
日
本
人
は
幸
福
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
文
献
検
証
に
よ
っ
て
あ
 
 

き
ら
か
に
し
う
る
範
囲
で
可
能
な
か
ぎ
り
原
初
に
ま
で
遡
及
し
、
そ
れ
を
 
 

問
う
の
が
小
塙
の
課
題
で
あ
る
。
課
題
を
担
う
う
え
で
重
要
な
の
は
、
幸
 
 

福
と
い
う
現
代
語
に
相
当
す
る
古
語
サ
キ
ハ
ヒ
、
サ
チ
等
の
意
味
内
容
を
 
 

語
源
的
に
追
究
す
る
こ
と
が
「
物
語
」
 
の
仮
構
以
上
の
意
味
を
も
ち
え
な
 
 

い
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
サ
キ
ハ
ヒ
の
サ
キ
が
「
咲
く
」
 
 

「
盛
り
」
等
と
同
源
で
あ
り
、
サ
チ
が
霊
力
の
徴
表
で
あ
る
と
い
っ
た
語
 
 

源
解
釈
は
、
た
と
え
そ
れ
が
民
俗
学
の
成
果
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
場
 
 

合
に
も
、
文
献
的
検
証
可
能
性
の
枠
を
超
え
た
仮
想
領
域
に
定
立
さ
れ
る
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
そ
う
し
た
超
文
献
的
語
 
 

源
解
釈
に
有
意
味
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
咲
く
」
「
盛
り
」
等
の
語
の
指
 
 

示
内
容
の
抽
象
性
や
、
あ
る
い
は
、
古
代
的
に
仮
想
さ
れ
る
霊
性
が
含
意
 
 

す
る
非
特
定
性
は
、
史
的
黎
明
を
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
何
が
幸
福
で
 
 

あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
具
体
的
な
解
答
を
も
ら
す
こ
と
を
不
可
能
に
し
 
 

て
し
ま
う
。
 
 

田
本
人
の
幸
福
観
 
 

－
 
そ
の
原
型
 
 

古
事
記
の
ウ
ミ
サ
チ
・
ヤ
マ
サ
チ
説
話
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
 
 

サ
チ
と
は
漁
猟
に
お
け
る
獲
物
も
し
く
は
掩
物
を
得
る
手
段
と
し
て
の
道
 
 

具
を
指
す
。
後
に
幸
福
を
指
示
す
る
語
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
こ
の
語
の
、
こ
う
し
た
原
初
的
使
用
法
は
、
日
本
史
の
始
原
に
お
い
て
、
 
 

幸
福
と
は
多
数
の
獲
物
が
取
れ
て
生
酒
が
潤
う
状
態
を
意
味
し
て
い
た
こ
 
 

と
を
暗
示
し
て
い
る
。
サ
キ
ハ
ヒ
も
ま
た
、
同
様
の
物
質
的
繁
栄
を
、
す
 
 

な
わ
ち
、
資
力
．
れ
る
実
生
活
上
の
繁
栄
が
持
続
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
 
 

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
物
質
的
な
豊
か
さ
こ
そ
が
率
福
で
あ
る
と
 
 

い
う
発
想
は
、
人
間
の
人
間
性
を
顧
慮
す
る
か
ぎ
り
普
遍
性
を
も
た
な
い
。
 
 

た
し
か
に
、
生
命
を
維
持
す
る
う
え
で
の
最
低
限
の
物
質
的
保
障
が
欠
落
 
 

し
た
状
態
で
、
精
神
の
位
相
に
幸
福
を
定
位
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
机
 
 

上
の
空
論
の
城
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
下
部
構
造
の
充
足
が
上
部
構
造
に
 
 

有
意
味
性
を
与
え
る
と
い
う
態
様
が
、
人
間
の
社
会
生
活
を
そ
の
根
底
か
 
 

ら
貫
い
て
い
る
事
実
を
何
び
と
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
日
々
の
糧
が
保
障
さ
れ
、
肉
体
的
に
生
き
る
こ
と
に
不
足
を
 
 

生
じ
な
い
と
い
う
状
態
が
推
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
の
幸
福
 
 

が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
思
考
の
短
絡
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

伊
 
藤
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物
質
的
な
豊
か
さ
が
あ
る
程
度
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
る
状
態
の
う
え
に
、
 
 

如
上
的
に
添
付
さ
れ
る
精
神
的
な
何
か
。
そ
れ
を
幸
福
の
因
と
す
る
考
え
 
 

方
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
顆
の
精
神
史
の
根
底
に
通
底
し
て
い
る
。
 
 

幸
福
論
と
は
、
本
来
、
そ
の
「
何
か
」
の
正
体
を
問
う
こ
と
を
本
義
と
す
 
 

る
も
の
で
、
そ
の
 
「
何
か
」
を
具
体
的
な
「
こ
れ
」
と
し
て
特
定
す
る
こ
 
 

と
が
容
易
で
な
い
点
に
、
幸
福
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
議
論
の
困
難
が
存
す
 
 

る
。
 
 
 

日
本
人
の
原
初
的
な
幸
福
観
を
探
る
小
塙
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
 
 

示
唆
的
な
の
は
、
次
の
常
葉
歌
で
あ
ろ
う
。
 
 

さ
き
は
ひ
の
い
か
な
る
人
か
黒
髪
の
白
く
な
る
ま
で
嫌
が
声
を
聞
く
 
 

（
巻
七
、
一
四
一
一
）
 
 

一
首
は
、
挽
歌
で
あ
る
。
黒
髪
が
白
く
な
っ
て
し
ま
う
ま
で
妻
の
声
を
 
 

聞
く
こ
と
の
で
き
る
人
は
な
ん
と
恵
ま
れ
た
人
な
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
 
 

意
。
こ
こ
に
は
、
物
質
的
な
豊
か
さ
が
保
障
さ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
人
間
 
 

は
幸
福
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
峻
拒
す
る
思
考
が
認
め
ら
れ
る
。
一
首
は
、
 
 

物
質
的
な
繁
栄
と
は
別
種
の
精
神
的
な
何
か
を
幸
福
の
因
と
し
て
求
め
る
 
 

考
え
方
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
 
 

の
 
「
何
か
」
が
原
初
の
人
々
た
る
商
葉
人
に
と
っ
て
具
体
的
に
い
か
な
る
 
 

も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
雨
首
は
作
者
の
不
運
を
訴
え
る
否
定
態
の
な
か
で
 
 

鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
の
作
者
に
と
っ
て
、
幸
福
を
 
 

も
た
ら
す
直
損
の
因
子
は
、
他
の
何
も
の
に
も
置
き
換
え
難
い
「
汝
」
（
妻
）
 
 

と
の
共
在
が
命
の
か
ぎ
り
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

「
汝
」
も
し
く
は
「
汝
」
た
ち
と
共
に
在
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
「
我
 
 

－
汝
」
関
係
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
幸
福
 
 

と
す
る
認
識
は
、
当
面
の
一
首
の
作
者
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
 
 

の
薗
華
人
の
心
底
に
定
着
し
て
い
る
。
小
塙
で
は
、
こ
の
点
を
明
瞭
に
す
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
的
率
福
観
の
原
型
を
あ
ら
わ
に
し
て
み
た
い
。
 
 

二
 
 

こ
の
世
に
男
女
二
種
類
の
人
間
が
い
る
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
、
人
と
人
 
 

と
の
間
に
在
る
こ
と
こ
そ
が
人
間
の
本
来
的
で
し
か
も
現
実
的
な
態
様
で
 
 

あ
る
か
ぎ
り
、
人
々
は
、
か
な
ら
ず
恋
を
す
る
。
道
徳
や
倫
理
に
よ
る
因
 
 

習
的
規
制
が
稀
滞
化
し
、
交
情
の
自
由
が
ほ
ぼ
極
限
ま
で
保
証
さ
れ
た
現
 
 

代
社
会
に
お
い
て
、
生
殖
に
直
結
す
る
恋
は
、
明
朗
な
情
緒
の
反
映
と
し
 
 

て
定
認
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
婚
姻
を
祝
う
祝
賀
の
宴
席
で
、
あ
る
い
は
、
 
 

私
的
空
間
の
内
奥
に
ま
で
湊
透
す
る
電
波
の
な
か
で
、
す
ば
ら
し
い
行
為
・
 
 

事
態
と
し
て
恋
を
讃
美
す
る
言
説
が
い
く
た
び
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
。
 
 

さ
な
が
ら
、
実
り
を
も
た
ら
す
恋
こ
そ
が
其
の
恋
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
 
 

だ
が
、
恋
を
史
的
文
脈
の
な
か
に
置
き
、
そ
れ
が
日
本
人
の
内
面
に
ど
の
 
 

よ
う
な
情
感
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
か
を
克
明
に
追
思
す
る
な
ら
ば
、
恋
 
 

に
対
す
る
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
が
、
厳
密
な
概
念
把
握
か
ら
大
き
く
逸
 
 

脱
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
人
は
、
恋
は
男
女
が
二
人
で
行
う
も
の
、
 
 

傾
く
も
の
だ
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
特
定
の
男
女
間
で
半
永
久
 
 

的
に
継
続
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
恋
を
語
る
文
献
は
こ
の
 
 

「
信
仰
」
 
に
対
す
る
反
証
に
し
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
文
献
検
証
を
 
 

4   



媒
介
と
し
て
恋
の
実
態
に
迫
る
か
ぎ
り
、
恋
を
実
り
豊
か
で
幸
福
な
行
為
・
 
 

事
態
 
（
あ
る
い
は
情
緒
）
 
と
と
ら
え
る
発
想
は
、
徹
底
し
て
否
定
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
試
み
に
、
薗
葉
集
か
ら
恋
を
う
た
う
歌
を
数
例
挙
げ
て
み
 
 

よ
う
。
 
 

旅
に
し
て
も
の
恋
し
き
に
鶴
が
青
も
聞
こ
え
ず
あ
り
せ
ば
弧
射
て
死
 
 

な
ま
し
 
 

（
巻
∴
 
六
七
 
高
安
大
嶋
）
 
 
 

明
日
よ
り
は
我
は
副
矧
む
な
名
欲
山
岩
踏
み
な
ら
し
君
が
越
え
去
な
 
 
 

ば
 
 

（
巻
九
、
一
七
七
八
）
 
 

孤
悲
死
な
む
後
は
何
せ
む
生
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
を
見
ま
く
欲
り
 
 

す
れ
 
 

（
巻
四
、
五
六
〇
 
大
伴
百
代
）
 
 

ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
は
も
と
な
相
見
れ
ど
直
に
あ
ら
ね
ば
孤
悲
や
ま
ず
 
 

け
り
 
 

（
巻
十
七
、
三
九
八
〇
 
大
伴
家
持
）
 
 

六
七
は
、
旅
に
在
っ
て
ひ
と
り
物
悲
し
い
気
持
ち
で
い
る
と
き
に
鶴
の
 
 

声
さ
え
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
な
ら
恋
い
焦
が
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
 
 

な
、
と
い
う
意
。
薗
蛮
人
に
と
っ
て
、
旅
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
慣
れ
親
 
 

し
ん
だ
家
郷
の
神
（
国
つ
神
）
 
の
加
護
の
も
と
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
意
思
 
 

が
ど
こ
ま
で
も
不
可
知
な
異
境
の
神
（
具
し
神
）
 
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
 
 

を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
畏
怖
す
べ
き
状
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
交
通
事
 
 

