
が
ら
、
築
き
上
げ
て
き
た
は
ず
の
御
米
と

の
生
活
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
生
活
に
、
果
し
て
「
根
」
は
存
在
す
る
の
か
。
当
然
宗

助
は
、
そ
の
こ
と
を
自
身
に
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
が
、
実
は
以

「
髪
結
床
」
（
十
三
）
で
の
宗
助
の
自
問
は
、
参
禅
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
公
案
を

先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
〈
時
間
〉
性
は
、
「
只
自
然

の
恵
み
か
ら
来
る
月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
」
（
十
七
）
と
い
っ
た
も
の
と
は
別
の
も
の
だ
。

そ
れ
は
く
時
間
〉
の
一
面
性
に
過
ぎ
な
い
。
宗
助
は
、
「
自
分
を
救
ふ
」
と
い
う
彼
の
参
禅
の

当
初
の
目
的
か
ら
い
っ
て
も
、
与
え
ら
れ
た
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
と
い
う
公
案
に

け
ん
げ

対
す
る
「
見
解
」
を
見
い
出
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
同
時
に
「
心
の
実
質
が
太
く
な
る
」
よ

う
に
自
分
の
「
人
生
観
を
作
り
易
へ
」
て
生
き
て
行
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
自
己
本
位
」
（
十

七
）
の
肯
定
と
つ
な
が
る
形
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

自
己
確
湧
が
さ
れ
な
い
ま
ま
の
「
自
己
本
位
」
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
作
者
が
あ
ら
か
じ
め
仕

組
ん
だ
「
循
環
小
数
」
（
十
八
）
で
あ
る
。

安
井
の
出
現
を
予
告
さ
れ
て
、
「
例
に
な
い
状
態
」
（
十
七
）
に
陥
っ
た
宗
助
は
、
「
例
の

様
な
」
「
常
に
」
「
何
時
も
の
」
「
使
ひ
慣
れ
た
」
、
つ
ま
り
は
日
常
的
〈
空
間
〉
か
ら
疎
外

さ
れ
る
。
宗
助
は
鎌
倉
へ
と
参
禅
を
決
意
す
る
。
ま
だ
な
お
彼
は
、
自
分
の
置
か
れ
た
位
置
を

〈
空
間
〉
的
に
ず
ら
せ
て
み
よ
う
と
試
ふ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の

は
、
や
は
り
「
言
葉
」
で
あ
り
、
〈
時
間
〉
な
の
だ
。

四
安
井
と
宗
助
あ
る
い
は
「
自
然
」
と
「
頭
」 を

と
Ｌ
ひ

割
り
出
し
て
、
深
く
胸
に
刻
み
付
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
一
昨
日
の
晩
に
す
っ
か
り
崩
れ
た

の
で
あ
る
。
（
十
七
）

上
ぽ
み
Ｌ
や
う
い
ぜ
ん
紐
ん
ら
い
め
ん
６
ｔ

「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
、
そ
れ
を
一
つ
考
へ
て
見
た
ら
善
か
ら
う
」

宗
助
に
は
父
母
未
生
以
前
と
い
ふ
意
味
が
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
が
、
何
し
ろ
自
分
と
云

ひ
つ
ｂ
や
う
つ
ら

ふ
も
の
は
必
寛
何
物
だ
か
、
其
本
体
を
捕
ま
へ
て
見
ろ
と
云
ふ
意
味
だ
ら
う
と
判
断
し
た
。

（
十
八
）

そ
し
て
、
安
井
が
「
如
何
に
も
不
意
に
」
（
十
七
）
、
「
是
程
偶
然
な
出
来
事
を
借
り
て
、

後
か
ら
」
（
同
）
現
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
「
苦
し
」
く
、
ま
た
「
腹
立
た
し
」
く
思
っ

て
い
る
宗
助
は
、
今
こ
そ
「
自
然
Ｉ
運
命
」
に
対
し
て
正
面
か
ら
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い

は
ず
な
の
で
あ
る
。

宗
助
が
、
そ
の
名
を
御
米
と
（
さ
え
）
共
有
す
こ
と
を
拒
ん
だ
安
井
と
は
雄
か
。
宗
助
の
精

神
状
態
を
「
不
安
で
不
一
と
に
さ
せ
る
者
。
そ
の
「
情
熱
」
（
十
四
）
を
、
「
暖
か
な
若
い
血
」

（
同
）
を
分
か
ち
持
つ
真
の
共
有
者
で
あ
り
、
「
精
神
」
の
故
郷
を
同
じ
く
す
る
同
郷
者
。
そ

れ
が
今
、
宗
助
の
〈
現
在
〉
を
、
本
当
の
自
分
自
身
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
其
の
他
者
、

