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講
演
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
昨
年
・
一
昨
年
と
、
ご
退
職
に
な
っ
た
後
藤
昭
雄
先
生
と
工
藤
力
男
先
生
は
共
に
、
こ

の
会
で
最
終
講
義
の
代
わ
り
と
い
う
こ
と
で
お
話
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
私
は
最
終
講
義
で
は
な
く
て
研
究
発
表
の
つ
も
り
で
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
は
申
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
と
こ
ろ
、
た
い
へ
ん
あ
わ
た
だ
し
く
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
の
準
備
を
す
る
時
間
が
ほ
と
ん

ど
無
か
っ
た
の
が
実
状
で
、
レ
ジ
ュ
メ
も
実
は
昨
日
作
り
ま
し
て
先
程
プ
リ
ン
ト
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と

材
料
不
足
と
い
い
ま
す
か
、
充
分
な
準
備
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
、「
説
話
を
読
み
解
く
」
と
題
し
ま
し
た
が
、
要
す
る
に
説
話
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
体
ど
う
い
う
風
に
読
ん
だ
ら
い

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
た
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
説
話
研
究
の
方
向
が
違
っ
て
き
ま
し
て
、
思
想

研
究
と
か
、
国
際
研
究
と
か
、
そ
う
い
う
方
向
に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。
私
が
や
り
た
い
よ
う
な
方
向
で
物
を
考
え
て
い
る
人
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が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
の
で
、
私
は
も
う
一
回
世
の
中
の
潮
流
に
逆
ら
っ
て
、
自
分
の
原
点
に
立
ち
戻
っ

て
考
え
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
わ
よ
く
ば
現
代
の
説
話
研
究
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
や
ろ
う
と
い
う
野
心
が
な
い
わ
け

で
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
大
風
呂
敷
を
広
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
は
ち
ょ
っ
と
雑
駁
な
お
話
に
な
っ
て
し
ま
う
か
な
と
思
い

ま
す
が
、
意
欲
だ
け
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
少
し
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
レ
ジ
ュ
メ
の
ひ
と
つ
目
に
書
き
ま
し
た
の
は
、「
説
話
の
多
義
性
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
説
話
の
解
釈
と
い
う
の
は
実
に
多

義
的
で
あ
っ
て
、
な
か
な
か
一
元
的
に
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

説
話
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
大
き
く
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
わ
け
で
し
て
、
一
つ
は
仏
教
説
話
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
ち
ら

は
割
合
に
単
純
と
い
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
の
で
す
が
、
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
教
の
布
教
と
い
う
目
的
が
あ
る

の
で
、
最
終
的
に
は
そ
の
目
的
に
収
斂
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
方
向
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
他
方
に
仏
教
と
は
関
わ
り
の

な
い
世
俗
説
話
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
世
間
話
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
昔
話
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
わ

け
で
す
が
、
こ
れ
は
一
体
何
を
目
的
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

こ
う
い
う
よ
く
分
か
ら
な
い
説
話
の
方
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

分
か
っ
て
い
る
よ
う
で
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
例
を
、
皆
さ
ん
が
高
等
学
校
の
教
科
書
な
ん
か
で
ご
覧
に
な
っ
た
よ
う
な
話
を
ま

ず
最
初
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

例
一
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
第
十
三
話
、「
田
舎
の
稚
児
、
桜
の
散
る
を
見
て
泣
く
こ
と
」
と
い
う
短
い
話
を
取
り
上
げ
て
み
ま

す
。
こ
れ
は
、
教
科
書
に
よ
く
採
ら
れ
て
い
る
文
章
で
す
。
そ
し
て
、
大
学
の
入
試
問
題
な
ん
か
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
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で
、
短
い
な
が
ら
、
な
か
な
か
味
わ
い
の
あ
る
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
実
は
な
か
な
か
手
強
い
と
い
う
か
厄
介

な
話
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
田
舎
の
稚
児
の
比
叡
の
山
へ
登
り
た
り
け
る
が
、
桜
の
め
で
た
く
咲
き
た
り
け
る
に
、
風
の
激
し
く
吹
き
け

る
を
見
て
、
こ
の
稚
児
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
る
を
見
て
、
僧
の
、
や
は
ら
寄
り
て
、「
な
ど
、
か
う
は
泣
か
せ
た
ま
ふ
ぞ
。

こ
の
花
の
散
る
を
惜
し
う
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
か
。
桜
は
は
か
な
き
物
に
て
、
か
く
程
な
く
移
ろ
ひ
候
ふ
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
さ

の
み
ぞ
候
ふ
。」
と
慰
め
け
れ
ば
、「
桜
の
散
ら
ん
は
あ
な
が
ち
に
い
か
が
せ
ん
。
苦
し
か
ら
ず
。
わ
が
父て
て

の
作
り
た
る
麦
の
花

散
り
て
、
実
の
入
ら
ざ
ら
む
、
思
ふ
が
わ
び
し
き
。」
と
言
ひ
て
、
さ
く
り
上
げ
て
よ
よ
と
泣
き
け
れ
ば
、
う
た
て
し
や
な
。

皆
さ
ん
充
分
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
な
ぞ
り
な
が
ら
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
な
が
ら
聞
い
て

く
だ
さ
い
。

田
舎
の
稚
児
が
比
叡
山
に
登
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
稚
児
と
い
う
と
、
ま
だ
本
格
的
な
お
坊
さ
ん
に
な
る
前
の
少
年
、
前
髪
を
垂
ら

し
た
少
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ
の
説
話
の
外
側
の
知
識
と
い
い
ま
す
か
、
常
識
と
し
て
稚
児
と
は
な
ん
ぞ
や

と
い
う
こ
と
を
一
応
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

稚
児
と
い
う
の
は
少
年
が
お
寺
に
入
っ
て
、
行
儀
見
習
い
の
よ
う
な
形
で
様
々
な
知
識
、
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
勿
論
、

お
寺
の
中
の
様
々
な
用
事
を
し
な
が
ら
、
仏
教
の
初
歩
を
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
お
寺
は
ご
承
知
の

よ
う
に
、
女
人
禁
制
で
す
。
つ
ま
り
、
女
性
関
係
と
い
う
も
の
が
基
本
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
日
本
で
は
稚
児
を
対
象
と
す
る
男
色
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

『
千
夜
一
夜
物
語
』
を
英
訳
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ト
ン
と
い
う
人
に
よ
る
と
男
色
文
化
帯
と
い
う
の
が
世
界
中
に
あ
る
ん
だ
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そ
う
で
す
が
、
日
本
も
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
中
世
は
で
す
ね
、
男
色
と
い
う
の
が
か
な
り
大
っ
ぴ
ら
に

認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
だ
と
ふ
う
に
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
、
お
寺
の
稚
児
の
中
に
可
愛
い
少
年
が
い
れ
ば
、
こ
れ
は

坊
さ
ん
た
ち
の
良
い
標
的
に
な
る
と
い
い
ま
す
か
、
和
尚
の
寵
愛
す
る
対
象
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
も
し
か
す

る
と
こ
の
少
年
は
美
少
年
だ
っ
た
の
か
、
或
い
は
そ
の
逆
な
の
か
、
ど
ち
ら
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
は
頭
の
隅
に

置
い
て
お
く
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
そ
の
田
舎
出
身
の
稚
児
が
、
比
叡
山
に
稚
児
と
し
て
修
行
に
登
っ
た
わ
け
で
す
が
、
あ
る
時
「
桜
の
め
で
た
く
咲
き
た
り