情
の
劣
悪
さ
や
食
職
権
保
の
困
難
さ
に
起
因
す
る
堪
え
難
い
苦
し
ゐ
で
も
 
 

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
商
業
人
は
、
旅
を
、
「
我
」
と
「
我
」
に
と
っ
て
代
 
 

置
不
可
能
な
他
者
た
る
「
汝
」
と
の
睦
み
合
う
関
係
、
す
な
わ
ち
「
我
－
 
 

汝
」
関
係
が
瓦
解
す
る
場
と
と
ら
え
て
い
た
 
（
伊
藤
益
『
旅
の
思
想
－
日
 
 

本
思
想
に
お
け
る
「
存
在
」
 
の
閉
路
T
よ
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
一
年
参
 
 

照
）
。
こ
の
よ
う
な
、
心
身
両
面
に
苦
渋
を
負
荷
す
る
も
の
と
し
て
の
旅
 
 

の
さ
な
か
に
「
恋
し
」
と
い
う
情
緒
が
生
起
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、
共
在
 
 

の
現
実
に
憩
う
や
す
ら
か
な
偶
感
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
事
実
、
六
七
 
 

に
い
う
恋
と
は
、
共
在
の
不
能
性
を
確
認
し
っ
つ
、
ひ
と
り
死
を
迎
え
る
 
 

か
も
し
れ
な
い
自
己
の
未
来
を
不
安
の
も
と
に
と
ら
え
る
心
の
在
り
か
た
 
 

を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

明
日
か
ら
は
恋
い
焦
が
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
な
、
名
欲
山
の
岩
を
 
 

踏
み
な
ら
し
て
あ
な
た
が
行
っ
て
し
ま
わ
れ
る
と
、
と
い
う
意
の
一
七
七
 
 

八
は
、
「
君
」
と
の
離
別
が
現
実
問
題
と
な
る
「
明
日
」
に
恋
の
生
起
す
 
 

る
時
点
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
我
と
 
「
君
」
と
の
共
在
が
保
 
 

証
さ
れ
る
今
日
の
時
点
で
は
ま
だ
恋
は
生
じ
な
い
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
 
 

て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
 
 
 

五
六
〇
は
、
恋
い
焦
が
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
何
の
意
味
が
あ
る
と
 
 

い
う
の
だ
ろ
う
か
、
生
き
て
い
る
こ
の
日
の
た
め
に
こ
そ
い
と
し
い
あ
の
 
 

娘
に
逢
い
た
い
と
思
う
の
だ
、
と
い
う
意
。
作
者
が
、
「
妹
」
と
逢
え
な
 
 

い
情
況
の
な
か
で
「
妹
」
 
へ
の
恋
情
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
ば
自
明
で
あ
 
 

る
。
こ
の
歌
も
ま
た
、
恋
が
共
在
の
保
証
と
は
対
舵
的
な
次
元
で
生
起
す
 
 

る
と
い
う
認
識
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
夜
の
夢
の
な
か
で
は
頻
り
に
逢
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
直
に
逢
 
 

う
こ
と
が
叶
わ
な
い
の
で
、
私
の
恋
心
は
や
む
こ
と
が
な
い
、
と
う
た
う
 
 

三
九
八
〇
も
、
直
接
相
手
と
逢
え
な
い
孤
独
な
情
況
の
う
ち
に
恋
を
見
い
 
 

だ
し
て
い
る
。
「
我
－
汝
」
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ
ば
精
 
 

神
の
欠
落
面
に
恋
の
原
因
を
認
め
る
考
え
方
が
、
こ
こ
に
も
鮮
明
に
示
さ
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れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
常
葉
集
の
 
「
恋
」
 
の
用
例
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
コ
ヒ
 
 

が
 
「
孤
悲
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
萌
黄
集
中
三
∩
例
柁
度
あ
 
 

ら
わ
れ
る
こ
の
表
記
法
は
、
単
に
倍
音
に
よ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
綴
」
を
「
丸
雪
」
 
（
巻
七
、
一
二
九
三
）
 
と
表
記
 
 

す
る
際
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
印
象
性
の
喚
起
力
が
介
在
し
て
い
る
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
孤
悲
」
と
は
、
文
字
通
り
、
「
孤
り
の
悲
し
 
 

み
」
 
の
意
で
あ
り
、
恋
と
は
い
と
し
い
人
と
離
れ
て
孤
り
悲
し
む
こ
と
に
 
 

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
飼
葉
人
の
認
識
が
、
こ
の
表
記
法
を
導
い
た
の
で
 
 

は
な
か
っ
た
か
 
（
伊
藤
博
『
商
菓
集
相
聞
の
世
界
』
塙
畜
屠
、
一
九
五
九
 
 

年
参
照
）
。
こ
の
推
察
の
妥
当
性
は
、
コ
ヒ
を
こ
と
さ
ら
「
孤
悲
」
と
は
 
 

記
さ
ず
に
、
端
的
に
「
恋
」
と
表
記
す
る
商
業
歌
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
保
証
さ
れ
る
。
 
 

年
の
恋
今
夜
尽
く
し
て
明
日
よ
り
は
常
の
ご
と
く
や
我
が
恋
ひ
居
ら
 
 

む
 
 

（
巻
十
、
二
へ
〕
三
七
）
 
 

達
は
な
く
は
日
長
き
も
の
を
天
の
川
隔
て
て
ま
た
や
我
が
恋
ひ
居
ら
 
 

む
 
 

（
巻
十
、
二
〇
三
八
）
 
 

ト
か
そ
め
 
 

外
目
に
も
君
が
姿
を
見
て
ば
こ
そ
我
が
恋
や
ま
め
命
死
な
ず
は
 
 

（
巻
十
二
、
二
八
八
三
）
 
 

二
〇
三
七
、
二
〇
三
八
は
、
巻
十
所
載
の
七
夕
歌
と
し
て
対
を
な
す
も
 
 

の
。
お
そ
ら
く
、
二
〇
三
七
は
牽
牛
 
（
彦
星
）
 
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
た
も
 
 

の
で
、
〓
牛
越
し
の
恋
の
思
い
の
た
け
を
今
夜
尽
く
し
て
、
明
日
か
ら
は
 
 

ま
た
い
つ
も
の
よ
う
に
恋
い
焦
が
れ
て
昏
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
、
と
い
う
慈
。
二
〇
三
八
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
織
女
 
（
織
姫
）
 
の
立
場
 
 

か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
あ
な
た
に
適
え
な
く
て
幾
日
も
幾
日
も
ひ
と
り
 
 

昏
ら
し
て
き
た
の
に
明
日
か
ら
は
ま
た
天
の
川
を
あ
い
だ
に
隔
て
て
恋
い
 
 

焦
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
雨
音
と
も
 
 

に
、
恋
す
る
状
態
を
で
き
れ
ば
避
け
た
い
も
の
と
す
る
認
識
に
立
ち
、
し
 
 

か
も
恋
情
が
起
こ
る
の
を
、
天
の
川
を
隔
て
て
互
い
が
逢
い
え
な
い
情
況
 
 

が
逢
い
え
な
い
情
況
の
な
か
で
 
「
我
」
 
ひ
と
り
の
情
緒
と
し
て
生
じ
、
両
 
 

の
な
か
で
の
こ
と
と
す
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
二
〇
三
七
の
冒
頭
二
句
 
 

「
年
の
恋
今
夜
尽
く
し
て
」
 
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
帝
の
意
向
の
 
 

も
と
一
年
に
一
度
し
か
連
合
で
き
な
い
牽
牛
織
女
二
星
の
恋
は
、
そ
の
連
 
 

会
の
場
に
お
い
て
尽
き
果
て
る
と
さ
れ
る
。
恋
は
、
「
我
」
と
「
汝
」
と
 
 

者
が
逢
会
し
て
在
る
情
況
は
そ
れ
を
終
息
さ
せ
る
と
い
う
認
識
が
商
薬
人
 
 

に
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
二
八
八
三
は
、
こ
の
認
識
を
い
っ
そ
 
 

う
明
瞭
に
提
示
す
る
。
 
 
 

二
八
八
三
は
、
よ
そ
目
に
ち
ら
り
と
で
も
あ
な
た
の
お
姿
を
見
る
こ
と
 
 

が
で
き
れ
ば
、
私
の
恋
は
お
さ
ま
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の
命
が
な
く
な
ら
な
 
 

い
か
ぎ
り
は
、
と
い
う
意
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
合
の
不
能
性
が
惹
起
す
 
 

る
恋
は
、
連
合
の
か
す
か
な
可
能
性
が
開
示
さ
れ
る
瞬
間
に
終
息
し
う
る
 
 

と
さ
れ
る
。
作
者
に
と
っ
て
、
恋
は
、
逢
え
な
い
場
面
で
生
じ
る
も
の
で
、
 
 

逢
い
え
た
際
に
な
お
継
続
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
 
 

一
つ
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
商
業
人
は
、
コ
ヒ
を
端
的
に
 
「
恋
」
と
の
み
表
記
す
る
 
 

場
合
に
も
、
恋
を
い
と
し
い
相
手
に
逢
え
ず
に
孤
り
悲
し
む
心
の
状
態
と
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と
ら
え
る
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
「
孤
悲
」
と
い
う
表
記
は
、
こ
う
し
た
 
 

認
識
に
支
え
ら
れ
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
孤
り
悲
 
 

し
む
」
 
こ
と
こ
そ
が
恋
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
強
度
の
印
象
性
の
も
と
に
 
 

指
示
す
る
表
記
と
し
て
こ
の
用
字
が
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
上
小
稿
が
無
作
為
に
掲
げ
た
歯
糞
集
の
 
「
恋
」
 
の
用
例
は
、
恋
に
つ
 
 

い
て
の
現
代
的
理
解
が
、
史
的
文
脈
か
ら
蔀
離
す
る
こ
と
を
明
確
に
告
げ
 
 

る
。
ち
な
み
に
、
商
莫
集
よ
り
も
古
層
に
属
す
る
記
紀
歌
謡
に
は
、
「
恋
」
 
 

お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
語
が
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
（
三
首
中
に
四
 
 

例
の
み
）
。
「
恋
」
「
恋
し
」
な
ど
の
語
と
そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
支
え
る
意
 
 

識
の
誉
場
は
、
常
葉
集
を
喘
矢
と
す
る
と
見
て
も
先
考
で
は
な
い
。
商
業
 
 

集
に
お
い
て
一
定
の
規
定
性
の
な
か
に
置
か
れ
た
恋
の
意
識
は
、
そ
の
後
 
 

の
文
献
、
た
と
え
ば
、
伊
勢
物
語
や
源
氏
物
語
の
な
か
で
も
、
大
き
な
変
 
 

容
を
見
せ
な
い
。
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
．
恋
に
つ
い
て
の
現
代
的
 
 

理
解
は
、
概
念
の
逆
方
向
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
か
 
 

い
い
よ
う
が
な
い
。
「
汝
」
 
の
存
在
を
感
官
に
よ
っ
て
経
験
的
 
（
感
性
的
）
 
 

に
確
認
し
う
る
情
況
の
も
と
で
恋
が
生
起
す
る
と
い
う
認
識
、
つ
ま
り
、
 
 

恋
を
「
我
－
汝
」
関
係
の
充
足
的
定
位
を
示
す
も
の
と
し
て
讃
美
す
る
考
 
 

え
方
は
、
恋
を
史
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
独
自
に
と
ら
え
直
す
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
と
ら
え
直
し
 
 