雄
よ
り
も
（
本
人
よ
り
さ
え
も
）
限
り
な
く
自
分
自
身
に
近
い
存
在
者
と
し
て
、
眼
前
に
現
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
門
』
に
お
け
る
循
環
す
る
季
節
、
「
自
然
」
の
時
間
の
流
れ
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
時
間
は
空
間
化
さ
れ
得
る
。
空
間
化
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
時
間
は
、
〈
見
え
る
も
の
〉

と
し
て
そ
こ
に
感
じ
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
助
の
抱
え
込
ん
で
い
る
〈
時
間
〉
の

問
題
は
、
決
し
て
〈
空
間
〉
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
く
見
え
な
い
も
の
〉
と
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
究
極
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
「
死
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
私
は

考
え
て
い
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
安
井
は
、
〈
時
間
〉
Ｉ
〈
見
え
な
い
も
の
〉
の
形

象
化
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
宗
助
の
〈
現
在
〉
を
確
認
す
る
手
段
と
い
う
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
安
井
は
、
「
過
去
」
の
宗
助
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
〈
現
在
〉
の
宗
助
、

「
未
来
」
の
宗
助
そ
の
人
と
し
て
も
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
安
井

と
い
う
男
の
存
在
は
、
〈
時
間
〉
の
源
泉
と
し
て
の
「
自
然
Ｉ
運
命
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
宗
助
は
、
「
過
去
」
〈
現
在
〉
「
未
来
」
の
自
己
確
認
を
せ
よ
と
い
う
「
自
然
Ｉ
運

前
か
ら
彼
の
内
部
に
す
で
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
御
米
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い
た
言
葉
や
逃
避

の
姿
勢
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
是
で
も
元
は
子
供
が
有
っ
た
ん
だ
が
ね
」
と
、
さ
も
自
分
の
言
葉
を
味
は
っ
て
ゐ
る

な
世
回
る

風
に
付
け
足
し
て
、
生
温
い
眼
を
挙
げ
て
細
君
を
見
た
。
（
三
）

父
母
未
生
以
前
と
御
米
と
安
井
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
。

「
御
米
、
御
前
子
供
が
出
来
た
ん
ぢ
や
な
い
か
」
と
笑
い
な
が
ら
云
っ
た
。
（
六
）

（
十
八
）

－7 －
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宗
助
の
悲
劇
性
は
、
彼
が
坂
井
や
御
米
と
い
っ
た
「
世
間
」
の
人
た
ち
と
同
じ
く
〈
空
間
〉

の
人
で
あ
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

禅
寺
と
い
う
特
殊
な
〈
空
間
〉
へ
と
無
防
備
な
「
裸
１
頭
」
を
さ
ら
す
「
冒
険
」
を
そ
の
自
ら

の
「
頭
」
に
よ
っ
て
企
て
た
彼
が
、
自
己
の
〈
生
〉
に
お
け
る
〈
時
間
〉
性
の
礪
認
を
迫
ら
れ

た
と
き
、
や
は
り
そ
の
「
頭
」
を
使
っ
て
答
え
を
求
め
て
し
ま
う
点
で
あ
ろ
う
。
宗
助
は
、
そ

の
「
華
著
な
世
間
向
き
」
（
十
四
）
の
「
頭
」
を
放
棄
し
き
れ
ず
、
し
か
も
〈
時
間
〉
の
人
に

な
り
き
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
に
、
日
常
に
戻
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
〈
時
間
〉
性
の
問
い
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
彼
に
は
も
は
や
ど
ん
な
〈
空

間
〉
で
さ
え
も
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
「
門
」
の
中
に
入
れ
ず
、
ま
た
引

き
返
す
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
「
長
く
門
外
に
佇
立
む
べ
き
運
命
を
も
っ
て
生
れ
て
来
た
も
の

ら
し
か
っ
た
」
（
二
十
一
）
と
い
う
認
識
は
、
ひ
と
り
宗
助
の
み
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
宗
助
が
、
御
米
と
の
生
活
か
ら
一
旦
自
ら
を
切
り
離
し
、
そ
の
無
防
傭
な
「
頭
」
一
つ
に

