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忘
れ
得
ぬ
も
の

　
抒
情
と
郷
愁
。
と
も
に
深
く
、
そ
の
人
の
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
抒
情
は
主
観
の
吐
露
だ
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
か
ぎ
り
な
く
自
己
の
底
へ

降
り
て
ゆ
く
孤
独
な
道
の
り
が
あ
る
。
郷
愁
は
遠
く
離
れ
て
ふ
る
さ
と
を
思

う
心
だ
が
、
そ
れ
は
二
度
と
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
喪
失
感
に
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
世
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
、
決
定
的
な
故
郷
喪
失
で
あ
る
と

い
う
自
覚
、
ま
た
、
わ
ず
か
で
も
外
界
に
触
れ
る
と
傷
つ
き
、
自
己
の
内
へ

屈
折
す
る
し
か
な
い
鋭
敏
な
感
性
は
、
詩
人
の
生
ま
れ
る
土
壌
で
あ
る
。

　
詩
人
と
は
、
詩
を
書
く
人
だ
け
を
言
う
の
で
は
な
い
。
文
学
の
I
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
の
詩
作
は
な
く
と
も
、
そ
の
精
神
の
あ
り
か
、
表
現
の
営
み
の
過

程
に
、
抒
情
と
郷
愁
、
喪
失
と
悲
傷
の
綾
が
織
り
こ
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
人

は
す
ぐ
れ
て
詩
人
た
る
資
質
を
も
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
日
本
の
映
画
界
に
一

時
期
を
画
し
た
木
下
恵
介
監
督
（
一
九
一
二
－
一
九
九
九
）
も
そ
の
一
人
で

あ
る
。

　
木
下
恵
介
の
作
品
で
は
、
ひ
と
り
の
女
教
師
（
高
峰
秀
子
）
と
分
教
場
の

十
二
人
の
生
徒
と
の
交
流
を
描
い
た
『
二
十
四
の
瞳
』
（
昭
和
二
十
九
年
、
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一
九
五
四
）
が
ま
ず
代
表
作
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
壷
井
栄
の
原

う6
2
　
　
作
に
も
と
づ
き
、
戦
前
・
戦
後
の
歴
史
の
流
れ
を
小
豆
島
に
住
む
庶
民
の
哀

ぐ
　
　
歓
と
し
て
と
ら
え
、
社
会
現
象
と
言
え
る
ほ
ど
の
共
感
を
得
た
。
小
豆
島
で

　
　
　
の
長
期
ロ
ケ
に
よ
る
こ
の
作
品
は
、
素
人
の
少
年
少
女
を
起
用
し
た
配
役
と

　
　
　
も
あ
い
ま
っ
て
、
自
然
と
い
う
こ
と
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
ま
た
そ
れ
が
可

　
　
　
能
な
時
代
だ
っ
た
。
後
年
、
同
じ
木
下
恵
介
の
脚
本
で
再
映
画
化
が
な
さ
れ

　
　
　
て
い
る
が
、
小
豆
島
の
風
景
も
変
わ
り
、
も
う
ロ
ン
グ
ー
シ
ョ
ッ
ト
（
遠

　
　
　
景
）
や
横
移
動
に
よ
る
撮
影
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
『
二
十
四
の
瞳
』
を
流
れ
る
時
間
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
戦

徹
　
後
に
い
た
る
ま
で
の
ほ
ぼ
二
十
年
間
で
あ
る
。
映
画
が
撮
影
さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
五
年
ほ
ど
あ
と
に
な
る
。
昭
和
ニ
ト
年
（
一
九
四
五
）
の

木
　
終
戦
を
は
さ
ん
で
ヽ
日
本
と
い
う
国
は
大
き
く
変
わ
り
ヽ
人
々
の
生
活
も
価

々
　
　
値
観
も
根
本
的
な
変
化
を
強
い
ら
れ
た
。
戦
後
の
虚
脱
と
混
乱
か
ら
よ
う
や

左
　
　
く
立
ち
直
り
、
人
々
の
暮
ら
し
に
も
や
や
余
裕
が
出
て
き
た
こ
ろ
に
、
『
二

イ　
　
　
十
四
の
瞳
』
は
製
作
さ
れ
て
い
る
。
国
敗
れ
て
山
河
あ
り
。
小
豆
島
の
山
と

　
　
　
海
の
風
景
は
そ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
。
ま
た
、
戦
前
・
戦
後
を
通
し
て
変

　
　
　
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
の
心
が
、
大
石
先
生
と
十
二
人
の
子
供
た
ち
、

　
　
　
師
弟
の
交
流
の
な
か
に
再
発
見
さ
れ
た
。

　
　
　
　
『
二
十
四
の
瞳
』
の
与
え
た
感
動
は
、
反
戦
思
想
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
次

　
　
　
元
の
こ
と
で
は
な
い
。
戦
争
の
悲
惨
さ
は
、
身
内
に
戦
死
者
を
か
か
え
、
み

　
　
　
ず
か
ら
も
戦
火
を
あ
び
た
国
民
一
人
一
人
が
、
具
体
的
に
記
憶
し
て
い
た
時

　
　
　
代
で
あ
る
。
出
征
す
る
教
え
子
を
見
送
る
大
石
先
生
の
心
境
は
、
そ
の
ま
ま

　
　
　
観
客
だ
れ
し
も
の
体
験
で
あ
っ
た
。
歴
史
と
運
命
の
奔
流
か
ら
身
を
引
い
て
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
批
判
を
く
だ
す
に
は
、
戦
禍
そ
の
も
の
が
ま
だ
昨
日
の

こ
と
の
よ
う
に
生
々
し
か
っ
た
。

　
人
々
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、
取
り
返
し
よ
う
の
な
い
時
間
を
つ
ら
ぬ
い

て
、
今
こ
こ
を
生
き
る
勇
気
で
あ
っ
た
。
『
二
十
四
の
瞳
』
の
大
石
先
生
は
、

貧
し
さ
の
た
め
に
学
校
を
や
め
る
子
供
や
戦
死
し
た
教
え
子
の
た
め
に
、
い

く
ど
も
涙
を
流
す
。
こ
の
涙
の
弱
さ
と
無
力
を
指
摘
す
る
批
評
は
多
い
。
し

か
し
、
観
客
は
た
ぶ
ん
、
そ
こ
に
共
感
と
慰
め
と
、
そ
し
て
一
種
の
浄
化
を

見
い
だ
し
た
。
涙
と
い
う
も
の
は
、
古
来
、
人
類
の
歴
史
と
と
も
に
、
そ
れ

も
一
人
一
人
の
人
生
と
と
も
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
戦
前
・
戦

後
を
通
し
て
変
わ
ら
な
い
山
や
海
の
美
し
さ
と
同
じ
く
、
日
本
人
の
心
に
普

遍
的
な
も
の
、
い
わ
ば
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
呼
び
覚
ま
し
た
。
『
二
十
四

の
瞳
』
の
描
い
た
「
自
然
」
と
コ
涙
」
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
氾
濫
す
る
な

か
に
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
い
日
本
の
心
を
さ
し
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
三
十
年
代
、
四
十
年
代
と
日
本
の
経
済
は
発
展
を
つ
づ
け
、
今

や
生
活
水
準
は
、
当
時
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
向
上
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
同
時
に
、
「
自
然
」
の
破
壊
と
コ
朕
」
の
喪
失
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
る
恐
れ
も
な
く
、
飢
え
に
苦
し
む
こ
と
も
な
い
、
平
和

で
豊
か
な
今
日
、
人
々
の
心
は
む
し
ろ
、
日
本
の
山
河
と
同
じ
よ
う
に
、
潤

い
を
な
く
し
、
す
さ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
二
十
四
の
瞳
』
よ
り
一
年
あ
と
の
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
、
木
下
恵

介
は
、
信
州
の
自
然
を
背
景
に
、
抒
情
詩
の
よ
う
な
美
し
い
作
品
を
撮
っ
た
。

伊
藤
左
千
夫
の
原
作
『
野
菊
の
墓
』
に
よ
る
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
で
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あ
る
。

　
十
五
歳
の
少
年
・
政
夫
（
田
中
晋
二
）
と
十
七
歳
の
い
と
こ
・
民
子
（
有

田
紀
子
）
の
淡
い
初
恋
は
、
稔
る
こ
と
な
く
夕
べ
の
雲
の
よ
う
に
は
か
な
く

消
え
る
。
今
日
、
二
歳
の
年
の
差
が
障
害
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま

た
十
代
の
恋
の
や
り
と
り
も
は
る
か
に
進
ん
で
い
る
が
、
明
治
三
十
年
ご
ろ

の
話
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
原
作
者
・
伊
藤

左
千
夫
自
身
の
体
験
で
あ
る
。

　
映
画
は
、
広
い
ゆ
る
や
か
な
川
を
舟
で
の
ぼ
る
老
人
（
笠
智
衆
）
の
姿
で

始
ま
る
。

　
舟
を
漕
ぎ
な
が
ら
、
船
頭
が
「
そ
れ
で
も
あ
ん
た
さ
ん
は
、
ま
だ
耳
が
遠

く
な
く
て
い
い
わ
。
お
幾
つ
に
な
ん
な
さ
る
ね
」
と
た
ず
ね
る
と
、
老
人
は
、

　
「
も
う
七
十
三
で
す
も
の
。
耳
や
眼
は
い
い
方
で
す
が
、
何
か
と
弱
り
ま

し
て
な
。
も
う
孫
が
来
年
は
大
学
を
出
る
ん
で
す
も
の
、
弱
る
は
ず
で
す
」

　
「
呑
気
な
、
い
い
ご
身
分
で
す
ね
」

　
「
い
い
え
、
や
っ
ぱ
り
戦
争
で
ひ
ど
い
目
に
会
い
ま
し
て
、
や
っ
と
こ
の

頃
で
す
。
こ
う
や
っ
て
出
ら
れ
る
の
は
。
…
…
死
ぬ
前
に
も
う
一
度
来
た
い

来
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

　
「
舟
で
お
行
き
に
な
り
た
い
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
た
、
ど
う

い
う
物
好
き
な
お
大
か
と
思
い
ま
し
た
。
便
利
な
汽
車
が
い
く
ら
で
も
走
っ

て
お
り
ま
す
も
の
な
」

　
「
私
の
子
供
の
頃
は
舟
だ
け
で
し
た
か
ら
ね
。
こ
の
川
を
行
っ
た
り
来
た

り
、
思
い
出
し
ま
す
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
」

　
そ
れ
か
ら
、
老
人
の
生
家
の
こ
と
に
話
は
移
り
、
旧
家
で
あ
っ
た
斎
藤
家

も
、
農
地
改
革
の
あ
と
は
誰
も
住
む
者
が
な
く
荒
れ
放
題
だ
と
聞
か
さ
れ
る
。

　
静
か
な
櫓
の
音
、
光
る
波
。

　
老
人
の
独
白
が
つ
づ
く
。

　
「
秋
が
来
る
と
、
私
は
ど
う
も
思
い
出
し
ま
す
。
何
分
に
も
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
も
う
六
十
年
も
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
で
す
か
ら
、
細
か
い
こ

と
は
多
く
は
憶
え
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
心
も
ち
は
今
も
な
お
、
昨
日
の
こ

と
の
よ
う
に
…
…
｝
夭
わ
な
い
で
下
さ
い
。
老
い
先
の
短
い
年
寄
り
に
は
昔
の

夢
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
も
の
」

　
と
こ
ろ
で
、
原
作
『
野
菊
の
墓
』
の
書
き
出
し
は
「
後
の
月
と
い
う
時
分

が
来
る
と
、
ど
う
も
思
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
幼
な
い
訳
と
は
思
う
が
何

分
に
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
う
十
年
余
も
過
ぎ
去
っ
た
昔
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
細
か
い
事
実
は
多
く
は
覚
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
心
持
ち
だ

け
は
今
な
お
昨
日
の
如
く
、
そ
の
時
の
事
を
考
え
て
る
と
、
全
く
当
時
の
心

持
に
立
ち
返
っ
て
、
涙
が
留
め
ど
な
く
湧
く
の
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
野
菊
の
墓
』
は
歌
人
・
伊
藤
左
千
夫
の
最
初
の
小
説
で
、
明
治
三
十
九

年
（
一
九
〇
六
）
雑
誌
『
ホ
ト
ギ
ス
』
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
年
、
作
者
は

四
十
三
歳
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
ほ
ぼ
五
十
年
後
、
木
下
恵
介
は
主
人
公
を
七

十
三
歳
に
し
て
、
脚
本
化
し
た
。
舞
台
も
、
矢
切
り
の
渡
し
の
あ
る
下
総
か

ら
信
州
に
移
し
て
い
る
。

　
主
人
公
の
年
齢
を
、
伊
藤
左
千
夫
が
原
作
を
書
い
た
年
よ
り
も
三
十
歳
多

く
し
た
の
は
、
映
画
が
作
ら
れ
た
当
時
の
年
代
に
近
づ
け
る
た
め
で
あ
る
が
、

ま
た
、
十
五
歳
の
と
き
の
初
恋
の
思
い
出
が
そ
の
後
の
長
い
歳
月
を
染
め
上

げ
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
も
あ
る
。
老
い
て
な
お
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な

-
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い
思
い
出
を
た
ど
る
べ
く
、
往
時
と
同
じ
舟
と
い
う
交
通
手
段
で
故
郷
を
た

I6
4
　
　
ず
ね
る
。
死
ぬ
前
に
ぜ
ひ
も
う
一
度
、
田
心
い
出
の
地
を
お
と
ず
れ
た
い
。
細

ぐ
　
　
か
い
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
心
持
ち
だ
け
は
今
な
お
昨
日
の
如
く
、
と

　
　
　
い
わ
れ
て
い
る
。
六
ト
年
の
歳
月
を
経
て
も
、
そ
の
人
を
想
い
、
心
を
傾
け
、

　
　
　
と
き
に
揺
れ
動
い
た
切
な
さ
は
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。

　
　
　
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
人
生
、
結
局
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た

　
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
民
子
は
、
意
に
添
わ
ぬ
縁
談
を
す
す
め
ら
れ
、
初
め
か
た
く
な
に
拒
ん
で

　
　
　
い
た
が
、
政
夫
の
母
（
杉
村
春
子
）
の
「
だ
け
ど
民
や
、
お
前
が
そ
う
強
情

徹
　
　
張
る
の
も
政
夫
の
と
こ
ろ
へ
来
た
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
私

　
　
　
が
不
承
知
だ
か
ら
ね
。
お
前
が
木
屋
金
さ
ん
の
縁
談
を
断
ろ
う
が
ど
う
し
よ

木
　
　
う
が
ヽ
と
に
か
く
ヽ
政
夫
と
一
緒
に
さ
せ
る
な
ん
て
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら

々
　
　
ね
」
と
い
う
強
い
言
葉
に
、
自
分
の
な
か
で
何
か
が
ぶ
つ
り
と
切
れ
る
の
を

　
　
　
　
政
夫
の
母
が
ま
ず
、
み
ん
な
の
待
っ
て
い
る
階
下
に
降
り
、
や
が
て
民
子

　
　
　
が
降
り
て
く
る
。
カ
メ
ラ
は
こ
こ
で
、
一
段
一
段
、
民
子
の
着
物
の
裾
と
足

　
　
　
も
と
だ
け
を
追
う
。
踏
み
し
め
確
か
め
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
め
と
覚
悟
で

　
　
　
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
流
産
の
あ
と
病
い
に
倒
れ
、
実
家
に
帰
さ
れ
亡
く
な
る

　
　
　
ま
で
、
民
子
は
民
子
自
身
を
生
き
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
民
子
の
祖
母
（
浦
辺
粂
子
）
が
階
段
を
降
り
て
き
た
民
子
に
向
か
っ
て
言

　
　
　
　
「
民
子
、
政
夫
の
こ
と
は
忘
れ
る
ん
だ
な
、
わ
し
が
よ
う
く
知
っ
て
る
か

　
　
　
ら
な
」

　
民
子
の
両
親
と
姉
が
、
こ
れ
で
民
子
も
幸
せ
に
な
り
、
四
方
八
方
ま
る
く

収
ま
る
と
喜
ん
で
い
る
と
、
祖
母
は
、

　
「
か
ね
、
お
前
ら
み
ん
な
で
そ
う
し
て
喜
ん
ど
る
が
、
お
前
だ
っ
て
民
子

の
お
袋
じ
ゃ
ろ
が
」

　
「
何
を
言
い
出
す
ん
だ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

　
「
ち
っ
た
あ
民
子
の
身
に
も
な
っ
て
や
れ
」

　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
め
で
た
か
な
い
の
」

　
「
あ
あ
あ
、
め
で
た
い
よ
、
め
で
た
い
よ
。
だ
け
ど
な
、
み
ん
な
も
聞
い

と
け
な
あ
、
わ
し
は
今
年
六
十
に
な
っ
た
け
ど
な
、
六
十
年
、
生
き
て
き
た

間
で
何
か
一
番
嬉
し
か
っ
た
か
と
言
う
と
な
、
死
ん
だ
お
じ
い
さ
ん
と
一
緒

に
な
れ
た
と
き
ぐ
ら
い
、
こ
ん
な
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
も
ん
な
。