け
る
」
と
あ
り
ま
す
。

桜
が
美
し
く
咲
い
て
い
る
情
景
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、「
風
の
激
し
く
吹
き
け
る
を
」
と
い
う
の
で
、
激

し
い
風
が
吹
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
然
前
提
で
す

ね
。
そ
れ
を
見
て
、「
こ
の
稚
児
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
る
」
と
、
泣
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
普
通
の
人
は
、
桜
の
花
が
散
る
の
を

見
て
泣
き
は
し
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
さ
て
一
体
何
故
泣
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
っ
て
い
う
疑
問
は
当
然
な
が
ら
、
そ

こ
に
い
る
人
間
に
は
起
こ
る
は
ず
で
す
ね
。
泣
く
理
由
は
様
々
あ
る
は
ず
で
す
が
、
そ
こ
に
坊
さ
ん
が
登
場
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

「
僧
の
、
や
は
ら
寄
り
て
」
と
あ
り
ま
す
。
や
わ
ら
登
場
す
る
わ
け
で
す
が
、
さ
て
、
こ
の
僧
は
一
体
ど
う
い
う
僧
な
ん
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。『
宇
治
拾
遺
』
の
様
々
な
注
釈
に
よ
る
と
、
つ
ま
り
こ
の
僧
は
こ
の
稚
児
に
対
し
て
先
程
言

い
ま
し
た
男
色
の
関
係
に
あ
る
、
な
い
し
は
そ
う
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
る
僧
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
見
て
い
る
人

も
い
ま
す
。
直
接
に
書
い
て
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
想
像
の
範
囲
内
で
そ
う
い
う
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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で
、
こ
の
僧
は
「
花
の
散
る
の
を
惜
し
ん
で
泣
く
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
解
釈
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
慰
め
る
わ
け
で
す
ね
。

「
桜
は
儚
い
も
の
、
す
ぐ
散
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
の
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
坊
さ
ん
の
世
界
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
世
の
無
常
の
理
で
す
ね
。
咲
い
た
花
は
散
る
も
の
で
あ
る
、
生
き
る
も

の
は
い
ず
れ
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
無
常
の
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
教
訓
を
か
ね
て
こ

の
少
年
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
す
る
稚
児
の
対
応
で
す
が
、「
桜
の
散
る
の
を
ど
う
こ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。「
桜
の
散
ら
ん

は
あ
な
が
ち
に
い
か
が
せ
ん
」。
無
理
矢
理
ど
う
こ
う
し
よ
う
た
っ
て
、
ど
う
に
も
な
る
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
そ
ん
な

こ
と
は
言
っ
て
も
仕
様
が
な
い
ん
で
す
ね
、
だ
か
ら
落
花
な
ど
悲
し
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

こ
の
僧
侶
の
慰
め
は
全
く
見
当
違
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
、「
わ
が
父
の
作
り
た
る
麦
の
花
散
り
て
」。
つ
ま
り
、
こ
の
場
の
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。「
故
郷
で
、
自
分
の
父
親
が
作
っ

て
い
る
畑
の
麦
の
花
が
こ
の
風
で
散
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
年
は
麦
の
実
が
な
ら
な
い
な
ぁ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
収
穫
が
な

い
、
収
穫
が
な
け
れ
ば
当
然
、
不
作
と
い
う
こ
と
で
父
親
は
生
活
に
苦
し
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
て
、「
思
ふ
が
わ
び

し
き
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
僧
侶
の
考
え
た
風
流
と
か
無
常
と
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
無
関
係
な
、
い
わ
ば
生
活
者
の
感
覚
で
こ

の
稚
児
は
答
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
終
的
に
こ
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
や
り
と
り
に
対
し
て
語
り
手
が
「
う
た
て
し
や
な
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
ま
で
の
粗
筋
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
こ
と
は
別
に
し
て
、
従
来
の
注
釈
書
で
さ
し
て
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。
決
定
的
に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
最
後
の
「
う
た
て
し
や
な
」
で
す
。
こ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
何
に

対
し
て
「
う
た
て
し
や
な
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
。「
う
た
て
し
や
な
」
を
ど
う
訳
し
た
ら
い
い
か
。こ
れ
は
恐
ら
く
注
釈
書
に
よ
っ

て
様
々
に
意
見
が
割
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
に
こ
れ
を
「
う
た
て
し
」
の
解
釈
の
揺
れ
と
私
は
書
き
ま
し
た
が
、
様
々
な
意
見
を
大
雑
把
に
分
け
る
と
、
以
下
に
挙

げ
て
あ
る
１
、
２
、
３
の
三
通
り
ぐ
ら
い
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
文
に
「
さ
く
り
あ
げ
て
、
よ
よ
と
泣
き

け
れ
ば
、
う
た
て
し
や
な
」
と
い
う
の
で
、
稚
児
が
泣
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
う
た
て
し
」
と
評
し
て
い
る
の
だ
と
、
素
直

に
こ
の
文
章
の
流
れ
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
の
が
、
多
く
の
注
釈
だ
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
風
流
を
解
さ
な
い
稚
児
の
田
舎
者
的
な

反
応
に
対
す
る
、
語
り
手
か
ら
見
た
非
難
で
す
ね
。
不
快
感
が
こ
の
「
う
た
て
し
や
な
」
と
い
う
言
葉
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
説
が
多
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
僧
が
、
風
流
と
か
無
常
と
か
と
い
う
方
向
か
ら
こ
の
事
態
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
稚
児

は
全
く
違
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
意
識
が
完
全
に
す
れ
違
っ
て
い
る
、
ど
こ
に
も
接
点
が
な
い
の
で
す
ね
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
語
り
手
は
「
う
た
て
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
解
釈
で
す
。
意
識
の
す
れ
違
い
に
対
す
る
あ
て
こ
す
り
の
表
明

と
言
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

三
つ
目
は
、
そ
の
稚
児
が
、
真
心
か
ら
自
分
の
父
親
の
心
配
を
し
て
い
る
、
稚
児
は
稚
児
な
り
に
真
剣
な
こ
と
を
考
え
て
泣
い
て

い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
一
方
的
に
僧
侶
の
方
が
、「
桜
の
散
る
の
を
悲
し
ん
で
泣
く
の
だ
」
と
、
風
雅
な
方
向

か
ら
当
て
推
量
で
慰
め
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
僧
の
考
え
方
は
あ
る
種
の
定
型
化
し
た
考
え
方
、
パ
タ
ー
ン
化
し
た
思
考
で
す
。

そ
れ
を
語
り
手
が
茶
化
し
て
い
る
、
と
見
る
の
で
す
。
僧
侶
に
対
し
て
、
茶
化
し
た
り
か
ら
か
っ
た
り
す
る
意
識
で
、「
う
た
て
し
」
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と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
穿
っ
た
解
釈
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

さ
て
、
こ
の
三
つ
の
中
で
、
ど
れ
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
か
な
か
決
め
手
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
文
法

的
に
解
釈
し
て
、
結
論
を
出
せ
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
難
し
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
後
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、

「
一
元
的
に
解
釈
で
き
る
根
拠
」
と
い
う
の
は
、
一
体
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
れ
が
正
し
く
て
ど
れ
が
間
違
い
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
断
定
で
き
る
根
拠
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
非
常
に
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
注
釈

書
は
、
何
か
し
ら
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
曖
昧
さ
を
残
し
た
上
で
、
そ
の
注
釈
書
な
り
の
結
論
と
い
う
も
の