よ
る
「
冒
険
」
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
「
言
葉
」
で
あ
る
。
「
近
」
「
今
」
の
「
文
字
」
は
、

命
」
の
要
求
に
、
し
か
し
背
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
Ｉ
運
命
」
は
、
宗
助
に
〈
時
間
〉

の
人
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
冒
険
者
〉
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
強
い
て
い
る
。
宗
助
は
宗

助
で
、
彼
な
り
の
「
冒
険
」
に
よ
っ
て
〈
冒
険
者
〉
で
な
く
な
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
宗
助
の
参
禅
な
の
で
あ
る
。

「
自
暴
と
自
棄
と
、
不
平
と
憎
悪
と
、
乱
倫
と
惇
徳
と
、
盲
断
と
決
行
と
」
（
十
七
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
堕
落
の
方
面
を
と
く
に
跨
張
し
た
冒
険
者
を
頭
の
中
で
椿
え
上
げ
」
（
同
）
る

宗
助
は
、
安
井
と
い
う
〈
時
間
〉
的
〈
冒
険
者
〉
を
、
あ
く
ま
で
〈
空
間
〉
的
「
冒
険
者
」
と

し
て
、
あ
え
て
曲
解
す
る
こ
と
で
、
彼
自
身
も
〈
時
間
〉
的
〈
冒
険
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
否
昭

し
、
た
だ
〈
空
間
〉
の
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
宗
助
は
、
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と

を
拒
否
し
た
ま
ま
、
「
過
去
」
か
ら
も
未
来
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
、
安
全
な
は
ず
の
〈
現
在
〉

を
得
よ
う
と
す
る
。
御
米
と
築
き
上
げ
て
き
た
虚
櫛
の
〈
現
在
〉
が
崩
れ
去
っ
た
今
、
彼
は
た
っ

た
一
人
で
、
自
分
の
そ
の
「
華
箸
な
世
間
向
き
の
頭
」
だ
け
で
も
っ
て
、
別
の
虚
櫛
を
築
こ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
、
そ
れ
が
彼
に
出
来
る
唯
一
の
「
自
然
Ｉ
運
命
」
に
対
す
る
抵
抗

で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。

さ
と
り

彼
は
悟
と
い
ふ
美
名
に
歎
か
れ
て
、
彼
の
平
生
に
似
合
は
い
冒
険
を
賦
み
や
う
と
企
て
た

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
も
し
此
冒
険
に
成
功
す
れ
ば
、
今
の
不
安
な
不
定
な
弱
々
し
い

瞼
か

自
分
を
救
ふ
事
が
出
来
は
し
ま
い
か
と
、
果
敢
な
い
望
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
（
十
八
）

手
に
入
り
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
彼
は
そ
れ
ら
の
「
文
字
」
を
、
む
し
ろ
忘
れ
続
け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
忘
れ
る
こ
と
も
、
は
っ
き
り
思
い
出
す
こ
と
も
、
い
ず
れ
も

出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
冒
険
者
〉
で
な
く
な
る
た
め
の
「
冒
険
」
は
、
宙
づ
り
に
さ
れ

た
ま
ま
終
わ
る
。

た
と
え
ば
、
『
こ
上
ろ
』
の
Ｋ
と
先
生
と
の
関
係
を
考
え
る
。
先
生
の
本
当
の
「
過
去
Ｉ
精

神
の
同
郷
者
」
と
し
て
の
Ｋ
。
こ
の
Ｋ
と
い
う
存
在
を
、
自
分
の
「
近
」
く
の
も
の
に
し
よ
う

と
し
て
、
自
分
の
「
今
」
に
し
よ
う
と
し
て
、
實
い
換
え
れ
ば
先
生
は
「
近
」
「
今
」
の
文
字

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
得
る
と
同
時
に
死
ん
だ
。
死
ぬ
以
外
に
そ
れ
を
得
る
こ
と
は

か
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
「
罪
」
に
対
す
る
償
い
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
自
身
の
「
過
去
」
に
対
し
て
、
つ
ま
り
は
「
自
然
Ｉ
運
命
」
に
対
し
て
、
向
か
い
合