わ
し
は
そ
れ
だ
け
で
も
こ
の
世
に
出
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
と
る
わ
。
他

の
こ
と
な
ん
ざ
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
」

　
こ
の
せ
り
ふ
は
、
原
作
に
は
出
て
こ
な
い
。
木
下
恵
介
の
創
作
で
あ
る
。

　
六
十
年
、
七
ト
年
と
生
き
て
き
た
歳
月
の
な
か
で
、
何
か
そ
の
人
生
の
か

な
め
で
あ
っ
た
か
。

　
民
子
の
祖
母
は
、
つ
れ
添
っ
た
伴
侶
と
の
出
会
い
を
語
り
、
舟
で
川
を
の

ぼ
る
老
人
は
、
遠
く
過
ぎ
去
っ
た
初
恋
を
回
想
す
る
。

　
人
生
を
意
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
は
、
ふ
つ
う
、
政
治
や
経
済
、
社
会
と

い
っ
た
場
で
働
き
、
何
ら
か
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
、
家
庭
を
も
ち
、
妻
や
子
を
守
り
養
い
、
一
人
の
市
民
と
し
て
責
任
を

ま
っ
と
う
す
る
こ
と
だ
と
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
た
っ
た
一
人
の
人
と
の
出
会
い
で

-

119
-



郷愁と抒情（65 ）

あ
る
。

　
民
子
の
祖
母
の
言
葉
は
、
伴
侶
と
の
出
会
い
が
自
分
の
意
志
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
出
会
い
の
形
式
は
と
も
か
く
、
み
ず
か
ら
望
ん
で
一

緒
に
な
っ
た
、
そ
の
心
の
上
に
夫
婦
の
生
活
が
築
か
れ
た
。

　
先
の
せ
り
ふ
の
あ
と
、
祖
母
は
仏
壇
に
向
か
い
、
手
を
合
わ
せ
る
。
夫
婦

の
生
活
が
ど
の
く
ら
い
つ
づ
い
た
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
時
間
の
長
短

は
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
世
で
そ
の
人
と
出
会
い
、
と
も
に
暮
ら
せ

た
こ
と
、
そ
の
喜
び
が
残
る
人
生
を
も
照
ら
し
つ
づ
け
る
。

　
老
人
と
な
っ
た
政
夫
は
、
戦
争
や
実
家
の
没
落
と
い
う
波
乱
に
み
ち
た
人

生
の
軌
跡
を
も
っ
て
い
る
。
学
校
を
出
て
か
ら
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
活

躍
し
た
時
代
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
生
も
終
わ
り
近
く
に
な
っ

て
、
も
う
一
度
お
と
ず
れ
た
い
と
思
う
の
は
、
少
年
の
日
の
思
い
出
残
る
故

郷
の
地
で
あ
っ
た
。

　
あ
る
人
と
の
出
会
い
が
、
な
ぜ
か
く
も
、
そ
の
人
生
を
統
べ
る
の
で
あ
ろ

う
。
当
人
に
は
、
い
か
に
か
け
が
え
の
な
い
出
会
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

所
詮
、
そ
れ
は
個
人
的
な
領
域
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
時
代
背
景
は
、
明
治
三
十
年
ご
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
明
治
の
十
五
年
、
大
正
の
十
五
年
、
そ
し
て
昭
和
の
二
十
数
年

と
い
う
歳
月
を
経
て
、
主
人
公
は
往
時
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
主
人
公
が
生

き
た
の
は
、
国
と
い
う
公
け
が
ま
ず
第
一
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
家
族
と

い
う
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
家
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
が
先
行
し
た
。
誰
か
を
好
き
に
な
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
個

人
的
な
こ
と
は
、
た
と
え
起
き
た
と
し
て
も
、
心
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
、
社
会
や
人
生
の
表
舞
台
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
親
子
と
い
う
強
い
絆
も
、
国
や
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
断
た
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
、
木
下
恵
介
は
、
陸
軍
省
情
報
局
の

依
頼
に
よ
り
『
陸
軍
』
を
撮
っ
て
い
る
。

二
　
い
の
ち
の
情
景

　
『
陸
軍
』
は
、
火
野
葦
平
の
原
作
に
も
と
づ
き
、
戦
意
高
揚
の
た
め
の
国

策
映
画
と
し
て
作
ら
れ
た
。
九
州
小
倉
の
三
代
に
わ
た
る
一
家
の
物
語
で
あ

る
。
幕
末
の
長
州
藩
の
奇
兵
隊
に
参
加
し
た
祖
父
、
日
露
戦
争
に
従
軍
す
る

が
、
病
弱
な
た
め
実
戦
に
は
出
る
こ
と
な
く
帰
還
し
た
父
、
そ
の
志
し
を
継

い
で
太
平
洋
戦
争
に
出
征
す
る
息
子
・
伸
太
郎
。
映
画
で
は
、
気
の
弱
い
少

年
だ
っ
た
伸
太
郎
を
「
男
の
子
は
天
子
様
か
ら
の
預
か
り
も
の
」
と
い
う
思

想
で
一
人
前
の
軍
人
に
育
て
上
げ
た
母
親
（
田
中
絹
代
）
に
焦
点
が
し
ぼ
ら

れ
る
。

　
陸
軍
の
協
力
に
よ
り
お
び
た
だ
し
い
数
の
エ
キ
ス
ト
ラ
を
動
員
し
た
ラ
ス

ト
シ
ー
ン
、
ラ
ッ
パ
を
吹
き
堂
々
と
行
進
す
る
兵
士
た
ち
、
小
旗
を
振
り
つ

つ
そ
れ
を
見
送
る
群
衆
の
場
面
が
圧
巻
で
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
シ
ー
ン
を
、

木
下
恵
介
は
、
は
じ
め
見
送
り
を
断
念
し
て
家
に
い
た
母
親
が
、
遠
く
響
く

ラ
ッ
パ
の
音
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な
り
、
力
の
か
ぎ
り
走
り
ぬ
い
て
追
い
つ

き
、
つ
い
に
わ
が
子
の
姿
を
認
め
、
つ
ま
ず
き
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
も
、
と

も
に
進
む
映
像
と
し
て
描
い
た
。
こ
れ
が
陸
軍
省
情
報
局
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を

買
い
、
木
下
恵
介
は
次
作
の
製
作
を
許
さ
れ
ず
、
一
度
は
映
画
の
仕
事
を
断

-
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念
し
よ
う
と
す
る
。
昭
和
ト
三
年
（
一
九
三
八
）
に
は
、
映
画
製
作
に
つ
い

I6
6
　
　
て
も
「
日
本
精
神
の
昂
揚
を
期
し
、
と
く
に
わ
が
国
独
特
の
家
族
制
度
の
美

ぐ
　
風
を
顕
揚
し
、
国
家
社
会
の
た
め
に
は
進
ん
で
犠
牲
と
な
る
国
民
精
神
を
I

　
　
　
層
完
揚
す
る
こ
と
」
と
い
う
内
務
省
通
達
が
出
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

　
　
　
　
木
下
恵
介
の
『
陸
軍
』
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
と
も
か
く
、
延
々
と
十

　
　
　
数
分
も
っ
づ
く
最
後
の
シ
ー
ン
が
結
局
、
作
品
全
体
の
印
象
と
な
っ
て
し
ま

　
　
　
う
。
た
め
に
、
そ
こ
に
反
戦
思
想
や
抵
抗
を
読
み
取
る
批
評
も
な
さ
れ
て
い

　
　
　
る
が
、
当
時
の
木
下
恵
介
自
身
に
そ
う
い
う
明
確
な
意
図
は
な
か
っ
た
と
思

　
　
　
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
ド
ラ
マ
性
を
映
像
と
し
て
追
求
す
る
と
き
、
一
方
で
国