の
も
と
に
成
り
立
つ
現
代
的
理
解
は
、
恋
を
積
極
的
に
胃
定
す
る
傾
向
に
 
 

あ
る
。
し
か
し
、
恋
に
つ
い
て
の
伝
統
的
理
解
が
、
逆
に
そ
れ
を
魚
的
な
 
 

も
の
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
 
 

い
。
端
的
に
い
え
ば
、
菌
薬
以
来
の
伝
統
の
な
か
で
、
恋
と
は
、
在
る
べ
 
 

き
態
様
の
欠
落
を
指
示
す
る
心
の
在
り
よ
う
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
 
 た

。
す
な
わ
ち
、
恋
の
意
識
が
確
立
さ
れ
た
薗
薬
以
降
の
時
代
に
お
い
て
、
 
 

恋
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
情
態
、
決
定
的
と
も
い
う
べ
き
 
 

不
幸
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

恋
を
不
幸
と
す
る
認
識
は
、
上
に
掲
げ
た
い
く
つ
か
の
用
例
に
よ
っ
て
 
 

あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
我
－
汝
」
関
係
の
非
在
を
看
取
す
る
視
 
 

点
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
は
、
不
幸
の
対
 
 

極
に
存
す
る
「
幸
福
」
を
、
「
我
1
汝
」
関
係
の
確
定
に
求
め
て
い
た
も
 
 

の
と
解
せ
ら
れ
る
。
商
事
人
は
、
「
我
憂
汝
」
関
係
が
ど
の
よ
う
な
位
相
 
 

に
、
具
体
的
に
い
か
な
る
事
態
と
し
て
確
建
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
 
 

あ
ろ
う
か
。
 
 

三
 
 

薗
葉
糸
巻
三
は
、
高
市
黒
人
の
作
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
伝
え
 
 

て
い
る
、
 
 

嫉
も
我
も
一
つ
な
れ
か
も
三
河
な
る
二
見
の
道
ゆ
別
れ
か
ね
つ
る
 
 

（
二
七
六
）
 
 

こ
の
歌
が
三
河
を
通
過
す
る
旅
（
都
に
帰
還
す
る
旅
）
の
途
次
に
詠
ま
れ
た
 
 

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
萬
菓
集
は
、
一
首
に
、
「
一
本
」
 
の
歌
と
し
て
、
 
 

三
河
の
二
見
の
道
ゆ
別
れ
な
ば
我
が
背
も
我
も
一
人
か
も
行
か
む
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を
添
え
る
。
伊
藤
博
『
簡
襲
集
搾
注
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
七
六
と
 
 

う
か
才
l
め
 
一
本
歌
と
は
一
組
み
を
な
す
即
興
歌
で
、
黒
人
と
二
見
の
遊
行
女
婦
と
の
 
 

間
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
歌
の
座
は
宴
席
で
あ
 
 

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
こ
「
二
」
「
三
」
と
い
う
数
字
が
配
さ
れ
て
い
る
点
 
 

か
ら
見
て
、
両
首
と
も
に
座
興
を
め
ぎ
し
た
も
の
と
思
し
い
。
行
き
ず
り
 
 

の
男
女
が
、
酒
気
を
帯
び
な
が
ら
、
遊
び
心
を
知
的
に
示
し
た
と
い
う
の
 
 

が
両
首
の
内
案
で
、
そ
こ
に
深
刻
な
思
念
を
読
み
取
る
こ
と
は
深
読
み
に
 
 

す
ぎ
る
と
の
諮
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
黒
人
歌
二
七
六
に
、
人
間
が
在
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
 
 

る
あ
る
思
念
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 
 
 

北
山
正
適
『
万
葉
試
論
 
歌
の
流
れ
と
「
存
在
」
の
問
題
』
 
（
和
泉
書
 
 

院
、
一
九
九
八
年
）
は
、
二
七
六
の
「
一
つ
な
れ
か
も
」
に
つ
い
て
、
「
ま
 
 

だ
明
白
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
つ
も
心
に
あ
っ
た
自
己
の
 
『
存
在
』
に
 
 

関
わ
る
何
か
根
本
的
な
情
感
に
気
付
い
た
よ
う
な
語
感
あ
る
」
と
述
べ
て
 
 

い
る
。
北
山
氏
の
い
う
「
『
存
在
』
に
関
わ
る
何
か
根
本
的
な
情
感
」
と
 
 

は
、
「
こ
と
い
う
数
的
概
念
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
、
彼
我
の
山
体
性
 
 

を
め
ぐ
る
あ
る
種
の
情
緒
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
こ
は
単
に
数
の
う
え
 
 

で
の
単
一
性
を
示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
妹
」
と
「
我
」
と
が
一
 
 

つ
に
溶
け
こ
む
敵
合
情
態
を
指
示
し
て
い
る
。
黒
人
は
そ
の
融
合
情
態
の
 
 

な
か
に
「
我
」
が
在
る
こ
と
の
実
感
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が
離
別
に
よ
っ
 
 

て
動
揺
す
る
こ
と
へ
の
怖
れ
を
戯
れ
言
め
か
し
て
抒
べ
て
い
る
と
見
る
べ
 
 

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黒
人
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
の
商
葉
歌
を
読
む
と
 
 

き
、
常
葉
人
の
と
っ
て
の
「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
の
異
相
が
、
さ
ら
に
 
 

き
わ
だ
つ
。
 
 

こ
の
歌
は
、
天
平
八
年
拝
命
の
遮
断
羅
使
一
行
が
難
波
渾
を
出
航
し
て
 
 

内
海
洋
上
に
漕
ぎ
出
し
た
と
き
に
、
使
節
団
の
〓
員
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
 
 

洋
上
の
離
れ
小
鳥
に
ぽ
つ
ね
ん
と
倖
む
】
本
の
む
ろ
の
木
。
そ
れ
を
眺
め
 
 

る
作
者
は
、
「
し
ま
し
く
も
ひ
と
り
あ
り
う
る
も
の
に
あ
れ
や
」
と
い
う
 
 

問
い
を
発
す
る
。
し
ば
し
の
あ
い
だ
も
ひ
と
り
在
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
、
と
い
う
こ
の
間
い
は
、
む
ろ
の
木
を
擬
人
化
し
っ
つ
、
そ
の
独
在
に
 
 

疑
義
を
按
ず
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
作
者
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
ど
の
 
 

よ
う
な
存
在
者
も
単
一
に
存
在
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
。
何
も
の
で
あ
れ
、
 
 

生
き
て
在
る
も
の
は
他
者
と
共
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
 
 

方
の
む
ろ
の
木
は
ひ
と
り
で
立
っ
て
い
る
。
作
者
は
い
う
。
あ
の
独
在
は
 
 

奇
怪
な
事
態
な
の
だ
、
と
。
 
 
 

こ
こ
に
は
、
だ
れ
か
と
共
に
在
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
共
在
こ
そ
が
人
間
 
 

の
「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
の
本
来
的
態
様
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
鮮
 
 

明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
作
者
が
、
自
己
に
と
っ
て
代
置
不
能
な
「
汝
」
 
 

か
ら
引
き
離
さ
れ
た
旅
の
途
次
に
在
り
、
し
か
も
、
そ
の
離
別
が
彼
の
内
 
 

面
に
悲
愁
を
も
た
ら
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
作
者
の
い
う
共
 
 

に
在
る
べ
き
だ
れ
か
と
は
「
汝
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

「
我
－
汝
」
関
係
が
、
我
と
汝
の
鵬
体
性
の
な
か
で
確
然
と
定
め
ら
れ
る
 
 

こ
と
こ
そ
が
、
南
桑
人
に
と
っ
て
我
の
「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
の
定
立
 
 

を
意
味
し
て
い
た
こ
と
。
一
首
は
、
上
掲
果
人
歌
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
 
 
 

て
あ
る
ら
む
 
 

し
ま
し
く
も
ひ
と
り
あ
り
う
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
む
ろ
の
木
離
れ
 
 
 

（
巻
十
五
、
三
六
〔
二
）
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を
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

爵
柴
人
に
と
っ
て
、
「
我
1
汝
」
関
係
の
不
確
定
を
意
味
す
る
恋
は
、
 
 

不
幸
な
態
様
だ
っ
た
。
恋
が
尺
、
き
果
て
る
情
況
、
す
な
わ
ち
、
孤
絶
性
が
 
 

無
み
さ
れ
て
自
身
が
汝
と
共
に
在
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
情
況
こ
そ
が
、
 
 

彼
ら
に
と
っ
て
幸
福
の
必
須
条
件
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
汝
と
の
共
在
に
よ
っ
 
 

て
は
じ
め
て
、
我
の
 
「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
が
確
定
さ
れ
る
と
考
え
た
 
 

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
留
意
す
べ
き
は
、
汝
と
の
共
在
が
物
質
的
充
 
 

足
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
性
的
な
結
 
 

合
関
係
の
成
立
と
い
う
物
理
的
な
事
態
が
、
幸
福
と
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
 
 

で
は
な
い
こ
と
を
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
葉
人
は
、
物
質
的
 
 

な
不
充
濁
の
さ
な
か
に
さ
え
、
精
神
的
な
意
味
で
の
共
在
に
根
ざ
し
た
幸
 
 

福
を
味
得
し
た
。
以
下
に
掲
げ
る
一
群
の
前
葉
歌
は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
 
 

に
示
し
て
い
る
。
 
 

ね  

わ
打
つ
ま
 
 
 
 
 
カ
 
ち
 
 

ひ
と
1
T
J
ま
 
 

「
 
ぎ
 
ね
 
ふ
 
 

次
頼
経
 
山
背
遣
を
 
人
夫
の
 
馬
よ
り
行
く
に
 
己
失
し
 
徒
歩
 
 

よ
り
行
け
ば
 
見
る
ご
と
に
 
音
の
み
し
泣
か
ゆ
 
そ
こ
思
ふ
に
 
 

心
し
痛
し
 
た
ら
ち
ね
の
 
母
が
形
見
と
 
我
が
持
て
る
 
ま
そ
み
 
 

あ
き
つ
ひ
れ
 

鋭
に
 
蛸
蛤
領
巾
 
負
ひ
並
め
持
ち
て
 
馬
買
へ
我
が
背
 
 

（
巻
十
三
、
三
三
一
凹
）
 
 

反
 
歌
 
 

泉
川
渡
り
瀬
深
み
我
が
背
子
が
旅
行
き
衣
ひ
づ
ち
な
む
か
も
 
 

（
同
右
、
三
三
二
丑
 
 

戎
本
の
反
歌
に
日
は
く
 
 

L
る
し
 

か
ち
 
 

ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
歩
よ
り
な
づ
み
行
く
見
れ
ば
 
 

繭
華
族
恕
十
．
二
「
問
答
」
 
の
部
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
一
群
の
歌
が
、
山
 
 

背
に
住
む
下
級
官
吏
夫
婦
の
手
に
成
る
こ
と
は
、
歌
意
か
ら
見
て
瞭
然
と
 
 

し
て
い
る
 
（
芳
賀
紀
雄
『
萬
葉
の
歌
 
人
と
風
上
7
京
都
』
保
育
社
、
両
 
 

九
八
六
年
参
照
）
。
群
中
の
 
「
戎
本
の
反
歌
」
 
と
は
、
三
三
一
六
一
首
を
 
 

指
し
、
三
三
一
四
か
ら
こ
の
戎
本
歌
ま
で
が
妻
の
詠
で
あ
る
。
夫
の
歌
は
 
 