う
と
い
う
一
つ
の
実
践
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

遠
く
な
い
未
来
に
お
い
て
、
「
近
」
「
今
」
を
手
に
す
る
た
め
に
一
人
の
青
年
と
向
か
い
合

い
「
告
白
Ｉ
自
死
」
す
る
先
生
と
い
う
、
い
ま
一
人
の
〈
冒
険
者
〉
を
創
る
こ
と
に
な
る
作
家

は
、
こ
の
『
門
』
に
お
い
て
は
、
同
じ
命
殿
係
〉
の
問
題
を
別
の
方
法
で
解
こ
う
と
努
力
し
て

い
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。

安
井
は
「
自
然
Ｉ
運
命
」
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
が
大
き
く
、
そ
の
意
味
で
は
『
こ
上
ろ
』

の
Ｋ
で
さ
え
そ
の
域
を
脱
し
切
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
非
人
間
的
な
存
在

が
真
に
人
間
的
に
描
か
れ
る
に
は
、
『
道
草
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
『
道

草
』
の
健
三
の
養
父
母
な
ど
は
、
同
じ
よ
う
に
健
三
の
「
過
去
」
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
と
き
作
家
に
は
「
自
然
Ⅱ
運
命
」
に
対
す
る
被
害
者
意
識
は
な
く
、
〈
精
神
的
故
郷
〉

と
い
う
ロ
マ
ソ
も
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
登
場
人
物
た
ち
の
関
係
（
そ
こ
に
は
そ
れ
を
描
く

作
者
自
身
も
含
ま
れ
る
）
を
見
守
る
も
う
一
回
り
大
き
な
〈
自
然
〉
が
、
作
家
の
視
野
に
入
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
自
己
の
自
然
〉
を
自
ら
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
世
間
の
自
然
〉
か
ら
制
裁
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
の
狂
お
し
い
叫
び
も
、
〈
大
き
な
自
然
〉
を
そ
の
視
界
に

部
ら
す

う
ら
Ｌ

御
米
は
障
子
の
硝
子
に
映
る
麗
か
な
日
影
を
す
か
し
て
見
て
、

あ
り
緋
色

ご

「
本
当
に
有
難
い
わ
ね
。
漸
く
の
事
春
に
な
っ
て
」
と
云
っ
て
、
晴
れ
ノ
ｕ
’
し
い
眉
を

心

張
っ
た
。
宗
助
は
縁
に
出
て
長
く
伸
び
た
爪
を
剪
り
な
が
ら

椎
さ
み

「
う
ん
、
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
答
へ
て
、
下
を
向
い
た
ま
上
鋏
を
動
か
し
て

ゐ
た
。
（
二
十
三
）
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収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
〈
小
さ
な
自
然
〉
の
内
側
で
自
己
を
相
対
化
す
る
外
に
な
い
『
道
草
』

の
健
三
の
苦
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
も
、
こ
こ
に
は
な
い
。

謂
圏
は
、
宗
助
の
「
う
ん
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉
は
、
単
な
る
繰
り
返
し
の
日
常
を
肯
定
す
る
言
葉
と
し
て
だ
け
受
け
取
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
宗
助
が
そ
の
参
禅
の
後
に
、
彼
の
以
前
と
同
じ
日
常
に
は
戻
っ
て
き
て
い

な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
そ
の
意
味
で
宗
助
の
参
禅
は
茶
番
で
も
遊
戯
で
も
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
の
時
間
と
い
う
本
質
を
羅
定
す
る
姿
勢
が
、
そ
こ

で
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
寵
定
の
向
こ
う
側
へ
と
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
、
日
常
に

対
す
る
、
ま
た
自
己
に
対
す
る
、
変
革
の
意
志
が
欠
落
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
り
、

自
身
の
「
過
去
」
に
、
「
自
然
Ｉ
運
命
」
に
向
か
い
合
お
う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
は
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
蹄
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
歎
購
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
近
」

「
今
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
を
真
撃
に
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
暖
昧
に
し
た

ま
ま
回
避
し
、
「
自
然
１
時
間
」
の
循
環
を
示
す
「
冬
」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
の
代
用
を
さ
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
宗
助
は
近
い
う
ち
に
、
「
近
」
と
い
う
字
を
忘
れ
、