徹
　
　
の
た
め
進
ん
で
出
征
す
る
兵
士
を
、
他
方
で
ど
こ
ま
で
も
走
り
な
が
ら
わ
が

　
　
　
子
を
追
う
母
親
の
姿
を
、
桔
抗
す
る
か
た
ち
で
描
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

木
　
　
こ
れ
は
ヽ
思
想
と
い
う
よ
り
ヽ
映
画
人
’
木
下
恵
介
の
美
学
で
あ
る
I

々
　
　
　
歴
史
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
出
征
す
る
一
人
の
兵
士
も
、
そ
れ
を
見
送

左
　
　
る
母
親
も
、
大
河
の
な
か
の
一
滴
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
の

f　
　
　
時
代
も
、
日
々
一
瞬
一
瞬
の
時
間
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
人
一

　
　
　
人
の
具
体
的
な
人
生
を
抜
き
に
し
て
歴
史
は
あ
り
え
な
い
。
個
人
の
運
命
は
、

　
　
　
と
き
と
し
て
大
き
く
時
代
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
個
人
は
た

　
　
　
だ
大
河
に
押
し
流
さ
れ
る
砂
粒
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
苫
難
に
み
ち
た
時

　
　
　
代
で
あ
っ
て
も
、
人
々
は
み
ず
か
ら
の
人
生
を
生
き
る
。
か
け
が
え
の
な
い

　
　
　
そ
の
人
自
身
の
喜
び
や
悲
し
み
を
生
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
時
代
の
波
に

　
　
　
翻
弄
さ
れ
、
む
な
し
く
散
っ
た
か
に
見
え
る
人
生
も
、
そ
れ
を
外
か
ら
批
判

　
　
　
的
・
否
定
的
に
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
人
生
の
愚
か
さ
を
指
摘
す

　
　
　
る
こ
と
も
、
翻
弄
し
た
時
代
の
責
任
者
を
追
求
す
る
こ
と
も
、
そ
の
人
の
人

生
そ
の
も
の
に
は
手
が
と
ど
か
な
い
。

　
木
下
恵
介
自
身
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
補
充
兵
と
し
て
戦
地

に
赴
い
て
い
る
。
松
竹
の
撮
影
所
に
入
り
、
現
像
や
カ
メ
ラ
の
助
手
を
つ
と

め
て
八
年
、
よ
う
や
く
監
督
へ
の
道
が
ひ
ら
け
て
き
た
二
十
七
歳
の
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
の
連
隊
で
1
ヵ
月
半
の
訓
練
を
受
け
、
広
島
港
を
出

帆
、
中
国
へ
と
向
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
、
一
軒
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
焼
き
払

わ
れ
る
民
家
、
訓
練
の
た
め
に
刺
殺
さ
れ
た
中
国
人
の
死
体
を
目
に
し
て
い

　
「
私
は
戦
地
で
人
間
の
残
酷
と
、
い
じ
ら
し
さ
を
見
た
。
昭
和
十
八
年
、

や
っ
と
映
画
監
督
に
な
れ
た
と
き
、
私
の
中
で
は
、
生
涯
を
通
じ
て
作
る
べ

き
自
分
の
映
画
が
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
人
間
の
い
の
ち
の
様
々
を

描
く
こ
と
で
あ
る
」
（
一
九
八
二
年
「
私
の
転
機
」
）

　
木
下
恵
介
の
監
督
作
品
は
四
十
九
本
に
の
ぼ
り
、
現
代
劇
か
ら
時
代
劇
、

悲
劇
も
あ
れ
ば
喜
劇
も
あ
っ
て
多
種
多
様
、
そ
こ
に
は
文
字
通
り
「
人
間
の

い
の
ち
の
様
々
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
自
分
の
力
で

は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
あ
る
哀
し
み
を
背
負
っ
た
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。
戦
争
と
い
う
非
常
事
態
は
、
個
人
の
運
命
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ

す
が
、
戦
争
が
な
く
と
も
、
人
は
誰
も
与
え
ら
れ
た
自
分
一
人
の
い
の
ち
を

生
き
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
陸
軍
』
の
ラ
ス
ト
ー
ン
、
行
進
す
る
息
子
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
つ
づ
け

る
母
親
は
、
母
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
親
で
あ
り
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
普
遍
的
な
姿
で
あ
る
。
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ま
つ
人
も
待
た
る
る
人
も
か
ぎ
り
な
き
思
ひ
忍
ば
む
こ
の
秋
風
に

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
冒
頭
、
信
州
の
山
と
空
、
川
を
の
ぼ
る
舟

を
背
景
に
、
伊
藤
左
千
夫
の
こ
の
歌
が
映
し
出
さ
れ
、
同
じ
風
景
の
な
か
に

少
年
の
日
が
よ
み
が
え
る
。

　
老
人
の
回
想
シ
ー
ン
は
す
べ
て
、
楕
円
形
に
か
た
ど
ら
れ
た
画
面
の
向
こ

う
に
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
遠
く
隔
た
っ
た
時
の
彼
方
を
示
し
て
い
る

よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
狭
い
村
の
、
旧
家
の
し
き
た
り
や
古
い
価
値
観
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
老
人
が
道
端
に
群
生
す
る
野
菊
の
花
を
見
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
老
人
の
足

並
み
に
合
わ
せ
て
移
動
す
る
カ
メ
ラ
が
、
風
に
そ
よ
ぐ
野
菊
を
画
面
い
っ
ぱ

い
に
写
し
出
す
。
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、
同
じ
野
菊
が
灰
色
の
楕
円
形
の
枠

を
通
し
て
撮
ら
れ
て
い
る
。

　
六
十
年
と
い
う
歳
月
を
経
て
、
同
じ
花
が
同
じ
路
傍
に
咲
い
て
い
る
。
い

く
ど
か
戦
争
か
お
り
、
旧
家
は
滅
び
た
が
、
自
然
の
風
景
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
老
人
の
心
に
秘
め
た
想
い
も
変
わ
ら
な
い
。

　
明
治
三
十
年
と
昭
和
三
十
年
。
こ
の
六
十
年
間
の
変
化
に
く
ら
べ
れ
ば
、

そ
れ
以
後
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
変
化
は
加
速
度
的
に
大
き
く
な
っ
て
い

る
。
新
幹
線
や
高
速
道
路
が
で
き
、
同
じ
場
所
で
も
、
山
や
川
を
望
む
遠
景

を
撮
る
こ
と
は
、
今
日
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
一
幅
の
絵
の
よ
う
な
場
面
か
お
る
。
中
学
に
進
む
た
め
舟
で
行
く
政
夫
を
、

民
子
と
下
働
き
の
お
増
が
見
送
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
霧
雨
の
な
か
、
簡
素
な

渡
し
が
見
え
る
。
小
舟
も
傘
を
さ
す
人
影
も
、
岸
辺
の
老
樹
も
、
雨
に
俎
っ

て
シ
ル
エ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
「
さ
あ
、
出
し
ま
す
で
な
」
と
声
を
か
け

て
、
と
も
綱
を
解
く
船
頭
、
「
政
夫
さ
ん
、
元
気
で
な
」
と
呼
び
か
け
る
お

増
。
民
子
に
は
言
葉
も
な
い
。
舟
の
な
か
に
立
つ
政
夫
も
、
無
言
の
ま
ま
で

あ
る
。

　
舟
が
静
か
に
離
れ
て
ゆ
く
。
カ
メ
ラ
は
動
か
ず
、
見
送
る
二
人
の
う
し
ろ

姿
と
遠
ざ
か
る
舟
を
撮
し
っ
づ
け
る
。
舟
は
や
が
て
ゆ
る
や
か
に
揺
れ
な
が

ら
進
み
、
画
面
の
奥
へ
消
え
去
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
政
夫
と
民
子
の
こ
の

世
で
最
後
の
別
れ
と
な
る
。

　
も
う
一
つ
。
民
子
の
家
の
夜
景
、
軒
下
に
は
大
き
な
提
灯
の
灯
が
い
く
つ

か
、
民
子
が
嫁
に
出
る
宵
で
あ
る
。
角
隠
し
の
花
嫁
姿
の
民
子
は
人
力
車
に

乗
っ
て
い
る
。
そ
の
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
何
か
を
決
意
し
た
よ
う