を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
自
信
を
持
っ
て
結
論
を
書
い
て
い
る
人
が
ど
の
く
ら
い
居
る
の
か
と
な
る
と
、
か
な
り
疑
問

な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
こ
こ
が
そ
う
い
う
分
か
り
に
く
い
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
私
は
む
し
ろ
、
作
者
、
語
り
手
は

曖
昧
な
、
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
最
初
に
表
題
に
「
戦
略
」
と
書
き
ま
し
た

が
、
つ
ま
り
、
語
り
手
の
戦
略
と
し
て
こ
う
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。

『
宇
治
拾
遺
』
の
説
話
の
中
で
、
こ
う
い
う
ど
ち
ら
と
取
っ
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
話
が

多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
く
さ
ん
例
を
挙
げ
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
事
情
で
時
間
的
な
問
題
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
だ
け

に
限
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

例
二
で
、「
不
浄
と
神
の
関
係
の
解
釈
」
と
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
冒
頭
話
、巻
頭
第
一
話
を
挙
げ
ま
し
た
。「
道
命
阿
闍
梨
、
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和
泉
式
部
の
も
と
に
お
い
て
読
経
し
、
五
条
の
道
祖
神
聴
聞
の
事
」
と
い
う
題
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。

因
み
に
、こ
の
標
題
は
後
世
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
古
い
写
本
に
標
題
は
付
い
て
お
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、

版
本
で
付
け
ら
れ
た
題
名
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
版
本
に
対
し
て
、
古
本
系
と
い
わ
れ
る
本
（
古
本
と
い
っ
て
も
そ
ん
な
に
遡
る
も

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
古
い
本
が
は
た
し
て
室
町
ま
で
上
れ
る
か
ど
う
か
、
江
戸
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
す
。

古
く
見
積
も
っ
て
も
室
町
の
末
ぐ
ら
い
と
い
う
訳
で
す
か
ら
、
版
本
と
そ
れ
程
時
代
が
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
い

わ
ゆ
る
古
本
系
と
呼
ば
れ
る
本
が
何
本
か
ご
ざ
い
ま
す
。）
そ
こ
に
は
一
切
標
題
は
付
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

で
、
こ
の
標
題
を
丹
念
に
見
て
い
く
と
分
か
る
の
で
す
が
、
内
容
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
内
容
を
誤

読
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
誤
っ
た
題
な
ん
か
も
つ
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。で
す
か
ら
、こ
れ
は
恐
ら
く
版
本
を
作
る
段
階
に
な
っ

て
新
た
に
付
さ
れ
た
題
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

話
を
本
題
に
戻
し
ま
す
。
説
話
の
内
容
は
こ
こ
で
は
こ
の
標
題
に
短
く
要
約
し
て
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
話
に
入
る
前
に
、
ま
ず
登
場
人
物
を
、
前
提
と
し
て
把
握
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
二
人
だ
け
、
道
命
阿
闍

梨
と
和
泉
式
部
と
い
う
二
人
だ
け
で
す
が
、
ご
承
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
ま
す
。

道
命
阿
闍
梨
と
言
う
人
は
、
藤
原
道
綱
と
い
う
人
の
息
子
で
す
。
藤
原
道
綱
と
言
い
ま
す
と
、
あ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
（
道

綱
の
母
）
の
子
。
母
の
名
前
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
道
綱
は
道
綱
の
母
の
子
ど
も
、
と
い
う
妙
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
。
つ
ま
り
お

父
さ
ん
は
藤
原
兼
家
と
い
う
道
長
の
父
で
す
。
い
わ
ば
あ
の
絶
対
権
力
を
握
っ
た
藤
原
氏
全
盛
期
を
作
っ
た
人
で
す
ね
。
そ
の
息
子

で
す
。
天
皇
寺
別
当
な
ど
を
歴
任
し
ま
し
て
、
最
終
的
に
は
官
職
と
し
て
は
阿
闍
梨
で
す
が
、
歴
と
し
た
お
坊
さ
ん
で
す
。
読
経
の
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名
手
と
し
て
大
変
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
最
近
、「
読
経
道
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
学
術
用
語
と
し
て
作
ら
れ
た
り
な
ん
か
し

て
い
て
、
読
経
の
流
派
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
お
経
を
節
を
付
け

て
美
し
い
声
で
読
む
と
い
う
、
読
経
の
名
手
と
し
て
、
最
初
に
名
前
が
挙
が
る
人
と
言
い
ま
す
か
、
そ
の
元
祖
の
よ
う
な
人
で
ご
ざ

い
ま
す
。

こ
の
人
の
こ
と
は
『
本
朝
法
華
験
記
』
と
い
う
書
物
に
詳
し
い
説
明
が
出
て
参
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
法
華
経
持
経
者
と
し
て
、

賛
美
の
対
象
と
し
て
登
場
し
て
参
り
ま
す
。
法
華
経
持
経
者
と
い
う
の
は
、
数
あ
る
お
経
の
中
で
も
、
特
に
『
法
華
経
』
を
最
も
優

れ
た
お
経
と
考
え
て
、専
ら
そ
の
『
法
華
経
』
を
読
誦
す
る
こ
と
を
自
分
の
修
行
に
す
る
お
坊
さ
ん
で
す
。
こ
の
『
本
朝
法
華
験
記
』

に
は
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
、
こ
ん
な
妖
し
げ
な
話
は
一
切
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
大
変
素
晴
ら
し
い
高
僧
と
し
て
説
明
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

『
今
昔
物
語
集
』
が
、
そ
の
『
本
朝
法
華
験
記
』
の
話
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
、
道
命
の
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、

そ
こ
で
は
も
う
ち
ょ
っ
と
『
法
華
験
記
』
よ
り
も
詳
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
素
晴
ら
し
い
そ
の
読
経
を
聞
く
た
め

に
、
神
々
が
聴
聞
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
お
話
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
金
峰
山
の
蔵
王
、
熊
野
権
現
、
住
吉
大
明
神
な
ど
と
い
っ

た
神
々
が
、
読
経
の
場
に
来
臨
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
神
様
が
、
道
命
の
読
経
は
大
変
素
晴
ら
し
い
と
お

墨
付
き
を
く
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
話
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
の
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
『
古
事
談
』
と
い
う
説
話
集
に
お
い
て
、
一
転
し
て
違
う
側
面
が

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
『
宇
治
拾
遺
』
説
話
の
原
拠
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
『
古
事
談
』
に
書

か
れ
て
い
る
話
と
、
こ
の
『
宇
治
拾
遺
』
の
冒
頭
の
話
は
ほ
ぼ
同
じ
話
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
。（『
宇
治
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拾
遺
物
語
』
と
い
う
の
は
、『
古
事
談
』
を
出
典
と
し
て
仰
い
で
い
る
話
を
か
な
り
沢
山
収
録
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、『
宇
治
拾

遺
』
の
作
者
が
使
っ
た
種
本
の
ひ
と
つ
が
『
古
事
談
』
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。）

そ
こ
で
、『
古
事
談
』
を
見
る
と
、「
好
色
無
双
の
人
」
と
い
う
ふ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
宇
治
拾

遺
』
に
移
さ
れ
る
形
で
、
た
だ
少
し
言
い
方
が
変
わ
っ
て
、「
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
僧
侶
と
し
て
大
変
不
名
誉
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
、
最
初
か
ら
こ
う
い
う
評
価
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
平
安
か
ら
中
世
に
時
代
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
全
く
評
価
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