三
三
一
七
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
こ
こ
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

一
群
は
問
答
の
態
を
な
す
。
（
「
右
四
首
」
 
と
い
う
一
群
全
体
へ
の
注
は
、
 
 

三
三
∴
m
誓
～
三
三
一
六
を
要
の
間
歌
と
し
、
三
三
一
七
を
大
の
答
歌
と
す
 
 

る
解
釈
が
古
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る
。
小
稿
は
、
古
来
の
 
 

こ
の
解
釈
に
し
た
が
う
。
）
 
 
 

こ
の
間
答
に
お
い
て
、
妾
は
、
ま
ず
、
他
家
の
夫
た
ち
が
馬
に
乗
っ
て
 
 

易
々
と
山
背
道
を
越
え
て
行
く
の
に
、
自
分
の
夫
は
同
じ
道
を
徒
歩
に
 
 

よ
っ
て
難
渋
し
な
が
ら
越
え
て
行
く
、
と
語
る
。
妻
は
い
う
。
歩
い
て
行
 
 

く
あ
な
た
の
後
姿
を
見
て
い
る
と
、
心
が
痛
み
涙
が
流
れ
て
仕
方
が
な
い
、
 
 

だ
か
ら
、
あ
な
た
、
私
が
お
母
さ
ん
の
形
見
の
品
と
し
て
大
切
に
し
て
い
 
 

る
ま
そ
み
鏡
と
蛸
蛤
領
巾
を
持
っ
て
い
っ
て
そ
れ
ら
を
代
金
に
添
え
て
馬
 
 

を
買
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
 
（
三
三
一
四
）
拾
要
は
さ
ら
に
、
泉
川
の
渡
り
 
 

瀬
が
深
い
の
で
、
あ
な
た
の
着
物
が
滞
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
案
 
 

じ
 
（
三
三
一
五
）
、
あ
な
た
が
難
渋
し
な
が
ら
歩
い
て
行
か
れ
る
の
を
見
 
 

行
か
む
 
 

右
の
四
首
 
 

（
同
右
、
三
三
両
六
）
 
 

馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
ふ
た
り
 
 

（
同
右
、
三
二
三
七
七
）
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て
い
る
と
、
形
見
の
品
な
ど
持
っ
て
い
て
も
詮
な
い
こ
と
だ
、
と
語
る
 
 
 

（
三
三
一
六
）
。
以
上
の
三
首
の
背
景
に
は
、
夫
の
財
力
が
妻
の
実
家
の
 
 

そ
れ
に
依
存
す
る
と
い
う
母
系
制
社
会
に
特
有
な
現
実
が
存
し
て
お
り
 
 
 

（
伊
勢
物
語
二
十
三
段
な
ど
参
照
）
、
自
己
の
財
力
の
不
足
を
恥
じ
入
る
気
 
 

持
ち
が
妻
の
心
底
に
存
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
と
く
 
 

に
注
目
す
べ
き
は
、
妻
が
母
の
形
見
と
い
う
何
も
の
に
も
換
え
が
た
い
財
 
 

を
拗
っ
て
ま
で
、
夫
に
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
要
は
、
峨
々
 
 

た
る
山
脈
を
ひ
と
り
越
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
夫
の
苦
衷
を
ほ
か
 
 

な
ら
ぬ
自
己
自
身
の
苦
し
み
と
す
る
「
共
悲
」
 
の
視
点
に
立
ち
、
自
己
犠
 
 

牲
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
妻
の
訴
え
か
け
に
対
し
て
、
夫
は
こ
う
応
え
る
。
馬
を
買
え
 
 

ば
、
お
前
が
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
え
え
い
構
う
も
の
か
、
 
 

た
と
え
川
瀬
の
石
を
踏
も
う
と
も
二
人
で
歩
い
て
行
こ
う
 
（
三
三
一
七
）
、
 
 

と
。
夫
は
、
妻
の
共
悲
を
裏
っ
す
ぐ
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
夫
の
身
を
切
 
 

に
案
ぜ
ぎ
る
を
え
な
い
妻
の
衷
情
に
共
悲
の
情
を
与
え
返
し
て
い
る
。
妻
 
 

を
犠
牲
に
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
二
人
し
て
貧
し
さ
ゆ
え
の
不
如
意
に
耐
 
 

え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
合
の
夫
の
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
 
 

物
質
的
豊
か
さ
と
は
異
質
な
次
元
に
、
す
な
わ
ち
、
相
互
に
相
手
の
心
身
 
 

を
気
遣
い
合
い
な
が
ら
共
に
在
る
と
い
う
精
神
の
位
相
に
幸
福
を
見
い
だ
 
 

そ
う
と
い
う
志
向
を
あ
ら
わ
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
常
葉
人
は
、
「
我
」
 
が
 
「
我
」
 
に
と
っ
て
他
の
何
も
の
 
 

に
も
置
き
換
え
が
た
い
他
者
た
る
「
汝
」
と
、
思
い
遣
り
を
傾
け
合
い
つ
 
 

つ
一
体
的
に
共
在
す
る
と
い
う
事
態
を
「
我
1
汝
」
関
係
の
語
の
全
き
意
 
 

味
で
の
確
定
と
見
な
し
、
そ
う
し
た
確
定
性
の
う
ち
に
幸
福
を
見
い
だ
す
ひ
 
 

共
在
が
「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
を
確
実
に
す
る
主
要
国
で
あ
る
と
す
れ
 
 

ば
、
常
葉
人
は
、
自
身
の
 
「
在
る
こ
と
」
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

幸
福
に
な
れ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
我
 
 

－
汝
」
関
係
は
、
我
と
特
定
の
他
者
の
間
に
の
み
限
定
的
に
成
立
す
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
が
複
数
の
他
者
た
ち
と
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

に
緊
密
さ
を
保
ち
な
が
ら
多
数
的
に
構
築
す
る
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
た
 
 

と
え
ば
、
A
は
B
と
代
置
不
能
な
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
同
時
に
C
、
D
、
 
 

E
…
と
の
間
に
も
同
様
の
関
係
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
 
 

う
な
多
数
的
な
「
我
－
汝
」
関
係
を
地
縁
・
血
縁
的
共
同
体
の
全
体
に
ま
 
 

で
敷
街
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
我
が
我
々
で
あ
り
、
我
々
が
我
 
 

で
あ
り
う
る
よ
う
な
「
種
」
的
結
合
関
係
が
成
立
し
う
る
。
「
我
－
汝
」
 
 

関
係
の
根
底
に
定
位
さ
れ
る
「
共
悲
」
は
、
我
と
汝
と
の
精
神
的
な
次
元
 
 

で
の
一
体
化
を
可
能
に
し
、
ま
た
、
「
我
－
汝
」
関
係
の
全
体
性
へ
の
敷
 
 

術
は
、
我
と
全
体
と
の
融
合
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
か
ら
で
あ
る
。
常
葉
 
 

人
は
、
そ
う
し
た
「
種
」
的
結
合
関
係
に
憩
う
こ
と
の
う
ち
に
、
社
会
的
 
 

な
位
相
で
の
幸
福
を
見
い
だ
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

四
 
 

持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
 
の
冬
の
こ
と
、
女
帝
の
息
草
壁
皇
子
の
遺
 
 

児
軽
皇
子
（
後
の
文
武
天
皇
）
 
は
、
安
騎
野
に
お
い
て
盛
大
な
遊
猟
を
催
 
 

し
た
。
主
催
者
と
し
て
遊
猟
に
臨
む
こ
と
は
青
年
へ
の
通
過
儀
礼
の
一
つ
 
 

で
あ
る
 
（
伊
勢
物
語
初
段
な
ど
参
照
）
。
そ
の
際
、
狩
り
の
場
と
し
て
選
 
 

定
さ
れ
た
安
騎
野
が
草
壁
皇
子
の
過
愛
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
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本
来
皇
位
に
就
く
べ
き
立
場
に
あ
り
な
が
ら
病
没
し
て
そ
れ
を
果
た
せ
な
 
 

か
っ
た
草
壁
皇
子
の
位
置
に
、
い
ま
ま
さ
に
軽
皇
子
が
 
「
青
年
」
 
と
し
て
 
 

立
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
当
時
血
○
歳
に
す
ぎ
な
か
っ
た
軽
 
 

皇
子
に
そ
う
し
た
明
確
な
意
志
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
持
続
女
帝
と
そ
 
 

の
周
辺
に
皇
子
が
天
皇
家
の
直
系
（
後
継
）
 
た
る
こ
と
を
天
下
に
示
そ
う
 
 

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
軽
皇
子
の
安
騎
野
遊
猟
は
、
 
 

「
天
武
1
草
壁
↓
軽
（
文
武
）
」
と
い
う
形
で
そ
の
概
略
を
示
さ
れ
る
天
 
 

武
皇
統
の
確
定
と
い
う
政
治
的
な
意
味
合
い
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
。
そ
 
 

の
遊
猟
に
は
、
か
つ
て
草
壁
皇
子
に
仕
え
た
多
数
の
宮
人
た
ち
と
と
も
に
 
 

持
続
朝
を
代
表
す
る
宮
廷
歌
人
柿
本
人
麻
呂
が
供
奉
し
て
い
た
。
遊
猟
終
 
 

了
後
に
催
さ
れ
た
宴
席
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
 
（
歌
が
遊
猟
終
了
後
に
公
 
 

表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
ば
、
歌
の
発
想
の
時
点
が
遊
猟
終
了
後
で
あ
る
こ
 
 

と
と
同
義
で
は
な
い
）
、
人
麻
呂
は
、
遊
猟
を
記
念
す
る
以
下
の
よ
う
な
 
 

歌
々
を
詠
ん
だ
。
 
 

軽
皇
子
、
安
魔
の
野
に
宿
り
ま
す
時
に
、
楠
本
朝
臣
人
麻
呂
が
 
 

作
る
歌
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
 
高
照
ら
す
 
日
の
御
子
 
神
な
が
ら
 
 
 

神
さ
び
せ
す
と
 
太
敷
か
す
 
都
を
置
き
て
 
こ
も
り
く
の
 
泊
瀬
 
 

さ
へ
き
 
 

や
ま
．
ち
 
 
 
の
山
は
 
其
木
立
つ
 
発
き
山
道
を
 
岩
が
根
 
禁
樹
押
し
な
べ
 
 
 

坂
鳥
の
 
朝
越
え
ま
し
て
 
玉
か
ぎ
る
 
夕
さ
り
来
れ
ば
 
み
雪
降
 
 

し
の
 
 

る
 
安
蘭
の
大
野
に
 
擁
す
す
き
 
小
竹
を
押
し
な
べ
 
草
枕
 
旅
 
 
 

（
常
葉
集
巻
一
、
閏
五
）
 
 

宿
り
せ
す
 
い
に
し
へ
思
ひ
て
 
 

短
 
歌
 
 

し
め
 
 

安
騎
の
野
に
宿
る
旅
人
う
ち
靡
き
確
も
疲
ら
め
や
も
い
に
し
へ
思
ふ
 
 

（
同
右
、
四
六
）
 
 

も
み
ち
ば
 
 

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し
 
 

（
同
右
、
四
七
）
 
 
 

東
の
野
に
は
か
ぎ
ろ
ひ
立
つ
見
え
て
か
へ
り
兄
す
れ
ば
月
西
渡
る
 
 

（
同
右
、
四
八
）
 
 

ひ
な
み
し
み
二
み
こ
と
な
 
 