に
、
夜
空
を
見
上
げ
る
。
「
民
子
、
お
嫁
さ
ん
は
う
つ
む
い
て
行
き
な
さ
い
」

と
、
祖
母
が
う
な
が
す
。
人
力
車
の
柄
が
持
ち
上
げ
ら
れ
、
婚
礼
の
列
が
動

き
出
す
。
手
提
げ
提
灯
を
も
っ
た
二
人
の
男
を
先
導
に
、
四
台
の
人
力
車
と

徒
歩
の
列
が
つ
づ
く
。
月
の
出
た
夜
道
を
、
画
面
右
か
ら
左
へ
、
提
灯
の
あ

か
り
と
人
影
が
粛
々
と
進
む
、
遠
い
眺
め
で
あ
る
。

　
木
下
恵
介
は
、
無
言
の
画
面
の
う
ち
に
情
感
を
伝
え
る
手
法
に
す
ぐ
れ
て

い
る
。
映
画
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
映
像
と
せ
り
ふ
か
ら
成
る
が
、
言
葉
を

抑
え
、
し
か
も
力
。
卜
で
画
面
を
切
り
替
え
る
こ
と
な
く
、
対
象
を
撮
し
っ

づ
け
る
。
い
わ
ゆ
る
長
ま
わ
し
の
方
法
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
務
め
を
や
め
て
東
京
へ
出
て
ゆ
く
お
増
が
、
中
学
の
寮
に
政

夫
を
た
ず
ね
て
く
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
校
庭
の
大
き
な
木
の
下
、
蝉
し
ぐ
れ

が
聞
こ
え
る
。
遠
く
に
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
遊
ぶ
何
人
か
の
中
学
生

m－-



　
　
　
の
姿
。
政
夫
は
白
の
か
す
り
に
袴
、
中
学
の
制
帽
を
か
ぶ
り
、
お
増
は
荷
物

丿6
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を
下
に
置
い
て
、
立
つ
た
ま
ま
話
し
て
い
る
。
民
子
が
嫁
い
だ
こ
と
は
、
こ

C
　
　
の
画
面
の
前
に
す
で
に
話
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
わ
ざ
わ
ざ
私
を
呼
び
ま
し
て
な
、
こ
の
こ
と
は
政
に
も
言
っ
て
な
い
で
、

　
　
　
お
前
も
手
紙
な
ん
か
書
く
な
っ
て
、
そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
も
ん
な
、
私
も
今

　
　
　
更
お
知
ら
せ
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
り
ゃ
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
思
っ
て
」

　
　
　
　
「
じ
ゃ
、
お
増
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
す
ぐ
、
東
京
へ
行
く
の
」

　
　
　
　
「
は
い
、
私
、
と
て
も
あ
の
姉
さ
ん
と
は
合
い
ま
せ
ん
も
の
。
ど
う
せ
ひ

　
　
　
と
り
身
で
す
も
の
、
思
い
切
っ
て
行
っ
て
み
ま
す
、
な
あ
に
、
裏
働
き
ぐ
ら

徹
　
　
い
で
き
る
と
思
い
ま
す
で
」

　
　
　
　
「
そ
の
行
く
家
、
い
い
家
だ
と
い
い
ね
」

木
　
　
　
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
・
兄
の
話
だ
と
ヽ
と
て
も
気
楽
だ
っ
て
言
い

々
　
　
ま
す
け
ど
、
あ
ん
な
兄
の
言
う
こ
と
だ
か
ら
、
ど
う
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

佐
　
　
で
も
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
同
じ
で
す
。
私
ら
、
陰
ひ
な
た
な
く
働
く
よ
り
能

　
　
　
は
あ
り
ま
せ
ん
も
の
」

　
　
　
　
「
じ
ゃ
あ
、
身
体
に
気
を
つ
け
な
よ
ね
」

　
　
　
　
「
は
い
、
政
夫
さ
ん
も
ど
う
か
お
丈
夫
で
。
わ
ざ
わ
ざ
、
い
や
な
こ
と
を

　
　
　
聞
か
せ
し
に
き
た
よ
う
だ
け
ど
、
ど
う
に
も
黙
っ
て
行
っ
ち
ゃ
う
の
は
、
腹

　
　
　
の
虫
が
収
ま
ら
ん
も
ん
で
」

　
　
　
　
「
そ
ん
な
こ
と
聞
い
た
っ
て
平
気
だ
よ
。
お
嫁
に
行
こ
う
と
ど
う
し
よ
う

　
　
　
と
、
民
さ
ん
は
民
さ
ん
で
、
僕
は
僕
だ
よ
。
何
に
も
変
わ
り
ゃ
し
な
い
よ
」

　
　
　
　
「
そ
う
だ
と
も
、
お
嫁
に
行
っ
た
っ
て
、
民
さ
ん
は
政
夫
さ
ん
の
こ
と

　
　
　
ば
っ
か
り
思
っ
て
い
な
さ
る
。
そ
う
で
な
き
や
、
お
嫁
に
な
ん
か
行
き
ゃ
せ

ん
、
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
も
の
」

　
［
じ
ゃ
あ
お
増
さ
ん
、
寮
の
掃
除
か
お
る
で
］

　
「
は
あ
、
お
邪
魔
し
ま
し
た
」

　
「
親
切
に
あ
り
が
と
う
」

　
「
お
世
話
さ
ま
に
な
り
ま
し
た
。
ご
機
嫌
よ
く
、
さ
よ
う
な
ら
」

　
お
増
は
下
に
置
い
て
い
た
荷
物
を
取
り
上
げ
、
礼
を
す
る
。
政
夫
も
帽
子

を
脱
い
で
、
お
辞
儀
を
し
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
別
れ
、
歩
き
始
め

る
。
お
増
は
や
や
足
早
に
画
面
左
手
奥
へ
、
政
夫
は
何
か
を
確
か
め
る
よ
う

な
足
取
り
で
、
途
中
、
手
に
持
っ
て
い
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
歩
い
て
ゆ
く
。

そ
の
う
し
ろ
姿
を
、
ゆ
っ
く
り
と
移
動
し
な
が
ら
カ
メ
ラ
が
追
う
。
以
上
、

せ
り
ふ
の
部
分
も
含
め
た
長
い
シ
ー
ン
が
、
ワ
ン
カ
。
卜
で
撮
ら
れ
て
い
る
。

　
民
子
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
政
夫
は
、
表
向
き
動
揺
の
色
は
見
せ
ず
、
む

し
ろ
、
お
増
の
新
し
い
奉
公
先
の
こ
と
を
心
配
し
、
健
康
を
気
づ
か
い
、
わ

ざ
わ
ざ
知
ら
せ
て
く
れ
た
労
を
ね
ぎ
ら
う
。
民
子
と
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

た
だ
「
民
さ
ん
は
民
さ
ん
で
、
僕
は
僕
だ
よ
」
と
、
二
人
の
心
は
変
わ
ら
な

い
と
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
政
夫
の
気
持
ち
は
、
遠
ざ
か
る
う
し
ろ
姿
で
表

現
さ
れ
る
。
カ
メ
ラ
が
移
動
す
る
に
つ
れ
、
遊
ん
で
い
た
中
学
生
た
ち
が
画

面
の
外
に
消
え
、
お
増
の
姿
も
消
え
、
最
後
は
じ
っ
と
た
た
ず
む
政
夫
の
姿

を
遠
く
小
さ
く
と
ら
え
て
、
場
面
は
終
わ
る
。

　
間
近
に
迫
っ
た
山
並
み
、
い
く
棟
か
の
古
い
建
物
、
そ
の
暗
い
玄
関
付
近

で
た
ち
ど
ま
る
政
夫
。
抒
情
は
こ
こ
で
、
主
観
の
吐
露
と
い
う
よ
り
も
、
画

面
全
体
を
お
お
う
雰
囲
気
と
し
て
漂
い
、
哀
愁
に
み
ち
た
音
楽
が
言
葉
に
な

ら
な
い
言
葉
で
訴
え
か
け
る
。
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霧
雨
に
姻
る
渡
し
場
で
の
別
れ
、
心
を
殺
し
て
嫁
ぐ
夜
の
婚
礼
、
そ
し
て
、

蝉
し
ぐ
れ
の
午
後
の
還
ら
ぬ
知
ら
せ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
の
ち
の
情
景
を
映

し
て
い
る
。三

　
自
然
と
歳
月

　
戦
争
や
災
害
と
い
っ
た
、
大
き
な
事
件
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
け
が
、
い
の

ち
の
証
し
で
は
な
い
。
歴
史
の
表
舞
台
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
一
人