他
方
、
そ
の
相
方
の
和
泉
式
部
で
す
が
、
こ
ち
ら
も
大
変
有
名
な
人
で
す
か
ら
説
明
の
必
要
は
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
父

さ
ん
は
越
前
守
大
江
雅
致
と
い
う
人
。
和
泉
式
部
自
身
の
生
没
年
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
体
二
十
歳
の
頃
に
和
泉
守
橘
道
貞
と
結

婚
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
和
泉
式
部
と
い
う
名
前
も
こ
の
へ
ん
に
由
来
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

道
貞
と
の
間
に
女
の
子
を
一
人
産
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
小
式
部
内
侍
と
後
に
言
わ
れ
る
人
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
冷
泉
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
為
尊
親
王
と
い
う
人
と
熱
烈
な
恋
に
落
ち
ま
し
て
、
道
貞
と
は
離
縁
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
離
別
さ
れ
ま
す
。
父
親
の
大
江
雅
致
も
大
変
怒
り
ま
し
て
、
娘
を
勘
当
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
為
尊
親
王
は
ま
も
な
く
死

ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
、
今
度
は
弟
の
敦
道
親
王
が
通
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
の
敦
道
親
王
の
奥
さ
ん
が
離
縁
し
ち
ゃ
う
。

フ
リ
ー
に
な
っ
た
二
人
が
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
い
う
作
品
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。（『
和
泉
式
部
日
記
』
は
果
た
し
て
本
人
が
書
い
た
も
の
か
、
後
世
の
人
が
作
っ
た
も
の
か
と
、
意
見
が
割
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

最
近
は
自
作
説
が
有
力
な
の
で
し
ょ
う
か
。）

こ
の
敦
道
親
王
も
早
く
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
和
泉
式
部
は
一
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
ち
、
寛
弘
六
年
頃
に
一
条
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天
皇
中
宮
彰
子
の
下
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
あ
の
、
一
条
天
皇
中
宮
彰
子
の
下
に
は
紫

式
部
も
仕
え
て
お
り
ま
す
し
、
大
江
家
の
一
族
と
し
て
は
、
赤
染
衛
門
と
い
う
人
も
仕
え
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
和
泉
式
部

は
そ
う
永
く
、
中
宮
彰
子
に
仕
え
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
ら
し
く
て
、
二
年
ほ
ど
後
に
藤
原
保
昌
と
い
う
人
と
再
婚
を
し
て
い
る
。

保
昌
も
ま
た
、「
大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば
」
と
い
う
百
人
一
首
の
お
話
で
お
な
じ
み
で
す
が
、
地
方
官
を
歴
任
し
て
お

り
ま
し
て
、
和
泉
式
部
も
そ
の
夫
の
保
昌
に
同
行
し
て
地
方
に
行
っ
て
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
献
記
録
上
は
五
十
歳

頃
の
記
録
が
最
後
で
、
以
後
記
録
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
出
家
し
た
の
で
は
な
い
か
と
か
、
そ
う
長

く
な
い
後
に
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
か
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

和
泉
式
部
は
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
為
尊
親
王
、
敦
道
親
王
と
の
恋
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
恋
多
き
女
と
言
わ
れ

た
り
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
、
平
安
末
か
ら
中
世
に
な
り
ま
す
と
、
大
幅
に
、
伝
承
の
中
味
が
変
わ
り
ま
す
。
遊
女

に
身
を
落
と
し
た
と
か
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
栃
尾
先
生
が
な
さ
っ
た
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
と
似
た
話
で
す
け
れ
ど
も
、
玉
造
小

町
と
か
、
小
野
小
町
が
晩
年
零
落
し
た
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
和
泉
式
部
は
晩
年
零
落
し
て
遊
女
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
零
落

説
話
み
た
い
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

道
命
も
和
泉
式
部
も
、当
人
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
、勿
論
そ
う
い
う
評
価
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。『
宇

治
拾
遺
』
の
説
話
は
全
く
架
空
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
人
の
関
係
を
直
接
語
る
説
話
と
い
う
の
は
、
中
世
に
下
っ
て
く
る
ま

で
な
い
の
で
す
。
平
安
末
か
ら
鎌
倉
の
始
め
頃
に
な
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
話
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
説
話
が
ど
う
し
て
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
、
色
々
面
白
い
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
ま
た
研
究
の
対
象
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の
点
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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も
う
ひ
と
つ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
標
題
に
出
て
く
る
道
祖
神
で
す
。
道
祖
神
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
一
応
前
提

と
し
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

普
通
道
祖
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
陰
陽
石
、
男
女
結
合
像
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
曇
野
と

か
行
き
ま
す
と
、
道
祖
神
が
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
こ
ん
な
エ
ッ
チ
な
像
は
無
い
ん
で
す
が
、

実
際
に
は
こ
う
い
う
の
が
大
変
多
い
の
で
す
。
こ
の
近
所
に
も
あ
り
ま
し
て
、
上
野
の
不
忍
池
の
中
に
弁
天
様
の
神
社
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
の
裏
手
に
行
く
と
、
池
の
ほ
と
り
に
道
祖
神
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
誠
に
見
事
な
陽
石
な
ん
で
す
ね
。

私
が
昔
、
学
生
時
代
に
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
予
備
校
で
一
夏
、
野
辺
山
温
泉
と
い
う
と
こ
ろ
で
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、

そ
の
温
泉
の
守
り
神
み
た
い
な
神
社
が
山
の
中
腹
に
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
参
道
の
門
の
と
こ
ろ
に
、
陰
陽
石
が
祀
ら
れ
て

い
る
。
村
の
お
祭
り
に
は
そ
の
神
様
が
登
場
す
る
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
祭
り
の
方
は
残
念
な
が
ら
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。

道
祖
神
の
多
く
は
石
神
、
石
像
神
で
す
。
石
神
っ
て
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
せ
き
じ
ん
」
と
読
み
、
こ
れ
は
「
し
ゃ
く
じ
ん
」
で
あ

る
と
か
言
わ
れ
ま
す
、
こ
の
へ
ん
は
柳
田
国
男
が
、『
石
神
問
答
』
で
先
鞭
を
付
け
ま
し
た
ね
。
最
近
だ
と
中
沢
新
一
さ
ん
が
『
精

霊
の
王
』
と
い
う
な
か
な
か
面
白
い
本
を
書
い
て
お
り
ま
す
。

一
方
で
、
こ
の
道
祖
神
と
い
う
の
は
「
塞
の
神
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
何
話
か
道
祖
神
が
出

て
参
り
ま
す
が
、
そ
れ
見
ま
す
と
、
病
厄
神
─
つ
ま
り
疫
病
神
─
な
ど
に
使
役
さ
れ
る
下
級
の
神
様
で
あ
る
、
一
番
下
っ
端
の
神
様

と
し
て
登
場
し
て
き
ま
す
。
現
実
に
道
祖
神
と
い
う
の
は
、
村
里
の
境
で
厄
払
い
に
当
た
る
。
共
同
体
の
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
峠
に
置
か
れ
る
、
あ
る
い
は
川
岸
に
置
か
れ
る
等
々
、
い
わ
ば
共
同
体
の
境
界
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
か
ら
、
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行
路
を
守
る
、
行
路
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
旅
の
安
全
を
守
る
と
い
う
神
で
す
。

一
方
で
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
陰
陽
石
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
遊
女
が
祀
る
性
神
と
し
て
の
性
格
も
ご
ざ
い
ま
す
。
非
常