「
今
」
と
い
う
文
字
を
思
い
だ
せ
な
く
な
っ
て
い
る
自
分
に
、
再
び
気
づ
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
「
近
」
「
今
」
を
失
語
し
た
ま
ま
で
い
る
か
ぎ
り
、
彼
は
〈
冒
険
者
〉
た
ら
ざ

る
を
得
ず
、
ま
た
作
家
は
そ
の
病
名
宣
告
を
自
ら
創
作
命
令
と
し
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

「
自
然
」
と
「
人
間
」
と
の
鯛
和
は
、
す
で
に
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
漱
石
の
認
識
の
中

に
あ
る
。
彼
は
、
も
は
や
そ
れ
を
素
直
な
形
で
希
求
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
自
然
」
は

「
人
間
」
と
調
和
し
た
り
は
し
な
い
。
「
自
然
」
の
現
象
に
つ
い
て
、
「
人
間
」
の
側
が
、
勝

手
に
自
分
た
ち
の
都
合
で
幸
・
不
幸
を
決
め
込
ん
で
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
「
自
然
」
は

た
だ
、
空
で
あ
り
太
陽
で
あ
る
だ
け
で
、
雨
で
あ
っ
た
り
風
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
け
だ
。
「
自

然
」
は
、
い
わ
ば
〈
非
人
情
〉
的
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
「
人
間
」
が
、
い
わ
ば
そ
れ
に
美
醜

や
善
悪
の
色
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
〈
美
醜
〉
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
〈
善
悪
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
「
世
間
」
が
決
定
す
る
。

宗
助
は
、
自
分
た
ち
の
安
井
に
対
す
る
行
為
が
、
い
か
に
も
「
自
然
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
の
「
事
」
は
、
自
分
た
ち
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
、
と
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
、
「
世
間
」
が
そ
れ
に
対
し
て
下
し
た
く
悪
〉
の
決

定
に
つ
い
て
、
少
し
も
「
罪
」
を
感
じ
て
は
い
な
い
。
彼
は
た
だ
、
「
自
然
」
そ
の
も
の
に
対

し
て
、
「
天
」
に
対
し
て
だ
け
、
恐
れ
と
不
平
の
感
情
を
抱
く
の
で
あ
る
。
そ
の
「
不
合
理
」

鎌
倉
か
ら
帰
っ
た
宗
助
は
、
坂
井
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
坂
井
か
ら
、
安
井
は
弟
と
一
緒
に

「
四
五
日
前
帰
り
ま
し
た
」
（
同
）
と
い
う
言
葉
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
政

略
的
に
談
話
を
駆
っ
た
」
（
同
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
知
ら
う
と
思
ふ
事
は
悉
く
知
る
事
が

出
来
な
か
っ
た
。
己
れ
の
弱
点
に
付
い
て
は
、
一
言
も
、
彼
の
前
に
自
白
す
る
の
勇
気
も
必
要

も
認
め
な
か
っ
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
で
は
誰
に
な
ら
、
そ
の
「
弱
点
」
を
「
自
白
」
で
き

る
と
い
う
の
か
。
何
か
ら
な
ら
、
「
知
ら
う
と
思
ふ
事
」
を
「
知
る
事
」
が
で
き
る
の
か
。

宗
助
の
「
弱
点
」
が
、
そ
の
「
頭
」
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
が
な
い
。
彼
は
そ

の
「
頭
」
を
通
し
て
自
ら
の
「
過
去
」
を
覗
き
込
み
、
そ
の
「
頭
」
を
通
し
て
「
天
」
を
仰
ぎ

見
る
。
こ
の
と
き
、
「
頭
」
は
生
き
た
人
間
を
離
れ
て
徹
底
的
に
独
り
き
り
で
あ
る
。
「
自
然
」

に
「
人
間
」
と
つ
な
が
る
「
根
」
は
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
は
倫
理
の
基
翠
と
し
て
の
「
天
」

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
自
然
」
は
あ
く
ま
で
も
〈
非
人
情
〉
的
で
あ
る
。
「
頭
」
は

そ
れ
を
「
不
合
理
」
と
見
る
。
そ
し
て
「
運
命
」
を
突
き
つ
け
る
「
天
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
。
「
父
母
未
生
以
前
と
御
米
と
安
井
に
」
背
を
向
け
た
宗
助
に
は
、
向
か
い
合
う
他
者
が
、