一
人
の
人
生
に
も
、
い
の
ち
を
承
け
継
ぎ
、
か
け
が
い
の
な
い
今
を
生
き
る

哀
歓
は
刻
ま
れ
る
。
そ
れ
を
個
人
の
領
域
と
し
て
捨
て
去
る
よ
う
な
と
こ
ろ

に
、
芸
術
の
花
は
咲
か
な
い
。
一
つ
の
思
想
、
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
以
外

の
も
の
を
認
め
な
い
体
制
は
、
芸
術
の
息
の
根
を
と
め
る
。
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
に
、
秀
作
は
ま
ず
な
い
。
『
陸
軍
』
が
今
日
な
お

感
動
を
与
え
る
の
は
、
木
下
恵
介
の
作
っ
た
映
像
が
、
い
わ
ば
時
代
の
体
制

を
抜
け
出
し
、
別
次
元
を
創
造
し
た
か
ら
で
あ
る
。
脚
本
は
、
あ
ら
か
じ
め

陸
軍
省
情
報
局
の
検
閲
を
受
け
て
い
る
。
映
画
が
出
来
上
が
っ
て
は
じ
め
て
、

権
力
が
芸
術
に
、
力
が
美
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
歴
史
と
と
も
に
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、

社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
と
同
じ
く
、
社
会
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
か

ぎ
り
な
く
抽
象
化
さ
れ
、
一
人
歩
き
し
う
る
。
「
社
会
の
た
め
に
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
個
人
の
実
存
が
無
視
さ
れ
や
す
い
こ
と
は
、
か
つ

て
の
「
国
家
の
た
め
に
」
と
い
う
旗
印
と
同
じ
で
あ
る
。
人
間
が
社
会
や
国

家
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
や
国
家
は
複
数
の
、
と
き
と
し
て
対

立
抗
争
を
生
み
や
す
い
人
間
の
た
め
に
あ
る
。
こ
の
理
解
は
も
ち
ろ
ん
、
社

会
や
国
家
の
た
め
に
個
人
が
す
す
ん
で
奉
仕
し
貢
献
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
し

な
い
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
政
夫
も
民
子
も
、
「
家
」
と
「
村
」
と
い
う

社
会
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。
当
時
の
社
会
的
な
規
範
で
は
、
二
つ
年
上
の
、

し
か
も
従
姉
が
政
夫
の
嫁
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
兄
嫁
の
妬
み
と
厭
味
、
民
子
に
一
方
的
な
想
い
を
抱
い
て
い
る
村

人
・
常
吉
の
抑
楡
や
か
ら
か
い
が
「
家
」
と
「
村
」
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
し

て
い
る
。

　
政
夫
の
母
に
「
男
も
女
も
十
五
、
六
に
な
れ
ば
、
も
う
子
供
じ
ゃ
な
い
。

お
前
ら
二
人
も
あ
ん
ま
り
仲
が
よ
す
ぎ
る
と
て
、
か
れ
こ
れ
言
う
そ
う
じ
ゃ
。

気
を
つ
け
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
民
や
は
年
か
さ
の
く
せ
に
、
こ
れ
か

ら
は
も
う
決
し
て
政
夫
の
と
こ
へ
な
ぞ
行
く
な
。
お
前
ば
か
り
を
叱
る
ん

じ
ゃ
な
い
が
、
政
は
ま
だ
子
供
だ
。
民
や
は
十
七
じ
ゃ
な
い
か
。
つ
ま
ら
ん

噂
を
さ
れ
る
と
、
お
前
の
身
体
に
傷
が
っ
く
。
政
夫
だ
っ
て
気
を
つ
け
ろ
。

来
月
か
ら
も
う
中
学
じ
ゃ
な
い
か
」
と
注
意
さ
れ
、
民
子
は
政
夫
と
口
を
き

か
な
く
な
る
。

　
玄
関
前
の
道
に
三
味
線
を
持
っ
た
人
の
影
が
落
ち
る
。
重
い
悲
し
み
を
た

た
え
た
歌
と
三
味
の
音
。
斎
藤
家
の
屋
敷
正
面
で
あ
る
。
玄
関
は
遠
く
、
左

手
奥
に
見
え
、
白
い
土
塀
が
つ
づ
く
。
布
施
を
も
ら
い
、
一
礼
し
て
歩
き
だ

す
盲
目
の
ご
ぜ
、
小
さ
な
子
供
が
手
を
引
い
て
い
る
。

　
布
施
を
渡
し
た
民
子
に
政
夫
は
話
し
か
け
る
が
、
民
子
は
無
表
情
に
「
は

い
」
と
答
え
た
だ
け
で
、
中
へ
入
っ
て
し
ま
う
。
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あ
る
宿
命
の
も
と
に
盲
目
の
ご
ぜ
と
な
り
、
放
浪
の
旅
を
を
つ
づ
け
る
人

丿7
0
　
　
生
。
画
面
は
美
し
く
、
木
下
恵
介
も
説
明
的
な
も
の
は
加
え
な
い
が
、
挿
人

ぐ
　
　
さ
れ
た
こ
の
一
場
面
が
、
み
ず
か
ら
選
ぶ
こ
と
な
く
、
運
命
を
受
け
入
れ
る

　
　
　
し
か
な
か
っ
た
民
子
の
時
代
と
社
会
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
人
が
二
人
以
上
、
と
も
に
暮
ら
す
と
き
、
そ
こ
に
は
I
人
き
り
の
場
合
と

　
　
　
壮
異
な
る
法
則
が
生
じ
る
。
協
調
と
譲
歩
が
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
け
ば
、
一
人
だ

　
　
　
け
の
と
き
に
は
な
い
和
音
が
響
く
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
催
齢
や
軋
み
に

　
　
　
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
が
増
幅
さ
れ
、
互
い
に
他
の
存
在
を
憎
み
あ
う

　
　
　
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
構
成
す
る
人
数
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
問
題
は

徹
　
複
雑
と
な
り
、
そ
の
組
織
の
底
辺
に
追
い
や
ら
れ
る
者
、
さ
ら
に
は
、
組
織

　
　
　
そ
の
も
の
か
ら
追
放
さ
れ
る
者
も
出
る
。
す
べ
て
の
者
が
み
ず
か
ら
の
望
む

木
　
と
こ
ろ
に
従
っ
て
生
活
し
ヽ
全
体
と
し
て
美
し
い
調
和
が
達
成
さ
れ
る
人
類

々
　
　
の
理
想
は
、
所
詮
、
理
想
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

佐　
　
　
　
映
画
監
督
は
、
そ
の
作
品
の
い
わ
ば
創
造
者
で
あ
る
。
一
つ
の
作
品
世
界

　
　
　
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
ほ
ぼ
絶
対
的
な
権
限
を
も
つ
。
と
く
に
、
木
下
恵

　
　
　
介
が
活
躍
し
て
い
た
昭
和
二
、
三
十
年
代
の
映
画
界
は
、
庶
民
の
娯
楽
の
中

　
　
　
心
で
あ
り
、
上
映
館
や
観
客
動
員
数
も
多
く
、
し
た
が
っ
て
製
作
本
数
も
多

　
　
　
か
っ
た
。
松
竹
大
船
撮
影
所
を
代
表
す
る
監
督
と
し
て
、
ま
た
、
カ
メ
ラ
・

　
　
　
音
楽
・
装
置
・
衣
装
・
編
集
等
、
す
ぐ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
を
擁
す
る
木
下
組
の

　
　
　
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
木
下
恵
介
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
。

　
　
　
　
さ
ら
に
、
木
下
恵
介
は
新
人
の
俳
優
を
起
用
し
、
育
て
る
こ
と
に
独
特
の

　
　
　
才
が
あ
り
、
木
下
学
校
と
称
さ
れ
た
。
木
下
恵
介
の
も
と
で
大
き
く
開
花
し

た
俳
優
は
多
く
、
『
二
十
四
の
瞳
』
『
カ
ル
メ
ン
故
郷
に
帰
る
』
『
女
の
園
』

『
永
遠
の
人
』
『
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
歳
月
』
と
、
代
表
作
の
ほ
と
ん
ど
が
木