日
並
皇
子
の
命
の
馬
並
め
て
み
狩
立
た
し
し
時
は
来
向
ふ
 
 

（
同
右
、
四
九
）
 
 

長
歌
四
五
で
は
、
朝
方
都
を
発
っ
て
泊
瀬
の
山
道
を
越
え
、
夕
刻
に
安
 
 

靡
野
に
到
着
し
て
旅
宿
に
就
く
ま
で
の
軽
皇
子
一
行
の
行
程
が
描
か
れ
 
 

る
。
長
歌
末
尾
の
段
階
で
、
一
行
は
旅
寝
の
床
に
入
っ
た
。
第
一
短
歌
四
 
 

六
は
、
こ
の
時
点
で
発
想
さ
れ
て
い
る
。
長
歌
末
尾
お
よ
び
第
一
短
歌
に
 
 

よ
れ
ば
、
軽
皇
子
一
行
は
、
旅
寝
の
床
で
「
い
に
し
へ
」
を
偲
ん
で
い
る
。
 
 

第
二
短
歌
四
七
は
、
そ
の
「
い
に
し
へ
」
の
時
を
特
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 

「
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ
来
し
」
と
抒
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

第
二
短
歌
は
、
軽
皇
子
一
行
の
安
願
野
へ
の
旅
の
目
的
が
、
亡
き
草
壁
皇
 
 

子
の
過
愛
の
地
を
形
見
と
し
て
偲
ぶ
こ
と
に
あ
っ
た
点
を
あ
き
ら
か
に
 
 

し
、
長
歌
末
尾
と
第
一
短
歌
に
い
う
「
い
に
し
へ
」
が
、
畢
壁
皇
子
の
存
 
 

命
中
の
こ
ろ
を
指
す
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
 
 

長
歌
四
五
に
お
い
て
、
遊
猟
の
前
日
の
軽
皇
子
一
行
の
行
動
が
、
現
在
か
 
 

ら
未
来
へ
と
向
か
う
直
線
的
な
時
間
の
流
れ
に
即
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
 
 

と
、
す
な
わ
ち
、
長
歌
で
は
順
を
追
っ
て
時
間
が
経
過
す
る
点
で
あ
る
。
 
 

第
一
短
歌
四
六
と
第
二
短
歌
四
七
で
、
作
者
が
回
想
を
め
ぐ
ら
す
意
識
の
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時
点
は
、
遊
猟
前
日
の
夜
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
順
調
に
流
れ
て
き
た
時
間
 
 

は
、
こ
こ
で
か
す
か
な
停
滞
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
長
歌
か
ら
第
二
短
歌
 
 

ま
で
が
、
概
ね
直
線
的
な
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
の
事
態
の
経
緯
を
語
っ
 
 

て
い
る
こ
と
ば
自
明
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
や
や
停
滞
を
見
せ
た
時
間
 
 

は
、
第
三
短
歌
四
八
に
お
い
て
、
一
挙
に
遊
猟
当
日
の
早
暁
へ
と
移
る
。
 
 

東
の
野
に
曙
光
が
さ
し
そ
め
、
か
え
り
み
れ
ば
月
が
西
空
を
渡
っ
て
ゆ
く
。
 
 

第
三
短
歌
に
お
い
て
、
作
者
は
或
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 

そ
れ
は
、
い
ま
軽
息
子
が
遊
猟
に
い
で
立
た
ん
と
す
る
現
下
の
情
況
と
か
 
 

っ
て
草
壁
皇
子
が
同
じ
安
勝
野
で
遊
猟
を
行
な
っ
た
際
の
情
況
と
の
同
一
 
 

性
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
一
性
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
下
の
 
 

軽
皇
子
の
遊
猟
は
、
軽
皇
子
の
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
亡
父
串
璧
恵
 
 

子
の
遊
猟
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
軽
皇
子
の
遊
猟
の
開
始
を
高
ら
か
に
 
 

告
げ
る
短
歌
四
九
は
、
前
歌
四
八
を
受
け
て
、
い
ま
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
 
 

い
る
遊
猟
を
さ
な
が
ら
草
壁
皇
子
の
遊
猟
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
、
軽
 
 

と
革
壁
を
い
わ
ば
二
重
写
し
に
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
第
四
短
歌
四
九
 
 

は
、
草
壁
皇
子
（
日
並
息
子
の
命
）
が
馬
を
並
べ
て
狩
り
に
お
立
ち
に
な
っ
 
 

た
時
刻
が
い
ま
我
ら
の
眼
前
に
到
来
す
る
、
と
抒
べ
て
、
時
間
的
な
隔
た
 
 

り
の
ゆ
え
に
本
来
別
個
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
二
つ
の
遊
猟
を
滞
 
 

然
一
体
と
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
血
体
化
は
、
皇
統
の
推
移
を
同
一
霊
性
 
 
 

（
天
皇
霊
）
 
の
継
受
と
解
す
る
当
時
の
王
権
の
論
理
を
端
的
に
反
映
し
て
 
 

い
る
。
天
武
天
皇
か
ら
草
壁
皇
子
へ
と
継
受
さ
れ
た
天
皇
霊
は
、
軽
皇
子
 
 

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
軽
皇
子
の
遊
術
を
設
定
し
た
人
々
 
 
 

（
と
く
に
持
統
女
帝
）
 
の
認
識
で
あ
り
、
人
麻
呂
は
、
こ
の
認
識
を
全
霊
 
 

を
以
て
身
に
受
け
な
が
ら
、
当
面
の
安
騎
野
の
歌
、
わ
け
て
も
第
三
・
第
 
 

四
短
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
同
一
霊
性
の
継
受
 
 

を
強
調
す
る
王
権
の
論
理
は
、
現
在
の
天
皇
を
過
去
の
天
皇
の
再
来
と
と
 
 

ら
え
る
と
い
う
意
味
で
、
過
去
の
現
在
へ
の
流
入
を
幻
視
す
る
姿
勢
を
示
 
 

す
。
こ
の
論
理
に
立
っ
て
詠
ま
れ
た
安
騎
野
の
歌
は
、
そ
う
し
た
幻
視
を
 
 

作
者
人
麻
呂
自
身
の
手
法
と
し
て
踏
み
行
う
も
の
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
推
察
を
保
証
す
る
根
拠
は
、
第
四
短
歌
末
尾
の
 
「
時
は
来
向
ふ
」
 
 

に
あ
る
。
「
来
向
ふ
」
 
と
は
、
前
方
に
在
る
事
物
が
我
の
眼
前
へ
と
到
来
 
 

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
「
時
」
は
串
壁
皇
子
が
か
つ
て
安
騎
 
 

野
で
遊
猟
を
催
し
た
過
ま
の
時
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
四
短
歌
は
、
 
 

過
去
の
一
時
点
が
未
来
の
方
角
 
（
前
方
）
 
か
ら
現
在
へ
と
や
っ
て
く
る
と
 
 

い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
安
腐
野
の
歌
会
体
 
 

の
時
間
構
造
は
、
「
過
去
↓
現
在
1
未
来
」
と
い
う
流
れ
の
な
か
に
、
過
 
 

去
で
も
あ
る
未
来
が
現
在
へ
と
迫
り
来
た
り
、
ひ
い
て
は
過
去
に
向
か
っ
 
 

て
ゆ
く
と
い
う
流
れ
、
す
な
わ
ち
「
未
来
（
過
去
）
 
1
現
在
1
過
去
」
と
 
 

い
う
流
れ
が
混
入
す
る
態
様
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
 
 

示
唆
的
な
の
は
、
長
歌
四
五
冒
頭
部
に
 
「
や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
 
高
 
 

照
ら
す
 
日
の
御
子
 
神
な
が
ら
 
神
さ
び
せ
す
と
 
太
敷
か
す
 
都
を
 
 

置
き
て
」
 
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
上
高
く
照
ら
し
、
神
で
あ
る
が
ま
ま
 
 

に
神
と
し
て
振
舞
い
、
し
か
と
支
配
す
る
都
を
後
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

人
物
と
は
、
全
権
の
掌
接
着
た
る
天
皇
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
で
、
 
 

人
麻
呂
は
、
持
続
支
配
下
に
そ
の
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
現
 
 

実
に
は
い
ま
だ
皇
太
子
で
す
ら
な
い
軽
息
子
を
天
皇
と
し
て
描
い
て
い
 
 

る
。
こ
れ
は
、
軽
皇
子
の
未
来
を
現
在
へ
と
呼
び
こ
む
も
の
で
、
こ
の
呼
 
 

び
こ
み
に
よ
っ
て
、
長
歌
冒
頭
部
は
、
「
未
来
 
（
過
去
）
 
1
現
在
」
と
い
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う
時
間
の
流
れ
に
貿
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
 
 

ば
、
安
靡
野
の
歌
は
、
そ
の
全
体
が
、
「
過
去
1
現
在
↓
未
来
」
 
と
い
う
 
 

流
れ
と
、
「
未
来
 
（
過
去
）
 
1
現
在
1
過
去
」
 
と
い
う
流
れ
と
が
、
交
錯
 
 

し
合
う
時
間
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
間
構
造
 
 

の
も
と
で
、
時
間
は
全
体
と
し
て
円
環
的
な
姿
を
と
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 
 

円
環
は
、
生
起
す
る
諸
事
態
の
永
続
的
な
反
復
を
可
能
に
す
る
。
た
と
え
 
 

ば
、
軽
皇
子
の
皇
位
継
承
は
、
天
武
天
皇
の
即
位
ひ
い
て
は
歴
代
の
全
天
 
 

曳
の
即
位
と
同
一
の
事
態
と
し
て
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
 
 

同
三
遷
性
の
反
復
的
継
受
を
強
調
す
る
王
権
の
論
理
を
歌
の
基
軸
と
す
る
 
 

人
麻
呂
の
手
法
が
、
明
瞭
な
姿
を
と
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
安
靡
野
の
歌
の
時
間
構
造
の
も
と
で
は
、
何
も
の
も
、
 
 

そ
し
て
何
ご
と
も
滅
び
去
る
こ
と
が
な
い
。
す
べ
て
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
 
 

姿
の
ま
ま
に
回
復
さ
れ
、
そ
こ
に
憩
う
も
の
は
自
己
存
在
の
永
締
性
を
味
 
 

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
強
調
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
 
 

し
た
時
間
の
円
環
構
造
は
、
王
権
の
論
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
む
 
 

安
騎
野
の
歌
に
登
場
す
る
人
物
の
な
か
で
王
権
の
論
理
を
一
身
に
体
現
す
 
 

る
の
は
、
天
武
か
ら
草
璧
へ
と
引
き
継
が
れ
た
同
一
霊
性
を
継
受
し
う
る
 
 

立
場
に
立
つ
軽
皇
子
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
人
麻
呂
以
下
遊
猟
の
供
奉
 
 

者
た
ち
は
、
全
霊
を
以
て
奉
仕
す
る
者
と
し
て
軽
皇
子
に
つ
な
が
り
、
軽
 
 

皇
子
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
時
間
の
門
塀
構
造
の
 
 

な
か
に
自
身
を
参
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
麻
呂
は
、
円
環
的
な
時
 
 

間
の
流
れ
に
立
つ
軽
皇
子
の
姿
を
描
き
な
が
ら
、
彼
自
身
と
天
武
皇
統
へ
 
 

の
恭
敬
の
念
を
共
有
す
る
他
の
供
奉
者
た
ち
が
、
い
つ
ま
で
も
皇
辺
に
そ
 
 