に
民
間
信
仰
と
密
接
に
関
わ
る
神
様
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
文
化
に
と
っ
て
道
祖
神
と
は
何
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
厄
介
な
問

題
で
、
大
変
深
い
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
今
踏
み
込
む
の
は
や
め
て
、
こ
こ
で
取
り
敢
え
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
の

は
、
神
様
の
階
級
と
し
て
は
一
番
下
級
の
神
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
一
番
下
っ
端
の
神
様
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が

こ
の
話
で
は
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
本
文
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、「
今
は
む
か
し
、
道
命
阿
闍
梨
と
て
、
傅ふ

殿ど
の

の
子
に
、
色
に
ふ
け
り

た
る
僧
あ
り
け
り
」。「
傅
殿
」
っ
て
い
う
の
は
、
お
父
さ
ん
の
道
綱
の
こ
と
で
、
傅
の
大
納
言
と
い
わ
れ
ま
し
た
の
で
、「
傅
殿
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

「
和
泉
式
部
に
通
ひ
け
り
」
と
、
も
う
い
き
な
り
道
命
と
和
泉
式
部
が
男
女
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
、

み
ん
な
知
っ
て
る
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
で
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
経
を
め
で
た
く
読
み
け
り
」。読
経
の
名
手
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
当
然
で
す
ね
。

そ
れ
が
、「
和
泉
式
部
が
り
行
き
て
臥
し
た
り
け
る
に
、
目
ざ
め
て
、
経
を
心
を
す
ま
し
て
読
み
け
る
程
に
、
八
巻
読
み
は
て
て
、

暁
に
ま
ど
ろ
ま
ん
と
す
る
程
に
」
と
い
う
の
で
、
夜
中
に
起
き
上
が
っ
て
、
や
お
ら
お
経
を
読
ん
だ
。
心
を
澄
ま
し
て
読
ん
だ
。『
法

華
経
』
八
巻
、
全
巻
読
み
終
わ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
暁
に
う
と
う
と
と
し
て
お
り
ま
す
と
、「
人
の
気
配
の
し
け
れ
ば
」、
何

か
人
が
い
る
よ
う
な
気
配
が
す
る
。
そ
こ
で
目
が
覚
め
る
わ
け
で
す
。
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「
あ
れ
は
誰
れ
ぞ
」。
お
前
は
誰
だ
、と
聞
く
わ
け
で
す
が
、「
お
の
れ
は
五
条
西
の
洞
院
の
ほ
と
り
に
候
ふ
翁
に
候
ふ
」
と
答
え
た
。

「
私
は
五
条
の
西
の
洞
院
の
辺
り
に
住
ん
で
お
り
ま
す
爺
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
名
乗
っ
た
ん
で
す
ね
。
西
の
洞
院
の
辺

り
に
い
る
爺
さ
ん
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
勘
の
良
い
人

は
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
普
通
は
分
か
ら
な
い
は
ず
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
五
条
の
西
の
洞
院
に
は
、
五
条
天
神
と
そ
れ
か
ら
五
条
の
道
祖
神
と
い
う
も
の
が
、
筋
向
か

い
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
翁
に
候
ふ
」
と
あ
る
。「
翁
」
つ
ま
り
老
人
で
す
ね
。
説
話
の
み
な
ら

ず
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
、
神
様
が
具
体
的
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
と
き
に
は
、
基
本
的
に
老
人
と
し
て
出
現
し
て
参
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
こ
こ
は
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
も
う
こ
れ
で
、
五
条
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
だ
っ
て
い
う
こ
と
が
、
勘
の
良
い
人
に
は
分

か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
具
体
的
に
は
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
。

「
こ
は
な
に
事
ぞ
」
と
、「
一
体
な
ん
で
あ
ん
た
が
こ
こ
へ
来
る
ん
だ
」
と
聞
く
わ
け
で
す
が
、「
こ
の
御
経
を
こ
よ
ひ
承
り
ぬ
る

事
の
、
世
々
生
々
忘
れ
が
た
く
候
ふ
」。「
こ
の
お
経
を
、
今
晩
あ
な
た
が
お
読
み
に
な
る
の
を
、
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、

生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」、
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
わ
け
で
す
。「
と
言
い
け
れ
ば
、
道
命
、『
法
華
経
を
読
み
奉

る
こ
と
は
常
の
事
な
り
」、「
法
華
経
を
読
誦
す
る
な
ん
て
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
日
常
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
毎
日
や
っ
て
い
る
こ
と

で
す
」
と
、
何
で
今
日
に
限
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
、
と
い
う
ふ
う
に
質
問
す
る
わ
け
で
す
が
、
す
る
と
、
こ
こ
で
、「
五

条
の
斎
曰
く
」
と
、
も
う
こ
こ
で
は
「
五
条
の
斎
」
と
正
体
を
明
か
し
て
い
ま
す
。
先
程
の
五
条
西
の
洞
院
の
辺
り
に
い
る
老
人
と

い
う
の
は
、
五
条
に
祀
ら
れ
て
い
る
道
祖
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
ら
名
乗
っ
て
い
ま
す
。

清
く
て
読
み
参
ら
せ
給
ふ
時
は
、
梵
天
・
帝
釈
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
聴
聞
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
翁
な
ど
は
近
づ
き
参
り
て
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承
は
る
に
及
び
候
は
ず

貴
方
が
身
を
清
め
ら
れ
て
読
誦
を
な
さ
る
時
は
、梵
天
・
帝
釈
を
は
じ
め
と
す
る
偉
い
神
様
た
ち
が
聴
聞
に
お
い
で
に
な
る
の
で
、

私
の
よ
う
な
下
っ
端
は
と
て
も
と
て
も
近
く
で
お
聞
き
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
今
宵
は
御
行
水
も
候
は
で
、
読
み
た

て
ま
つ
ら
せ
給
へ
ば
」。
今
日
は
行
水
も
な
さ
ら
ず
、
身
を
清
め
る
こ
と
を
し
な
い
で
お
読
み
に
な
っ
た
の
で
、「
梵
天
・
帝
釈
の
御

聴
聞
候
は
ぬ
ひ
ま
に
て
」、
梵
天
・
帝
釈
と
い
う
よ
う
な
偉
い
神
様
は
、
そ
ん
な
不
浄
な
聴
聞
は
聞
く
わ
け
に
は
い
か
ん
と
言
っ
て
、

来
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
ち
ょ
う
ど
、
人
が
少
な
く
て
私
は
側
に
来
ら
れ
た
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
翁
参

り
寄
り
て
承
は
り
候
ふ
こ
と
の
、
忘
れ
が
た
く
候
ふ
な
り
」、
お
近
く
で
う
か
が
え
て
、
こ
ん
な
有
り
難
い
チ
ャ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
と
い
う
ふ
う
に
、
感
謝
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
こ
の
話
も
面
白
い
の
で
す
が
。「
さ
れ
ば
、
は
か

な
く
、
さ
い
読
み
奉
る
と
も
」。
実
は
こ
の
「
さ
い
」
が
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
今
ま
で
誰
も
こ
れ
を
解
釈
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

な
に
か
の
間
違
い
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
が
。
こ
の
「
さ
い
」
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
飛
ば
し
て

読
み
ま
す
。

「
さ
れ
ば
、
は
か
な
く
」、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
読
み
奉
る
と
し
て
も
、「
清
く
て
読
み
奉
る
べ
き
事
な
り
」。
身
体
を
清
め
て
、