下
恵
介
監
督
作
品
で
あ
る
高
峰
秀
子
を
筆
頭
に
、
佐
田
啓
二
、
桂
木
洋
子
、

小
林
ト
シ
子
、
望
月
優
子
、
三
國
連
太
郎
、
久
我
美
子
、
田
村
高
廣
、
石
渡

朗
、
川
津
祐
介
な
ど
、
日
本
映
画
の
黄
金
期
を
飾
っ
た
ス
タ
ー
を
輩
出
し
て

い
る
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
　
の
政
夫
と
民
子
を
演
じ
た
の
は
、
田
中
晋
二

と
有
田
紀
子
で
あ
る
。
田
中
晋
二
は
、
映
画
出
演
の
経
験
は
あ
る
と
い
う
も

の
の
無
名
の
新
人
、
有
田
紀
子
は
学
習
院
在
学
中
の
学
生
で
あ
っ
た
。
田
中

晋
二
は
と
も
か
く
、
有
田
紀
子
の
演
技
や
せ
り
ふ
は
決
し
て
う
ま
い
と
は
言

え
な
い
。
し
か
し
、
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
主
人
公
二
人
の
た
ど
た

ど
し
い
や
り
と
り
に
は
、
演
技
以
前
の
素
朴
な
感
じ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
二
人
の
演
技
が
未
熟
な
と
こ
ろ
を
、
杉
村
春
子
、
浦
辺
粂
子
、
小
林
ト

シ
子
、
田
村
高
廣
と
い
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
の
脇
役
陣
が
補
っ
て
い
る
。

　
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
際
に
は
、
も
ち
ろ
ん
演
技
力
も
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
が
、
役
柄
に
よ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
演
技
力
で
は
覆
う
こ
と
の
で
き
な
い

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
あ
り
、
木
下
恵
介
が
新
人
や
素
人
を
多
く
起
用
し
た
の
は
、

そ
の
間
の
消
息
に
敏
感
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
二
十
四
の
瞳
』
の
十
二

人
の
子
供
た
ち
は
、
公
募
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
児
童
劇
団

の
子
役
に
は
な
い
自
然
さ
が
全
篇
に
あ
ふ
れ
た
。

　
自
然
と
い
う
こ
と
で
は
、
木
下
恵
介
の
ロ
ケ
は
、
空
の
気
配
や
雲
の
様
子

を
重
視
し
た
。
予
定
に
は
な
く
て
も
、
気
に
入
っ
た
場
所
に
出
会
う
と
、
そ

こ
で
ロ
ケ
バ
ス
を
と
め
て
撮
影
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
『
二
十
四
の
瞳
』
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の
最
後
は
、
年
老
い
た
大
石
先
生
が
、
戦
争
を
乗
り
越
え
て
生
き
延
び
た
が

っ
て
の
教
え
子
だ
ち
と
再
会
す
る
シ
ー
ン
だ
が
、
こ
こ
で
木
下
恵
介
は
、
役

者
の
演
技
よ
り
も
、
た
ま
た
ま
飛
ん
で
き
た
蝶
々
を
カ
メ
ラ
に
収
め
る
の
に

夢
中
だ
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

　
映
画
監
督
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
最
終
責
任
者
で
あ
り
、

撮
影
の
す
み
ず
み
ま
で
神
経
を
行
き
わ
た
ら
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
だ
け
に
ス
タ
。
フ
に
は
厳
し
い
要
求
も
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
木
下
恵
介

の
場
合
、
最
後
は
自
然
に
任
せ
る
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
。
と
く
に
俳
優
に

た
い
し
て
は
、
細
か
い
演
技
指
導
は
せ
ず
、
内
か
ら
自
然
に
あ
ら
わ
れ
る
も

の
を
待
っ
た
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
　
の
野
菊
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
野
生
の
花
で

あ
る
。
そ
の
ひ
と
も
と
の
野
菊
を
手
に
と
っ
て
、
民
子
は
、
身
体
が
ふ
る
え

る
ほ
ど
好
き
だ
と
言
い
、
自
分
は
野
菊
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
は
な
い
か
と
思

う
。
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
シ
ナ
リ
オ
（
一
九
五
五
年
、
映
画
タ
イ

ム
ス
社
）
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
ー
ハ
イ
ネ
の
詩
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

D
u
　
b
i
s
t
　
w
i
e
　
e
i
n
e
固
u
ヨ
e
.

S
o
　
h
o
l
d
　
u
n
d
　
s
c
h
o
n
　
u
n
d
　
r
e
i
n
　
:

I
c
h
　
s
c
h
a
u
　
d
i
c
h
　
a
n
｡
　
u
n
d
　
W
e
h
ヨ
u
t

S
c
h
l
e
i
c
h
t
ヨ
i
r
　
i
n
s
　
H
e
r
z
　
h
i
n
e
i
n
｡

　
　
　
　
H
e
i
n
r
i
c
h
　
H
e
i
n
e
　
”
D
i
e
　
H
e
i
ヨ
k
e
h
r
"

野
菊
の
如
き
君
な
り
き

そ
の
い
と
お
し
さ
　
美
わ
し
さ

た
ぐ
い
ま
れ
な
る
　
気
高
さ
よ

君
を
み
つ
め
て
　
わ
れ
あ
れ
ば

こ
こ
ろ
に
い
つ
か
　
忍
び
よ
る

こ
の
哀
し
さ
を
　
い
か
に
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
多
田
二
夫
・
訳
）

　
D
u
　
b
i
s
t
　
w
i
e
　
e
i
n
e
　
B
l
u
ヨ
e
は
、
文
字
通
り
に
訳
せ
ば
「
君
は
花
の
よ

う
に
」
だ
が
、
「
野
菊
の
如
き
」
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
的

な
、
ま
た
明
治
時
代
の
少
女
の
面
影
と
結
び
つ
い
た
。
言
葉
一
つ
で
、
印
象

は
大
き
く
変
わ
る
。
の
ち
に
、
同
じ
『
野
菊
の
墓
』
が
再
び
映
画
化
さ
れ
た

が
、
木
下
恵
介
は
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
と
い
う
題
名
を
譲
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
民
話
『
鶴
の
恩
返
し
』
か
ら
木
下
順
二
の
戯
曲
『
夕
鶴
』
が

生
ま
れ
た
の
と
同
様
で
、
物
語
と
し
て
は
連
続
し
な
が
ら
も
、
表
現
と
し
て

は
ま
た
別
の
ジ
ャ
ン
ル
で
、
新
し
い
創
造
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　
野
菊
に
た
と
え
ら
れ
、
若
く
し
て
逝
っ
た
民
子
は
、
野
菊
の
墓
に
眠
る
。

野
菊
の
墓
は
、
野
菊
に
包
ま
れ
た
墓
で
あ
り
、
ま
た
、
野
菊
の
よ
う
に
は
か

な
く
散
っ
た
民
子
の
墓
で
あ
る
。
野
菊
は
来
る
秋
ご
と
に
花
を
ひ
ら
く
。
年

老
い
た
政
夫
は
、
が
っ
て
の
思
い
出
の
地
を
た
ず
ね
、
そ
こ
に
変
わ
ら
ず
咲

い
て
い
る
野
菊
を
見
る
。
歳
月
は
流
れ
た
が
、
野
菊
の
花
は
変
わ
ら
な
い
。

　
自
然
は
I
瞬
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
変

化
に
お
い
て
、
自
然
は
不
変
で
あ
る
。
永
遠
と
い
う
も
の
を
時
間
の
尺
度
で
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求
め
れ
ば
、
絶
望
し
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
子
は
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
そ

I7
2
　
　
の
思
い
出
を
生
き
る
政
夫
は
、
幾
年
月
を
経
て
、
か
つ
て
と
同
じ
野
菊
の
花

ぐ
　
　
と
出
会
う
。
野
菊
は
、
民
子
の
面
影
を
今
に
と
ど
め
る
。
野
菊
の
墓
を
お
と

　
　
　
ず
れ
る
政
夫
は
、
若
き
日
の
少
年
で
あ
る
。
七
十
有
余
年
を
こ
の
世
に
生
き

　
　
　
て
、
老
人
と
な
っ
た
今
も
、
そ
の
こ
ろ
の
気
持
ち
は
「
昨
日
の
こ
と
の
よ
う

　
　
　
に
」
思
い
出
さ
れ
る
。
人
生
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
と
き
、
最
初
の
大
き
な

　
　
　
喪
失
が
、
そ
の
後
の
人
生
を
染
め
上
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
あ
と
、
木
下
恵
介
は
『
夕
や
け
雲
』
（
昭
和