の
生
命
を
保
ち
つ
づ
け
る
さ
ま
を
幻
視
し
た
の
だ
っ
た
。
 
 
 

安
靡
野
の
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
麻
呂
が
希
求
し
た
の
は
、
天
皇
 
 

あ
る
い
は
皇
室
を
主
軸
と
し
て
構
築
さ
れ
る
 
「
種
」
的
な
共
同
体
の
構
成
 
 

員
と
し
て
の
自
己
が
、
そ
の
共
同
体
の
永
綿
的
な
共
同
性
の
な
か
に
融
解
 
 

し
、
み
ず
か
ら
も
ま
た
永
続
的
な
存
在
た
り
う
る
こ
と
だ
っ
た
じ
 
そ
の
場
 
 

合
、
追
い
求
め
ら
れ
る
永
続
性
は
、
物
理
的
な
意
味
で
の
身
体
の
存
続
で
 
 

は
な
く
、
霊
的
か
つ
精
神
的
な
次
元
で
の
存
在
性
の
永
存
で
あ
る
。
自
己
 
が
他
の
供
奉
者
た
ち
 

と
と
も
に
、
ど
こ
ま
で
も
滅
び
る
こ
と
の
な
い
存
在
 
 

性
を
保
持
し
う
る
と
い
う
思
い
は
、
人
麻
呂
に
、
そ
し
て
、
彼
の
歌
の
享
 
 

受
者
た
ち
に
幸
福
の
感
覚
を
も
た
ら
し
た
に
適
い
な
い
。
天
皇
あ
る
い
は
 
 

皇
室
を
主
軸
と
す
る
「
種
」
的
共
同
体
の
な
か
で
、
人
麻
呂
の
「
我
」
は
、
 
 

単
独
の
 
「
個
」
 
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
我
々
」
と
、
す
な
わ
ち
 
 

「
樺
」
 
と
血
体
化
し
た
 
「
我
」
 
で
あ
り
、
「
我
々
」
 
（
種
）
 
の
願
望
が
そ
の
 
 

ま
ま
た
だ
ち
に
「
我
」
の
そ
れ
で
も
あ
り
う
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
共
同
主
 
 

観
性
の
な
か
に
ど
こ
ま
で
も
や
す
ら
う
こ
と
の
で
き
る
「
個
」
で
あ
っ
た
。
 
 

人
麻
呂
は
、
こ
う
し
た
「
種
」
 
「
個
」
一
体
の
境
位
に
、
自
己
の
精
神
的
 
 

な
意
味
で
の
幸
福
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
人
麻
呂
は
、
宮
廷
に
在
っ
て
、
宮
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
る
 
 

思
念
や
感
動
を
歌
を
以
て
代
弁
す
べ
き
任
を
帯
び
た
専
門
歌
人
で
あ
っ
 
 

た
い
人
麻
呂
の
実
作
、
い
わ
ゆ
る
人
麻
呂
作
歌
は
、
純
然
た
る
私
的
領
域
 
 

を
も
た
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
妻
の
死
を
嘆
く
と
い
う
よ
う
 
 

な
私
的
な
動
機
を
基
底
に
置
く
歌
 
（
「
泣
血
裳
働
歌
」
巻
二
、
二
〇
七
～
 
 

二
〓
ハ
）
 
で
さ
え
も
、
宮
廷
で
の
感
動
を
代
表
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
 
 

と
に
い
く
た
び
も
綿
密
に
推
敲
さ
れ
た
 
（
し
か
も
、
朝
廷
の
公
の
席
で
公
 
 

表
さ
れ
た
）
。
人
麻
呂
に
と
っ
て
、
「
我
」
 
の
感
動
は
「
我
々
」
 
の
感
動
で
 
 
1
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あ
り
、
「
我
々
」
の
感
動
は
「
我
」
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
 
 

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
種
」
「
個
」
一
体
の
境
位
は
、
人
麻
 
 

呂
の
表
記
法
の
な
か
に
鮮
明
な
形
で
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
す
な
わ
ち
、
 
 

人
麻
呂
は
、
新
休
歌
（
非
略
体
歌
）
 
に
お
い
て
、
ワ
・
ワ
レ
を
表
わ
す
の
 
 

に
「
吾
等
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
村
田
正
博
「
人
麻
呂
の
作
 
 

歌
精
神
」
 
（
『
常
葉
』
第
九
〇
号
）
が
説
く
よ
う
に
、
「
我
」
と
「
我
々
」
 
 

と
の
あ
い
だ
を
裁
然
と
画
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
「
我
々
」
 
の
感
動
 
 

が
「
我
」
 
の
感
動
で
も
あ
る
と
い
う
共
感
の
世
界
を
開
示
す
る
表
記
法
と
 
 

認
め
ら
れ
る
。
「
種
」
的
共
同
体
の
な
か
に
自
身
の
 
「
個
」
を
融
合
さ
せ
 
 

た
人
麻
呂
に
と
っ
て
単
数
の
ワ
・
ワ
レ
は
、
同
時
に
複
数
の
 
「
吾
等
」
で
 
 

も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
個
」
を
共
同
主
観
性
の
う
ち
に
溶
け
こ
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
 
 

わ
ゆ
る
「
代
表
的
感
動
」
 
の
世
界
を
切
り
拓
こ
う
と
し
た
常
葉
人
は
、
人
 
 

麻
呂
ひ
と
り
で
は
な
か
っ
た
。
彼
以
外
の
多
く
の
宮
廷
歌
人
た
ち
（
車
持
 
 

千
年
や
山
部
赤
人
な
ど
）
 
も
、
宮
中
の
賀
宴
や
行
幸
先
の
宴
席
で
、
天
皇
 
 

な
い
し
皇
室
を
頂
点
と
し
て
構
築
さ
れ
た
「
種
」
的
共
同
体
の
弥
栄
を
、
 
 

居
合
わ
せ
た
宮
人
た
ち
の
共
通
の
思
い
、
願
い
と
し
て
祈
念
し
た
。
常
葉
 
 

最
末
期
の
歌
人
大
伴
家
持
は
、
皇
室
の
内
兵
た
る
大
伴
一
族
の
立
場
を
顕
 
 

揚
し
っ
つ
、
「
種
」
的
共
同
体
の
意
思
を
一
身
に
担
っ
て
皇
辺
に
生
命
を
 
 

捧
げ
尽
く
す
こ
と
を
自
ら
の
理
想
と
し
て
表
明
し
た
 
（
「
詔
書
を
賀
く
歌
」
 
 

巻
十
八
、
四
〇
九
四
～
四
〇
九
七
な
ど
参
照
）
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
 
 

常
葉
人
に
と
っ
て
、
「
個
」
が
単
独
の
 
「
個
」
と
し
て
「
種
」
か
ら
隔
絶
 
 

す
る
こ
と
は
、
「
個
」
 
の
在
る
こ
と
の
崩
壊
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
 
 

そ
う
し
た
崩
壊
を
回
避
し
、
「
在
る
こ
と
」
（
存
在
）
を
確
定
す
る
た
め
に
、
 
 

「
種
」
的
共
同
体
の
な
か
で
の
「
個
」
と
「
個
」
の
連
帯
を
追
い
求
め
た
 
 

の
だ
と
い
え
よ
う
。
人
麻
呂
以
下
の
宮
廷
歌
人
た
ち
や
、
家
持
を
は
じ
め
 
 

数
多
の
宮
人
た
ち
が
披
渡
す
る
「
代
表
的
感
動
」
は
、
号
っ
し
た
企
及
の
 
 

端
的
な
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
種
」
的
共
同
体
の
な
か
で
の
「
個
」
と
「
個
」
 
の
連
帯
を
志
向
す
る
 
 

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
・
皇
室
を
中
心
と
し
て
構
築
さ
れ
る
共
同
体
の
 
 

な
か
に
「
我
」
を
融
合
さ
せ
な
が
ら
「
我
」
が
「
我
々
」
で
あ
り
、
「
我
々
」
 
が
「
我
」
で
も
あ
る
と
い
う
境
位
を
切
り
拓
く
こ
と
は
、
共
同
体
と
そ
の
 
 

基
軸
と
し
て
の
天
皇
・
皇
室
の
繁
栄
を
讃
え
る
こ
と
と
重
な
り
合
っ
て
い
 
 

る
。
聖
武
朝
の
下
級
宮
人
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
た
所
以
 
 

で
あ
る
。
 
 

し
る
し
あ
め
つ
ち
 
 
 

み
た
み
 
 
御
民
我
生
け
る
験
あ
り
天
地
の
栄
ゆ
る
時
に
あ
へ
ら
く
思
へ
ば
 
 

（
常
葉
集
巻
六
、
九
九
六
 
海
犬
養
岡
麻
呂
）
 
 

一
首
は
、
天
地
栄
え
る
陛
下
の
大
御
代
に
生
ま
れ
あ
わ
せ
た
幸
せ
を
思
 
 

う
と
、
陛
下
の
御
民
で
あ
る
我
ら
は
生
き
て
い
る
か
い
が
あ
る
と
い
う
も
 
 

の
で
す
、
と
抒
べ
て
、
聖
武
天
皇
の
御
代
の
繁
栄
を
心
底
か
ら
素
直
に
祝
 
 

賀
し
て
い
る
。
あ
る
種
の
政
治
的
視
点
か
ら
、
階
級
意
識
の
非
在
を
根
拠
 
 

に
一
首
を
愚
劣
と
断
ず
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
視
点
は
、
 
 

作
者
海
犬
賛
岡
麻
呂
が
、
ひ
い
て
は
数
多
の
常
葉
人
が
、
独
在
に
よ
る
 
 

「
在
る
こ
と
」
 
（
存
在
）
 
の
瓦
解
を
人
間
に
と
っ
て
の
大
き
な
不
孝
と
と
 
 

ら
え
る
認
識
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
常
葉
人
は
、
「
在
 
 

る
こ
と
」
（
存
在
）
の
瓦
解
を
回
避
し
て
幸
福
を
得
る
た
め
に
は
、
「
個
」
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を
「
柚
」
的
共
同
体
の
な
か
に
憩
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
▼
。
海
犬
 
 

糞
岡
麻
呂
は
、
「
我
、
否
、
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
栄
え
ゆ
く
天
皇
の
御
代
 
 

を
生
き
る
御
民
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
の
も
と
に
、
「
我
」
が
 
「
我
々
」
 
 

で
あ
り
「
我
々
」
が
 
「
我
」
 
で
も
あ
る
と
い
う
境
位
を
切
り
拓
く
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
、
自
己
の
幸
福
を
確
認
し
た
。
そ
れ
が
尖
鋭
な
政
治
意
識
を
欠
い
 
 

た
無
自
覚
な
人
間
の
思
い
こ
み
で
し
か
な
い
と
説
く
者
が
い
る
と
す
れ
 
 

ば
、
彼
は
、
人
間
の
幸
福
観
の
多
岐
性
に
つ
い
て
の
 
「
無
自
覚
」
を
吐
蕗
 
 

し
て
い
る
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
海
犬
費
岡
麻
呂
が
大
き
な
幸
福
と
と
 
 

ら
え
て
そ
こ
に
自
己
の
魂
を
憩
わ
せ
て
い
る
事
柄
は
、
異
様
な
ま
で
に
 
 

「
個
」
 
の
意
識
を
増
幅
さ
せ
た
現
代
人
に
は
と
う
て
い
幸
福
と
は
見
な
し
 
 