お
読
み
す
る
べ
き
で
あ
る
。

念
仏
、
読
経
、
四
威
儀
を
破
る
事
な
か
れ
と
、
恵
心
の
御
房
も
戒
め
給
ふ
に
こ
そ

「
念
仏
読
経
四
威
儀
」
と
は
、
立
ち
居
に
つ
け
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
常
様
々
な
行
為
に
つ
け
て
、
威
儀
を
破
る
こ
と
な
か
れ
、

と
。
定
め
ら
れ
た
戒
を
破
っ
て
は
い
け
な
い
と
、「
恵
心
の
御
房
」
で
す
か
ら
、源
信
で
す
ね
、源
信
も
、そ
の
よ
う
に
戒
め
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
ぞ
と
い
う
お
話
で
す
。
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さ
て
、
こ
の
話
の
構
成
を
も
う
一
回
な
ぞ
っ
て
み
ま
す
と
、
道
命
の
場
合
、「
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
」
と
い
う
ふ
う
に
ま
ず
紹
介

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
高
僧
で
あ
り
、
か
つ
好
色
の
僧
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
和
泉
式
部
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単

に
い
え
ば
、
破
戒
僧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
破
戒
に
は
実
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
一
つ
目
は
、
ま
ず
女
色
、
女
犯
と
い
う
破
戒
が
あ
る
。
二
つ
目
に
は
、
不

浄
の
読
経
と
い
う
、
身
を
清
め
な
い
で
読
経
を
し
た
と
い
う
破
戒
。
い
わ
ば
二
重
に
破
戒
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

そ
こ
に
相
方
と
し
て
五
条
の
斎
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
は
塞
の
神
。
先
程
申
し
ま
し
た
道
祖
神
で
す
。
読
経
聴
聞
の
礼
を
述
べ

る
と
い
う
こ
と
で
、
読
経
の
功
徳
が
一
応
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
道
命
は
、「
読
経
は
常
の
こ
と
だ
」、
と

言
う
ん
で
す
が
、
五
条
の
斎
は
云
々
と
い
う
こ
と
で
、
後
は
先
程
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
説
話
の
意
義
付
け
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

女
色
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
特
に
非
難
す
る
よ
う
に
は
見
え

な
い
。
で
も
、
決
し
て
褒
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。
な
か
な
か
こ
の
女
色
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス

な
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
方
の
読
経
の
功
徳
、こ
れ
は
明
ら
か
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
清
く
て
読
経
す
れ
ば
梵
天
・

帝
釈
と
い
っ
た
偉
い
神
々
が
来
ま
す
し
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
不
浄
で
読
経
す
れ
ば
、
塞
の
神
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

功
徳
が
あ
る
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
最
後
に
そ
の
四
威
儀
を
破
る
な
と
い
う
こ
の
恵
心
僧
都
の
言
葉
と
い
う
の
を
引
っ
張
り
出
し
て
き
た
時
に
、
こ
れ
は
一
体
、

こ
の
四
威
儀
を
破
る
と
い
う
行
為
は
こ
こ
で
は
な
に
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
そ
の
女
犯
と
い
う
行
為
を
指
し
て
い
る
の
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七

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
不
浄
の
読
経
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
批
判
し
て
い
る
の
か
、
擁
護
し
て
い
る
の
か
、
な
か
な
か
分
か

り
に
く
い
で
す
ね
。

一
方
に
断
定
し
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
語
り
手
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
定
の
価
値
観
で
切
り
取
ら
ず
に
、
わ
ざ
と
読
者
を
は
ぐ
ら
か
し
て
、
そ
の
こ
と
で
笑
い
を
生
み
出

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
、
例
と
し
て
二
話
し
か
挙
げ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
説
話
の
連
鎖
性
と
い
う
こ
と
で
、
従
来
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、

ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
の
連
鎖
の
意
義
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
述
べ
た
の
が
益
田

勝
実
氏
の
「
中
世
的
風
刺
家
の
お
も
か
げ
」
と
い
う
論
文
（
１
）で
す
。

こ
の
論
文
は
、従
来
あ
る
程
度
は
気
付
か
れ
て
い
た
『
宇
治
拾
遺
』
各
説
話
間
の
連
想
性
を
指
摘
し
て
、説
話
を
繋
ぐ
も
の
を
「
連

想
の
糸
」
と
呼
び
、
そ
の
結
び
方
に
現
れ
る
作
者
の
価
値
観
に
つ
い
て
、「
権
威
を
知
ら
ぬ
男
」、「
ヒ
ュ
ー
メ
ン
な
側
面
」、「
流
動

す
る
精
神
」
な
ど
と
い
う
評
価
を
取
り
出
し
た
の
で
す
。

益
田
さ
ん
が
直
接
検
証
し
た
の
は
、
冒
頭
の
八
話
ま
で
で
す
が
、
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
よ
う
に
三
木
紀
人
氏
の
「
背
後
の
貴
種
た
ち

─
宇
治
拾
遺
物
語
第
十
話
と
そ
の
前
後
─
（
２
）」
と
い
う
論
文
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

益
田
さ
ん
が
取
り
上
げ
た
の
は
巻
頭
第
一
話
か
ら
第
八
話
ま
で
な
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
益
田
さ
ん
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
と
、
第
一
話
は
、
益
田
さ
ん
は
こ
れ
を
プ
ラ
ス
の
価
値
観
と
い
う
ふ
う
に
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
坊
さ
ん
の
読
経
に
は
大
変

功
徳
が
あ
る
と
い
う
の
が
第
一
話
の
趣
旨
で
あ
る
と
読
み
取
っ
て
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る
話
だ
と
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
第
二
話
は
、
不
浄
説
法
す
る
坊
さ
ん
が
キ
ノ
コ
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
話
で
、
隣
り
合
う
話
同
士
で
語
り
手
の
価

値
観
が
逆
転
し
て
い
く
。
右
だ
と
思
っ
た
ら
次
の
話
で
は
左
。
左
だ
と
思
っ
た
ら
そ
の
次
の
話
で
ま
た
は
右
と
い
う
ふ
う
に
、
価
値

観
が
全
く
正
反
対
な
方
向
に
交
互
に
振
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
作
者
と
い
う
の
は
、
価
値
観
を
一
元
的
に
結
論

づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
そ
の
点
を
、
む
し
ろ
自
由
な
精
神
と
か
、
複
眼
的
な
批
評
精
神
と
し
て
評
価
し
て
い
こ
う
と

い
う
の
が
益
田
さ
ん
の
論
文
の
狙
い
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
そ
の
語
り
手
の
批
評
精
神
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
益
田
さ
ん
が
持
っ
て
い
た
視
点
が
、
そ

の
後
を
追
う
論
文
か
ら
は
消
え
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
「
連
想
の
糸
」
と
い
う
方
に
み
ん
な
注
目
し
ち
ゃ
う
わ

け
な
の
で
、
こ
の
話
と
こ
の
話
は
ど
う
い
う
連
想
で
繋
が
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
そ
ち
ら
の
探
求
に
み
ん
な
行
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け

で
す
。

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
三
木
さ
ん
の
論
文
だ
と
思
う
の
で
す
。
三
木
さ
ん
の
論
文
も
な
か
な
か
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
論
文

な
ん
で
す
が
、「
背
後
の
貴
種
た
ち
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
作
品
を
普
通
に
読
ん
で
も
そ
の
連
想
関
係
が
わ
か

ら
な
い
第
九
話
以
降
の
数
話
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
た
ち
が
実
際
に
ど
う
い
う
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
、
ど
う
い
う