人
間
が
一
人
も
い
な
い
。
〈
時
間
〉
の
問
題
は
残
さ
れ
る
。

幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
冬
」
の
一
語
を
口
に
し
た
こ
と
で
、
宗
助
の
「
頭
」
は
、

「
運
命
」
を
、
〈
時
間
〉
を
、
「
自
然
Ｉ
天
」
に
本
当
に
委
ね
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
の
「
頭
」
は
、
「
天
」
に
何
を
求
め
よ
う
と
し
、
何
を
求
め
ま
い
と
し
、
何
を
絶
望
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
。

そ
し
て
こ
の
弱
い
「
頭
」
の
問
題
が
、
「
自
然
Ｉ
天
」
に
対
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
被
害
者

意
識
と
し
て
「
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
」
き
な
が
ら
、
『
彼
岸
過
迄
』
に
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

や
「
不
可
思
議
」
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
宗
助
は
「
愛
の
神
」
と
い
う
虚
構
を
必
要
と
し
た

の
で
あ
る
。
彼
は
、
い
ま
や
「
世
間
」
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
天
」
か

ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
す

彼
の
頭
を
掠
め
ん
と
し
た
雨
雲
は
、
辛
う
じ
て
、
頭
に
触
れ
ず
に
過
ぎ
た
ら
し
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
是
に
似
た
不
安
は
是
か
ら
先
何
度
で
も
、
色
々
な
程
度
に
於
て
、
繰
り
返
さ

な
け
れ
ば
済
ま
な
い
様
な
虫
の
知
ら
せ
が
何
処
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
繰
返
さ
せ
る
の
は

天
の
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
逃
げ
て
廻
る
の
は
宗
助
の
事
で
あ
っ
た
。
（
二
十
二
）
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①
前
田
愛
「
山
の
手
の
奥
」
（
『
都
市
空
間
の
中
の
文
学
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
）
に
、

「
小
六
の
同
居
が
宗
助
と
御
米
の
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
〈
こ
こ
〉
へ
の
犯
し
を
意
味

③
宗
助
は
「
多
く
の
希
望
を
二
十
四
時
間
の
う
ち
に
投
げ
込
ん
で
ゐ
る
」
の
だ
が
、
実
際

は
「
十
の
二
三
も
実
行
出
来
な
い
」
で
い
る
。
「
自
分
の
気
晴
ら
し
や
保
養
や
、
娯
楽
も

し
く
は
好
尚
に
就
い
て
」
、
「
節
倹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

「
頭
」
に
「
余
裕
の
な
い
」
せ
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
三
）
・
宗
助
の
「
頭
」
が
、
極
め

④
前
掲
前
田
氏
諭
文
に
は
、
先
の
引
用
文
に
続
い
て
、
「
安
井
の
出
現
は
、
宗
助
に
と
っ

て
日
常
的
な
世
界
を
現
前
さ
せ
て
い
る
〈
い
ま
〉
へ
の
脅
か
し
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
時

間
と
空
間
の
二
つ
の
軸
に
よ
っ
て
、
御
米
と
宗
助
（
二
人
の
特
に
そ
の
〈
い
ま
〉
と
〈
こ

こ
〉
Ⅱ
現
在
）
を
醜
み
解
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
小
競
は
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
小

識
に
お
い
て
は
、
し
か
し
小
六
も
ま
た
宗
助
の
〈
時
間
〉
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
と
い
う

点
を
付
け
加
え
る
だ
け
で
な
く
、
御
米
と
宗
助
の
隔
た
り
（
御
米
は
本
質
的
に
宗
助
の

「
問
題
」
を
共
有
で
き
た
い
と
い
う
こ
と
）
を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
〈
空
間
〉
の
人
ｌ

〈
時
間
〉
の
人
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
時
間
〉

②
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
銭
湯
」
（

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
（
三
）

註し
て
い
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

〈
時
間
〉
の
人
と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
》

に
関
し
て
だ
け
は
、
は
っ
き
り
宗
助
は
「
特
殊
人
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

て
く
空
間
〉
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
幾
つ
か
触
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
銭
湯
」
（
「
ど
う
か
し
て
、
朝
湯
に
丈
は
行
き
た
い
ね
」
）

、
〆
、
Ｐ
口
、
Ｊ
『
ｎ
Ｕ
●
グ
Ｄ
・
口
・
◆
心
才
ご
ｑ
ｐ
』
２
３
、
旨
垂
〆
◎
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