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
に
と
っ
て
の
幸
福
を
一
方
向
・
 
 

山
方
面
に
の
み
限
定
す
る
権
利
は
だ
れ
に
も
な
い
。
何
を
も
っ
て
幸
福
と
 
 

な
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
は
、
時
代
思
潮
の
変
化
に
呼
応
し
て
多
様
な
解
 
 

答
を
導
く
だ
ろ
う
。
そ
の
多
様
性
を
特
定
の
価
値
観
の
も
と
に
裁
断
し
て
 
 

ゆ
く
こ
と
は
、
人
知
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
倣
憎
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

五
 
 

現
代
は
多
く
の
「
識
者
」
た
ち
に
よ
っ
て
多
様
な
角
度
か
ら
「
個
」
性
 
 

の
尊
重
が
叫
ば
れ
る
時
代
で
あ
る
。
「
個
」
性
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
個
々
 
 

人
の
人
格
の
多
様
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
個
」
 
 

性
尊
重
の
主
張
に
も
あ
る
確
度
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
各
々
 
 

の
 
「
個
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
な
独
自
の
人
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
 
 

を
十
把
↓
か
ら
げ
に
扱
う
立
場
は
、
専
横
を
示
す
も
の
と
し
て
あ
く
ま
で
 
 

も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
「
U
 
だ
が
、
「
個
」
性
尊
重
 
 

の
立
場
に
立
つ
人
々
が
提
示
す
る
世
界
観
は
、
往
々
に
し
て
あ
る
種
の
異
 
 

常
さ
を
そ
の
内
部
に
窄
む
も
の
で
、
そ
の
異
常
さ
へ
の
気
づ
き
が
欠
落
し
 
 

た
情
況
下
で
そ
う
し
た
世
界
観
が
人
々
の
間
に
浄
透
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
 
 

れ
は
人
間
精
神
が
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

「
個
」
性
尊
意
の
主
張
は
、
概
ね
つ
ぎ
の
よ
う
な
世
界
観
に
立
っ
て
な
 
 

さ
れ
る
ノ
〕
す
な
わ
ち
、
世
界
の
な
か
に
ひ
と
り
投
げ
出
さ
れ
た
本
来
的
に
 
 

孤
立
的
な
「
個
」
が
、
他
の
 
「
個
」
も
し
く
は
「
個
」
た
ち
と
の
あ
い
だ
 
 

に
関
係
性
を
構
築
す
る
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
関
係
が
網
の
目
の
よ
う
に
 
 

張
り
め
ぐ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
本
来
の
 
「
世
界
」
性
を
獲
得
 
 

す
る
と
い
う
世
界
観
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
懐
疑
の
対
象
と
な
り
え
、
 
 

た
だ
懐
疑
す
る
自
己
の
み
が
懐
疑
の
対
象
の
外
側
に
在
る
と
す
る
デ
カ
ル
 
 

ト
の
コ
ギ
ト
以
来
の
西
洋
的
な
伝
統
の
な
か
で
、
「
個
」
を
認
識
の
基
点
 
 

と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
現
代
人
は
、
こ
う
し
た
世
 
 

界
観
の
妥
当
性
を
素
直
に
受
け
と
め
る
。
だ
が
、
こ
の
世
界
観
の
な
か
で
、
 
 

異
に
「
世
界
」
性
を
も
っ
た
世
界
を
構
築
す
る
た
め
の
原
点
と
し
て
措
定
 
 

さ
れ
る
、
孤
立
し
た
 
「
個
」
は
、
現
実
の
な
か
に
事
実
的
な
対
応
物
を
所
 
 

有
す
る
概
念
で
は
な
い
。
管
見
で
は
、
現
実
の
 
「
世
界
」
 
の
な
か
の
ど
こ
 
 

に
も
見
当
ら
な
い
孤
立
的
な
「
個
」
を
世
界
把
握
の
原
拠
と
し
て
立
て
る
 
 

と
こ
ろ
に
、
こ
の
世
界
観
の
異
常
性
が
存
す
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
 
 

そ
う
し
た
異
常
性
に
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
孤
立
的
な
 
「
個
」
 
の
人
格
上
 
 

の
本
来
性
を
強
調
す
る
態
度
は
、
一
見
妥
当
性
を
帯
び
る
か
に
見
え
て
、
 
 

そ
の
じ
つ
偏
頗
な
も
の
で
し
か
な
い
。
 
 
 

「
個
」
性
尊
重
の
主
張
に
お
い
て
、
「
個
」
は
他
の
何
も
の
に
も
先
駆
け
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て
存
在
す
る
と
さ
れ
る
″
 
そ
の
先
駆
性
こ
そ
が
、
「
個
」
性
が
重
ん
じ
ら
 
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厳
大
の
根
拠
と
臼
さ
れ
て
い
る
い
－
し
か
し
、
ほ
ん
 
 

と
う
に
「
個
」
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
先
立
つ
の
だ
ろ
う
か
′
 
も
し
先
 
 

立
つ
と
す
れ
ば
二
1
憫
」
は
」
切
の
問
係
性
と
無
線
な
も
の
と
し
て
単
独
 
 

に
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
だ
が
、
他
の
何
も
の
と
も
関
係
を
も
つ
 
 

こ
と
な
く
、
単
独
に
、
そ
し
て
独
自
に
生
ま
れ
た
 
「
個
」
 
な
ど
と
い
う
も
 
 

の
は
、
た
だ
物
語
上
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
仮
構
の
存
在
で
し
か
な
い
 
 
 

現
実
的
に
考
え
て
み
よ
う
 
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
二
人
で
、
先
夜
す
 
 

る
事
物
と
無
関
係
に
、
単
独
に
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
 
「
ポ
＝
」
と
し
か
い
 
 

よ
う
が
な
い
 
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
現
代
人
の
大
半
は
、
産
院
で
、
 
 

あ
る
い
は
助
療
婦
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
か
ら
 
 

だ
ノ
産
院
は
、
「
種
冊
的
共
同
体
内
の
一
組
織
と
し
て
横
暴
さ
れ
た
社
会
 
 

的
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
助
産
婦
は
、
「
種
」
的
共
同
体
に
よ
っ
て
そ
 
 

の
職
能
を
公
認
さ
れ
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
 
 

は
、
ひ
と
り
で
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
る
瞬
間
に
す
で
に
、
 
 

「
穐
」
的
共
同
体
内
の
、
網
の
目
の
よ
う
な
、
極
経
で
多
様
な
関
係
性
の
 
 

な
か
に
参
入
し
て
い
る
の
が
、
生
ま
れ
る
と
い
う
事
態
に
ま
つ
わ
る
わ
た
 
 

し
た
ち
の
本
来
的
態
様
で
あ
る
じ
あ
る
い
は
、
自
分
は
、
産
院
で
は
生
ま
 
 

れ
な
か
っ
た
し
、
助
産
婦
の
手
も
借
り
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
者
が
い
る
 
 

か
も
し
れ
な
い
し
 
し
か
し
、
そ
の
場
ム
‖
で
も
や
は
り
、
そ
う
主
張
す
る
老
 
 

が
既
存
の
関
係
性
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
疲
は
、
 
 

身
体
性
な
き
存
在
か
ら
で
は
な
く
、
現
実
の
具
体
的
存
在
者
と
し
て
の
母
 
 

親
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
か
り
に
彼
の
誕
生
後
の
生
が
、
母
親
以
外
 
 

の
す
ぺ
て
の
存
在
暑
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
 
 

も
彼
の
生
誕
の
瞬
間
に
、
彼
の
「
個
」
に
柑
し
て
、
被
と
母
廠
と
の
関
係
 
 

が
先
行
す
る
こ
と
だ
け
は
疑
え
な
い
か
ら
で
あ
る
 
 
 

わ
た
し
た
ち
の
生
誕
に
関
す
る
こ
の
事
実
は
、
「
憫
」
が
す
べ
て
に
先
 
 

立
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「
個
」
 
の
存
在
は
、
 
 

あ
き
ら
か
に
関
係
も
し
く
は
関
係
の
総
体
に
綾
位
す
る
L
関
係
も
し
く
は
 
 

関
係
の
総
体
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
「
種
」
的
共
同
穣
に
よ
っ
て
構
築
さ
 
 

れ
る
 
い
ま
か
り
に
「
穫
」
的
共
同
体
を
単
に
「
種
」
と
の
み
呼
ぶ
と
す
 
 

れ
ば
、
「
個
」
に
対
し
て
は
「
種
」
が
い
つ
も
す
で
に
先
立
っ
て
い
る
こ
 
 

と
に
な
ろ
う
：
「
個
」
が
生
ま
れ
る
の
は
、
「
種
」
に
あ
る
機
の
裂
目
が
生
 
 

じ
、
そ
の
間
隙
を
縫
っ
て
「
種
」
の
な
か
に
内
包
さ
れ
た
非
「
樽
」
的
な
 
 

何
か
が
分
岐
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
一
時
と
し
て
、
「
椰
」
は
、
 
 

分
岐
に
よ
っ
て
生
ま
れ
出
た
叩
個
」
に
対
し
て
、
規
制
的
に
機
能
す
る
 
 

「
個
」
は
そ
の
規
制
に
対
し
て
自
己
の
独
自
性
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
 

そ
こ
に
生
ず
る
 
「
種
」
「
個
」
間
の
葛
藤
の
な
か
で
、
権
能
に
お
い
て
優
 
 

位
に
立
つ
 
「
械
」
が
「
個
」
を
庄
摂
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
 
 

「
個
」
性
尊
重
の
主
張
は
意
味
を
も
つ
。
 
 
 

「
種
」
「
個
」
の
対
立
・
葛
藤
は
、
「
種
」
自
体
の
う
ち
に
非
「
種
」
的
 
 

な
要
素
が
内
合
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
弁
証
法
的
な
様
穐
を
示
す
＝
非
「
椰
」
 
 

性
（
「
個
」
性
）
 
は
「
穐
」
自
体
の
自
己
否
定
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 
 

「
種
」
か
ら
非
「
種
」
 
へ
の
移
行
は
、
「
種
」
性
を
抱
え
持
っ
た
非
「
械
」
 
 

（
「
個
」
）
 
の
「
種
」
に
対
す
る
反
定
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 
 

よ
う
に
、
「
種
」
「
個
」
問
の
対
立
・
葛
藤
が
「
定
立
－
反
定
立
」
の
関
係
 
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
の
「
総
合
」
 
 

の
段
階
が
予
想
さ
れ
る
。
い
ま
か
り
に
、
「
社
会
存
在
の
論
理
」
以
下
の
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連
の
 
「
種
の
論
理
論
文
」
 
（
全
集
第
六
巻
）
 
に
お
い
て
川
辺
元
が
説
く
 
 

と
こ
ろ
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
「
械
」
 
「
個
」
 
の
矛
盾
・
対
た
を
直
腸
∵
総
 
 

合
す
る
も
の
と
し
て
 
「
類
」
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
「
類
」
 
 

と
は
、
「
種
」
性
と
「
個
」
性
と
を
否
定
的
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

成
る
も
の
で
、
人
類
的
規
模
で
の
人
間
の
共
在
を
希
求
す
る
理
念
に
支
え
 
 

ら
れ
た
人
頓
的
国
家
で
あ
る
。
田
辺
の
 
「
種
の
論
理
」
 
に
よ
れ
ば
、
「
額
」
 
 

は
相
互
に
矛
盾
・
対
立
す
る
「
械
」
と
「
個
」
と
に
よ
る
媒
介
か
ら
濁
離
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
々
に
し
て
 