立
場
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
立
場
か
ら
行
動
を
取
っ
た
人
物
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
、
実
は
そ
の
時
代
の
人
々
な
ら

ば
分
か
る
、
事
件
の
背
後
関
係
を
見
て
み
る
と
、
実
は
こ
れ
ら
の
説
話
も
連
想
的
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
見
何
の
関

係
も
な
い
話
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
分
か
る
人
に
は
分
か
る
形
で
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示

し
た
論
文
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
繋
が
っ
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
形
な
の
で
、
益
田
さ
ん
が
語
り
手
、
作
者

の
価
値
観
と
い
う
よ
う
に
触
れ
た
と
こ
ろ
は
完
全
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
で
、そ
の
後
の
小
出
素
子
氏
の
論
文
「『
宇
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一
九

治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
─
全
巻
に
わ
た
る
連
関
表
示
の
試
み
─
（
３
）」
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
れ
な
の
で
す
。
全
話
で
す

ね
。
第
八
話
ま
で
を
益
田
さ
ん
が
や
っ
た
の
で
、
三
木
さ
ん
は
そ
の
次
の
第
九
話
か
ら
後
ろ
の
数
話
を
取
り
挙
げ
た
。
そ
れ
で
、
小

出
さ
ん
は
全
話
を
繋
ぐ
わ
け
で
す
。
こ
れ
と
こ
れ
は
こ
う
い
う
関
係
が
あ
る
、
こ
れ
と
こ
れ
は
こ
う
い
う
連
想
で
繋
が
っ
て
い
る
と

い
う
ふ
う
に
百
九
十
七
話
の
全
て
に
渡
っ
て
、
連
想
関
係
と
い
う
の
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
連
関
表
な
ん
て
い
う
の
を
拵
え
て
い

る
の
で
す
。
な
か
な
か
面
白
い
。
確
か
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
連
想
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
や
こ
こ
は
こ
う
い
う
連
想
な
ん
だ
ろ
う
と
か
で
す
ね
、
そ
の
連
想
の
中
身
を
少
し
読
み
替

え
て
い
く
よ
う
な
、
そ
う
い
う
論
文
は
こ
の
後
も
続
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
、
あ
る
程
度
み
ん
な
繋
が
っ
て
る
ん
だ
っ
て
こ

と
が
分
か
っ
た
ら
そ
れ
で
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
な
の
で
す
。『
宇
治
拾
遺
』
の
構
成
を
考
え
る
研
究
と
い
う
の
は
、そ
こ
で
ス
ト
ッ

プ
し
て
し
ま
っ
た
。

私
は
そ
れ
が
非
常
に
残
念
な
ん
で
す
ね
。
益
田
さ
ん
が
提
起
し
た
、
中
世
的
風
刺
家
と
い
っ
た
語
り
手
の
物
の
見
方
、
思
想
、
そ

れ
が
作
品
構
成
の
中
に
ど
う
表
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
捉
え
て
み
た
い
。
あ
る
い
は
、
捉
え
な
き
ゃ
面
白
く
な
い
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。

で
、
先
程
申
し
上
げ
た
、
益
田
さ
ん
が
こ
こ
を
具
体
的
に
ど
う
指
摘
し
て
い
る
か
と
い
う
の
を
、
や
や
抽
象
的
に
ま
と
め
た
文
章

を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
た
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
書
か
れ
て
き
て
い
る
話
を
、（
こ
れ
は
つ
ま
り
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
、
書
承
さ
れ
て
い
る
っ
て
い
う
意
味
だ
と
考
え
て
い
た
だ
い

て
結
構
だ
と
思
い
ま
す
が
─
小
島
注
）、
興
味
を
感
じ
て
物
語
っ
て
お
き
な
が
ら
、
語
り
終
わ
る
と
、
そ
れ
と
全
く
反
対
の
価
値
基



二
〇

準
で
支
え
ら
れ
て
き
た
逆
の
志
向
性
を
持
つ
話
を
ぶ
っ
つ
け
て
い
く
。
彼
は
説
話
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
が
そ
れ
ぞ
れ
に
擁
護
し
て
き

た
、
伝
統
的
価
値
を
認
め
な
い
ら
し
い
。」
つ
ま
り
、
伝
統
的
に
あ
る
話
に
付
け
ら
れ
て
い
た
意
義
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
話
な
ん
だ
っ

て
い
う
読
み
を
認
め
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
不
浄
に
も
関
わ
ら
ず
尊
い
、（
こ
れ
が
今
の
第
一
話
の
益
田
さ
ん
の
ま
と
め
で
す
ね
。
こ
の
道
命
の
話
は
、
不
浄
に
も
関
わ
ら
ず

尊
い
）
と
い
う
話
と
、（
二
つ
目
の
話
）
不
浄
破
戒
は
必
ず
報
い
を
受
け
る
、（
こ
れ
は
あ
の
、
キ
ノ
コ
に
生
ま
れ
変
わ
っ
ち
ゃ
う
と

い
う
話
で
す
ね
）
と
い
う
話
を
つ
な
い
で
い
る
。」

「〈
説
話
文
学
に
お
け
る
中
世
〉
の
到
来
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
状
況
に
抵
抗
し
た
り
、
ひ
と
つ
の
き
ま
り
き
っ
た
対
象
に
諷
刺
の
矢

を
向
け
て
い
く
の
で
は
な
く
な
っ
た
点
か
ら
も
、
感
じ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
り
の
人
間
が
相
手
ど
る
悪

し
き
権
威
の
壁
は
複
数
化
し
た
。
主
体
の
批
評
の
目
も
複
眼
化
し
、
よ
り
自
由
な
も
の
に
成
長
し
て
い
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

「
自
由
な
も
の
に
成
長
し
て
い
っ
た
」
っ
て
い
う
辺
り
に
益
田
さ
ん
の
時
代
性
と
い
う
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
も
と
も
と
、
マ
ル

キ
ス
ト
で
あ
っ
た
益
田
さ
ん
の
面
影
が
何
と
な
く
こ
こ
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
今
こ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
は
思
い
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
た
だ
こ
の
視
点
は
、
私
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
方
向
で
や
る
人
が
、
あ
ま
り
い
な
い
中
で
、
最
近
、
若
い
人
で
ち
ょ
っ
と
そ
う
い
っ
た
方
向
に
合
う
よ
う
な
形
で
、『
宇

治
拾
遺
』
を
論
じ
て
い
る
人
が
い
る
の
で
、
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
野
本
東
生
と
い
う
人
が
、「
宇
治
拾
遺
物
語
第
九
九
話
「
大

膳
大
夫
以
長
前
駆
之
問
事
」
考
（
４
）」
と
い
う
論
文
を
、
発
表
し
て
お
り
ま
す
。

今
の
問
題
に
や
や
合
致
す
る
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
ま
す
と
、「
よ
く
似
た
型
を
持
ち
な
が
ら
、（
中
略
）
同
じ
評
語
を
持
た
せ
、
同
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二
一

じ
型
を
供
す
る
も
の
で
も
、
そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
る
差
異
に
『
宇
治
拾
遺
』
は
自
覚
的
で
あ
る
。」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
隣
り
合
う
話
、
野
本
氏
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
瘤
取
り
爺
さ
ん
の
話
と
舌
切
り
雀
の
話
が
二
つ
並

ん
で
い
る
所
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
評
語
が
あ
る
と
か
、
型
的
に
い
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
は
、

か
な
り
違
う
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
、
そ
の
ま
と
め
と
し
て
こ
の
よ
う
な
文
章
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、

『
宇
治
拾
遺
』
は
そ
れ
を
自
覚
的
に
や
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
い
は
別
の
箇
所
で
、
野
本
さ
ん
は
「
類
似
の
型
並
び
に
冒
頭
文
の
一
致
や
末
文
の
一
致
が
、
類
似
の
読
解
を
結
ば
せ
る
わ
け

で
は
な
い
。」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
冒
頭
の
文
が
同
じ
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
結
び
の
文
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
解
釈
を

す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
そ
れ
は
安
定
的
な
型
通
り
の
読
解
を
拒
む
『
宇
治
拾
遺
』
の
姿
勢
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。」と
い
う
よ
う
に
彼
は
述
べ
て
お
り
ま
す
。「
類
似
の
型
か
ら
類
似
の
主
題
を
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
へ
の
い
ざ
な
い
と
破
綻
、

そ
れ
は
連
続
・
連
鎖
・
連
想
と
い
う
読
解
方
法
と
裏
返
し
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

ず
っ
と
続
い
て
き
た
そ
の
連
想
・
連
鎖
と
い
う
考
え
方
が
、
よ
う
や
く
こ
こ
で
、
そ
う
で
な
い
読
み
方
を
す
べ
き
だ
っ
て
い
う
意

見
が
出
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
す
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
う
の
は
、
一
見
、
脈
絡
の
な
い
話
が
雑
多
に
並
ん
で
い
る
。
あ
れ
を
、
雑
纂
と
い
う
言
い
方
が
か
つ
て

あ
り
ま
し
た
が
、
西
尾
光
一
さ
ん
と
い
う
人
が
、
い
や
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
れ
は
連
纂
と
い
う
べ
き
だ
と
、
一
応
連
続
す
る
意
味

が
あ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
５
）。

そ
の
連
続
性
と
か
、
一
見
雑
多
に
見
え
る
も
の
が
実
は
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
み
ん
な
ど
う

も
注
力
し
て
き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
連
続
性
が
証
明
で
き
れ
ば
そ
れ
で
い
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
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に
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
一
体
何
を
思
っ
て
、
作
者
は
そ
う
い
う
連
続
し
た
話
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
そ
っ
ち
の
方
を
考
え
な
く
ち
ゃ
面
白
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

『
宇
治
拾
遺
』
と
非
常
に
近
い
の
が
『
古
事
談
』
な
ん
で
す
。『
宇
治
拾
遺
』
は
『
古
事
談
』
を
種
本
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
随
分
た

く
さ
ん
『
古
事
談
』
か
ら
話
を
取
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

『
古
事
談
』
と
い
う
作
品
自
体
が
『
宇
治
拾
遺
』
と
非
常
に
良
く
似
た
傾
向
を
持
っ
て
い
る
作
品
な
の
で
す
。私
は
そ
の
こ
と
を
「
王

権
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
─
『
古
事
談
』
第
六
亭
宅
篇
試
論
（
６
）」
と
い
う
論
文
で
、
平
成
六
年
に
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、『
古
事
談
』
と
い

う
の
は
全
部
で
第
六
巻
ま
で
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
が
亭
宅
篇
と
い
う
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
亭

宅
篇
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
繋
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
た

も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
王
権
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
私
の
読
み
だ
っ
た
わ
け
な
の
で
、
い
わ
ば
そ
の
繋
が
り
の
背

後
に
、
語
り
手
の
王
権
に
対
す
る
考
え
方
と
い
う
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
論
文
で
す
。

あ
る
い
は
、
平
成
十
八
年
『
説
話
の
界
域
』
と
い
う
、
こ
れ
は
若
い
人
た
ち
の
論
文
を
集
め
た
本
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
第
一

部
に
総
論
と
い
う
形
で
、
説
話
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
私
が
書
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
も
ち
ょ
っ
と
こ
れ
と
関
連
す

る
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
（
７
）。

そ
の
後
、「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
─
「
笑
い
」
の
語
り
方
（
８
）」
と
い
う
論
文
を
小
林
保
治
先
生
監
修
の
『
中
世
文
学
の
回
廊
』
と
い
う

本
に
載
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
注
文
が
あ
っ
て
、
一
般
読
者
に
取
っ
つ
き
や
す
い
よ
う
な
話
を
書
い
て
く
れ
と
か
、
難
し
い
論
文
風

な
も
の
は
書
か
な
い
で
く
れ
と
い
う
ふ
う
な
注
文
が
あ
っ
た
の
で
、
私
は
落
語
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
笑
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い
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
そ
の
論
文
で
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
か
な
り
意
図
的
に
、
作
者
が
戦
略
的
に
笑
い
と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
結
果
的
に
笑
い
が
生
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
作
者
は
い
か
に
笑
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
周
到
に
考
え
て
説
話
を

組
み
立
て
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
っ
て
書
い
た
の
で
す
。
今
回
の
話
も
そ
の
一
連
の
話
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。要

す
る
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
う
作
品
の
背
後
に
あ
る
中
世
的
な
精
神
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
は
た

し
て
こ
れ
を
中
世
的
と
、益
田
さ
ん
の
よ
う
に
一
気
に
、そ
こ
ま
で
言
っ
ち
ゃ
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
っ
て
い
う
点
で
私
は
ち
ょ
っ

と
躊
躇
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
、
何
か
そ
の
背
後
に
あ
る
、
時
代
的
な
精
神
な
り
何
な
り
を
、
も
う
少
し
丁
寧
に
読
み
取
っ

て
み
た
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

時
間
が
来
た
よ
う
で
す
の
で
、
今
日
の
私
の
話
は
こ
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注（
１
）	　

益
田
勝
実
「
中
世
的
諷
刺
家
の
お
も
か
げ
─
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
─
」（『
文
学
』
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
。『
益
田
勝
実
の

仕
事
１
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
再
録
）

（
２
）	　

三
木
紀
人
「
背
後
の
貴
種
た
ち
─
宇
治
拾
遺
物
語
第
一
〇
話
と
そ
の
前
後
─
」（『
成
蹊
国
文
』
七
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
）



二
四

（
３
）	　

小
出
素
子
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
─
全
巻
に
わ
た
る
連
関
表
示
の
試
み
─
」（『
平
安
文
学
研
究
』
六
十
七
、

昭
和
五
十
七
年
六
月
）

（
４
）	　

野
本
東
生
「
宇
治
拾
遺
物
語
第
九
九
話
「
大
膳
大
夫
以
長
前
駆
之
間
事
」
考
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
第
４
号
、
平
成
二
十
一

年
三
月
）

（
５
）	　

西
尾
光
一
「
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
連
纂
の
文
学
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
三
十
一
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
）

（
６
）	　

拙
稿
「
王
権
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
─
『
古
事
談
』
第
六
亭
宅
篇
試
論
─
」（
久
保
田
淳
編
『
論
集
中
世
の
文
学
散
文
篇
』
所
収
、明
治
書
院
、

平
成
六
年
七
月
）

（
７
）	　

拙
稿
「
総
論
」（
小
島
孝
之
編
『
説
話
の
界
域
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
平
成
十
八
年
七
月
）

（
８
）	　

拙
稿
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
─
「
笑
い
」
の
語
り
方
」（
小
林
保
治
監
修
『
中
世
文
学
の
廻
廊
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
一
年

三
月
）

（
付
記
）二
〇
一
三
年
十
月
十
二
日
の
成
城
国
文
学
会
に
お
い
て
同
題
で
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
若
干
の
加
筆
、削
除
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。