「
個
」
に
対
し
て
威
圧
的
で
拘
東
的
 
 

で
し
か
な
い
 
「
穐
」
 
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
う
。
「
柁
」
と
化
し
た
「
類
」
 
 

は
ふ
た
た
び
「
個
」
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
、
こ
こ
に
、
「
樽
1
個
 
 

1
顎
1
種
1
個
1
璃
…
」
と
い
う
無
限
の
弁
証
法
的
運
動
が
起
こ
る
 

も
と
よ
り
、
小
稿
が
考
察
し
た
商
葉
人
の
論
理
に
は
、
こ
う
し
た
餞
雑
 
 

な
弁
証
法
的
運
動
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
∴
兄
、
繭
薬
人
は
、
 
 

「
樺
」
性
が
非
「
種
」
性
を
肇
み
、
そ
こ
に
 
「
個
」
が
分
岐
す
る
契
機
が
 
 

あ
る
こ
と
を
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
種
」
 
 

の
内
部
で
の
 
「
我
」
と
「
我
々
」
と
の
一
体
性
の
う
ち
に
人
間
の
事
福
を
 
 

兄
い
だ
そ
う
と
す
る
騎
乗
人
の
考
え
方
は
、
論
理
的
に
未
開
な
人
々
の
素
 
 

朴
な
宰
福
観
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
小
稲
は
、
先
 
 

在
す
る
「
稽
」
と
後
位
す
る
「
個
」
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
薗
嚢
人
が
 
 

ま
っ
た
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
律
令
制
と
い
う
膨
大
な
官
 
 

僚
体
制
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
「
伴
の
緒
」
意
識
を
基
軸
と
す
る
 
 

白
鳳
時
代
以
前
の
 
「
種
」
的
共
同
体
が
崩
壊
し
っ
つ
在
る
姿
を
日
の
あ
た
 
 

り
に
し
た
大
伴
家
持
は
、
古
来
の
共
同
体
に
固
執
す
る
自
己
が
、
そ
の
守
 
 

旧
性
の
ゆ
え
に
新
た
な
共
同
体
 
（
「
種
」
）
 
と
の
あ
い
だ
に
緊
張
関
係
を
も
 
 た

ぎ
る
を
え
な
い
こ
と
を
痛
切
に
実
感
し
て
い
た
二
鼠
絹
的
に
彼
に
よ
っ
 
 

て
編
纂
さ
れ
た
ら
し
い
蘭
葵
髄
は
、
そ
う
し
た
実
感
を
心
理
的
に
補
蟻
す
 
 

る
貝
（
慰
撫
の
具
、
悲
し
き
玩
具
）
 
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
 
 

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
家
持
が
理
想
と
し
た
白
鳳
皇
権
の
後
期
を
宮
廷
歌
人
 
 

と
し
て
生
き
た
柿
本
人
麻
呂
に
も
、
「
柏
」
件
の
裂
日
を
凝
視
す
る
眼
差
 
 

し
が
あ
っ
た
。
 
 
 

既
述
の
ご
と
く
、
人
麻
呂
の
新
体
歌
（
非
略
体
歌
）
 
は
ワ
・
ワ
レ
を
表
 
 

記
す
る
の
に
「
吾
等
」
を
開
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
「
我
」
と
 
 

「
我
々
」
と
の
共
感
の
世
界
の
定
立
を
碓
示
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
と
こ
 
 

ろ
が
、
新
体
駄
よ
り
も
古
層
に
臓
す
る
古
体
歌
 
（
略
体
歌
）
 
で
は
、
ワ
・
 
 

ワ
レ
を
表
記
す
る
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
「
吾
」
が
閃
い
ら
れ
、
そ
こ
に
「
吾
 
 

等
」
と
い
う
語
を
見
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
稲
岡
桝
二
 
「
萬
葉
集
へ
 
 

の
案
内
（
二
）
」
 
（
和
欧
文
学
大
系
『
繭
薬
療
⊥
二
）
』
）
 
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
 
 

に
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

古
林
歌
は
集
団
の
〝
共
感
の
世
界
″
に
近
く
、
「
畜
」
 
の
心
を
歌
う
 
 

こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
吾
等
」
 
の
心
に
通
じ
、
「
吾
等
」
 
の
た
め
に
こ
 
 

そ
「
蕗
」
 
の
歌
も
あ
る
と
い
う
、
集
団
と
個
と
の
問
の
信
憑
性
が
高
 
 

く
保
た
れ
た
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
た
た
め
に
、
「
吾
」
を
「
高
等
」
 
 

と
区
別
し
て
表
現
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
 

「
酋
」
と
「
吾
等
」
と
が
未
分
化
な
の
で
す
。
 
 

言
い
換
え
る
と
、
歌
が
集
団
の
、
「
高
等
」
 
の
〝
共
感
の
世
界
″
 
 

か
ら
個
の
 
「
吾
」
 
の
側
へ
の
傾
き
を
大
き
く
し
始
め
た
時
に
、
は
じ
 
 

め
て
そ
の
〝
共
感
の
世
界
″
が
顧
み
ら
れ
、
意
識
化
さ
れ
、
「
高
等
」
 
 
1
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言
霊
へ
の
信
仰
の
衰
微
が
、
逆
に
言
霊
の
存
在
に
関
す
る
自
覚
を
昂
じ
 
 

さ
せ
た
よ
う
に
、
「
我
」
は
 
「
我
々
」
で
も
あ
り
「
我
々
」
は
「
我
」
 
で
 
 

も
あ
る
と
い
う
思
い
の
稀
薄
化
が
、
ワ
・
ワ
レ
を
表
わ
す
際
に
敢
え
て
 
 

「
酋
等
」
と
い
う
襲
記
を
選
ば
せ
た
の
だ
、
と
柿
間
氏
は
い
う
。
卓
見
と
 
 

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
の
活
動
期
は
、
律
令
官
制
の
萌
芽
・
成
立
 
 

期
に
更
な
る
。
そ
れ
は
、
古
来
の
 
「
種
」
的
共
同
体
が
瓦
解
し
て
ゆ
く
時
 
 

期
で
も
あ
っ
た
。
地
縁
・
血
縁
的
な
「
種
」
的
共
同
体
が
綻
び
を
見
せ
は
 
 

じ
め
る
姿
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
と
き
、
人
麻
呂
は
、
そ
こ
に
憩
う
こ
と
 
 

に
幸
福
を
見
い
だ
す
視
点
に
立
っ
て
、
敢
え
て
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
「
共
 
 

感
の
世
界
」
を
回
復
し
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
体
歌
を
詠
み
か
 
 

つ
収
集
し
て
い
た
頃
の
、
い
ま
だ
「
共
感
の
世
界
」
が
躍
動
し
て
在
る
 
 

情
況
の
も
と
で
は
、
人
麻
呂
は
、
「
吾
」
と
記
し
さ
え
す
れ
ば
、
彼
我
↓
 
 

体
的
な
境
位
を
端
的
に
表
出
し
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
律
令
官
制
の
展
開
と
 
 

と
も
に
、
「
共
感
の
世
界
」
が
消
え
去
り
ゆ
く
新
体
歌
時
代
の
人
麻
呂
は
、
 
 

「
吾
等
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
以
外
に
、
彼
我
一
体
的
境
位
を
い
い
表
 
 

わ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
「
で
き
な
い
」
と
い
う
思
い
が
、
「
種
」
 
 

性
の
裂
日
を
見
据
え
る
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
に
強
 
 

調
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
薗
菓
の
時
代
は
、
「
種
」
性
の
製
目
か
ら
「
個
」
が
分
 
 

」q  

と
い
う
表
記
を
生
み
出
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
あ
た
か
も
「
言
 
 

霊
」
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
の
衰
え
が
、
〝
言
霊
″
の
存
在
に
関
す
る
 
 

自
覚
を
呼
び
醒
ま
し
、
人
麻
呂
や
憶
良
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
よ
う
に
 
 

（
五
二
八
～
五
二
九
ペ
ー
ジ
）
 
 

宜
し
っ
つ
あ
つ
時
代
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
「
個
」
は
「
種
」
と
の
あ
い
 
 

だ
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
緊
張
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
 
 

う
し
た
緊
張
関
係
に
明
瞭
に
 
（
現
代
人
ほ
ど
に
は
）
 
意
識
を
及
ぼ
す
こ
と
 
 

が
で
き
な
か
っ
た
常
葉
人
が
、
「
穐
」
の
た
だ
な
か
に
「
個
」
を
融
解
さ
 
 

せ
よ
う
と
企
て
る
姿
に
接
す
る
と
き
、
人
は
、
そ
れ
を
退
嬰
と
見
る
か
も
 
 

し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
「
個
」
性
の
横
．
を
時
代
の
要
諦
と
し
て
称
揚
す
 
 

る
現
代
人
に
と
っ
て
、
常
葉
人
の
そ
う
し
た
姿
は
、
「
個
」
に
つ
い
て
の
 
 

無
自
覚
性
の
発
露
と
し
て
嘲
笑
す
べ
き
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
 
 

た
し
た
ち
現
代
人
は
、
自
己
の
心
の
奥
底
に
、
「
種
」
的
共
同
体
も
し
く
 
 

は
共
同
体
的
な
性
格
を
内
合
す
る
事
物
へ
の
憧
憬
が
存
し
な
い
と
断
言
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
穐
」
的
共
同
体
の
名
残
を
と
ど
め
た
風
 
 

景
を
眺
め
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
の
心
に
か
す
か
な
や
す
ら
ぎ
や
慰
め
を
 
 

も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
種
」
的
共
同
体
に
回
帰
す
る
方
向
性
 
 

の
な
か
に
、
わ
た
し
た
ち
の
将
来
へ
の
展
望
が
開
か
れ
う
る
可
能
性
を
暗
 
 

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
傭
存
し
て
い
た
が
、
い
ま
 
 

は
瓦
解
し
っ
つ
あ
る
事
物
。
そ
の
事
物
の
か
つ
て
の
姿
を
鮮
明
に
脳
裏
に
 
 

浮
か
べ
な
が
ら
、
過
ぎ
去
っ
た
時
と
「
い
ま
」
と
の
あ
い
だ
の
隔
壁
が
取
 
 

り
除
か
れ
る
さ
ま
を
希
求
す
る
。
そ
う
い
う
態
度
の
う
ち
に
も
人
間
の
幸
 
 

福
は
存
し
う
る
。
常
葉
人
は
、
「
我
－
汝
」
関
係
の
定
立
を
追
求
す
る
歌
々
 
 

を
介
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
我
」
と
「
我
々
」
と
が
合
一
す
る
機
位
を
模
 
 

索
す
る
歌
々
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
む
か
っ
て
、
そ
う
語
り
か
け
 
 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

（
二
〇
〇
二
年
年
八
月
二
五
日
稿
、
二
〇
〇
六
年
叫
二
月
二
〇
日
補
）
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※
小
稿
は
、
琴
二
十
三
回
公
共
哲
学
京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
口
頭
発
表
を
 
 
 

基
に
し
て
成
っ
た
。
内
容
は
、
口
頭
発
表
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
な
ぞ
っ
 
 
 

て
い
る
が
、
そ
の
際
参
加
者
各
位
か
ら
頂
戴
し
た
貴
重
な
示
唆
を
生
か
 
 
 

す
方
向
で
、
部
分
的
に
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
い
と
う
・
す
す
む
 
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
）
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