　
　
　
三
十
一
年
、
一
九
五
六
）
を
撮
る
。
木
下
恵
介
に
は
珍
し
く
、
楠
田
芳
子

徹
　
　
（
木
下
恵
介
の
実
妹
）
の
脚
本
で
あ
る
。

　
　
　
　
東
京
下
町
の
小
さ
な
魚
屋
の
家
族
の
物
語
。
日
暮
れ
時
、
貧
し
い
横
町
の

木
　
路
地
裏
に
立
っ
て
ヽ
夕
空
を
眺
め
る
若
者
ヽ
鉢
巻
き
に
前
掛
け
ヽ
ゴ
ム
長
を

々佐

履
い
た
洋
一
　
（
田
中
晋
二
）
の
う
し
ろ
姿
で
始
ま
り
、
同
じ
洋
一
の
う
し
ろ

姿
で
終
わ
る
、
名
も
な
い
青
春
の
記
録
で
あ
る
。
人
物
も
、
と
り
た
て
て
変

わ
っ
た
者
は
登
場
し
な
い
。
昔
か
た
ぎ
の
頑
固
な
父
親
（
東
野
英
治
郎
）
、

五
人
の
子
供
を
か
か
え
働
き
通
し
の
母
親
　
（
望
月
優
子
）
、
心
や
さ
し
い
友

達
の
原
田
と
そ
の
両
親
。
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
ず
、
お
金
の
た
め
に
は
恋

人
も
家
族
も
顧
み
な
い
長
女
の
豊
子
（
久
我
美
子
）
だ
け
が
や
や
特
異
な

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
が
、
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
「
自
由
」
が
第
一
と
さ

れ
、
女
性
の
自
立
し
た
生
き
方
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
当
時
の
風
潮
の
反
映

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
の
シ
ー
ン
、
夕
や
け
雲
を
眺
め
る
洋
一
は
、
充
た
さ
れ
な
か
っ
た
願

い
、
む
な
し
く
消
え
た
望
み
と
決
別
す
る
。
洋
一
が
去
っ
た
あ
と
、
夕
空
だ

け
が
映
し
出
さ
れ
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
る
。

　
「
さ
よ
う
な
ら
、
お
れ
の
愛
し
て
い
た
み
ん
な
。
遠
眼
鏡
の
女
も
、
妹
も
、

友
達
も
、
船
乗
り
に
憧
れ
て
い
た
青
春
の
夢
も
、
さ
よ
う
な
ら
」

　
戦
死
し
た
船
乗
り
の
叔
父
に
も
ら
っ
た
双
眼
鏡
。
そ
れ
は
、
狭
い
二
階
の

部
屋
か
ら
、
高
校
生
の
洋
一
を
遠
い
世
界
へ
と
解
放
し
て
く
れ
た
。
太
平
洋

を
航
海
す
る
船
乗
り
に
な
る
夢
。
偶
然
、
双
眼
鏡
の
視
界
に
入
っ
て
き
た
、

窓
辺
の
少
女
へ
の
憧
れ
。
だ
が
、
時
の
流
れ
は
厳
し
く
、
父
親
の
突
然
の
死
、

親
戚
に
も
ら
わ
れ
て
ゆ
く
妹
、
北
海
道
へ
引
っ
越
す
親
友
・
原
田
と
い
う
現

実
を
突
き
つ
け
る
。
遠
く
憧
れ
て
い
た
少
女
も
、
原
田
と
一
緒
に
捜
し
当
て

た
そ
の
日
、
病
身
を
押
し
て
嫁
い
で
ゆ
く
と
こ
ろ
を
目
撃
す
る
。
一
つ
一
つ
、

手
か
ら
こ
ぼ
れ
て
い
っ
た
夢
と
希
望
。
決
別
の
言
葉
は
、
し
か
し
、
詠
嘆
で

は
な
く
若
い
力
に
み
ち
て
い
る
。
嫌
っ
て
い
た
魚
屋
を
継
い
で
働
く
洋
一
の

姿
は
凛
々
し
い
。

　
こ
の
映
画
に
は
、
戦
争
も
大
事
件
も
起
こ
ら
な
い
。
起
こ
ら
な
い
が
、
人

生
に
は
必
ず
伴
な
う
喪
失
が
描
か
れ
、
別
れ
と
あ
き
ら
め
の
旋
律
が
聞
か
れ

る
。

　
遠
眼
鏡
越
し
に
憧
れ
て
い
た
少
女
を
、
有
田
紀
子
が
演
じ
て
い
る
。
『
野

菊
の
如
き
君
な
り
き
』
の
主
演
コ
ン
ビ
の
登
場
だ
が
、
こ
の
作
品
で
は
二
人

は
ひ
と
こ
と
も
言
葉
を
交
わ
さ
な
い
。
双
眼
鏡
を
通
し
て
、
そ
の
少
女
の
存

在
が
暗
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
　
の
民
子
の
、

桃
割
れ
に
髪
を
結
っ
た
可
憐
な
姿
は
多
く
の
フ
″
ン
を
魅
了
し
た
。
有
田
紀

子
へ
の
ア
ン
コ
ー
ル
は
多
く
、
次
回
作
の
期
待
も
高
か
っ
た
。
し
か
し
、

『
夕
や
け
雲
』
で
は
一
場
面
だ
け
の
出
演
、
し
か
も
家
を
出
て
車
に
乗
る
I
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瞬
、
そ
の
横
顔
が
見
え
る
と
い
っ
た
心
憎
い
演
出
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
有

田
紀
子
は
銀
幕
か
ら
姿
を
消
し
、
二
度
と
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
歳
月
が
過
ぎ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
私
た
ち
自
身
が
過
ぎ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
時
の
流
れ
の
な
か
で
、
同
じ
一
つ
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
時
は
誰
に
も
、
い
つ
で
も
公
平
に
流
れ
て
い
る
の
だ
が
、

と
り
わ
け
そ
の
流
れ
の
鮮
烈
な
冷
た
さ
に
敏
感
な
年
頃
か
お
り
、
そ
れ
は

刻
々
、
心
も
身
体
も
い
ち
じ
る
し
く
変
化
す
る
青
春
期
で
あ
る
。
細
く
激
し

い
奔
流
は
、
や
が
て
処
世
と
い
う
堰
を
作
り
、
し
だ
い
に
穏
や
か
に
、
そ
し

て
緩
慢
に
な
る
。
青
春
期
の
喪
失
が
、
そ
の
内
容
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
人
生
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
急
流
の
な
か
で
体

験
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
　
の
政
夫
の
経
験
し
た
初
恋
は
、
民
子
の
早
い

死
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
『
夕
や
け
雲
』
の

洋
一
の
い
く
つ
か
の
別
れ
も
、
大
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
他
愛
の
な
い
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
痕
跡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
て

残
る
。

　
『
野
菊
の
如
き
君
な
り
き
』
も
『
夕
や
け
雲
』
も
、
映
画
の
題
名
と
し
て

は
甘
く
、
感
傷
的
な
響
き
さ
え
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
青
春
の
感
傷
な
く

し
て
、
そ
の
後
の
大
き
な
成
長
は
望
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
昭
和
三
十
年
ご
ろ
は
、
戦
後
の
日
本
の
青
春
期
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
敗
戦

か
ら
十
年
、
経
済
的
に
も
、
復
興
期
か
ら
成
長
期
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
ろ
で

あ
る
。
昭
和
三
十
一
年
に
は
、
石
原
慎
太
郎
・
原
作
の
い
わ
ゆ
る
太
陽
族
映

画
『
太
陽
の
季
節
』
や
『
狂
っ
た
果
実
』
が
製
作
さ
れ
、
若
者
の
思
想
や
風

俗
の
一
つ
の
分
岐
点
を
示
し
た
。
ド
ラ
イ
で
あ
る
こ
と
が
新
し
い
生
き
方
と

し
て
評
価
さ
れ
、
共
鳴
さ
れ
た
。
爾
来
、
四
十
数
年
、
日
本
は
、
ひ
た
す
ら

経
済
的
発
展
、
物
質
的
向
上
の
み
を
め
ざ
し
て
進
ん
で
き
た
。
新
幹
線
、
高

速
道
路
、
マ
イ
カ
ー
、
エ
ア
コ
ン
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
代
表
さ
れ
る
文
明
の

利
器
は
、
個
人
の
感
傷
や
情
緒
を
無
視
し
、
自
然
の
微
妙
な
移
ろ
い
を
無
化

し
た
。

　
野
菊
は
今
も
花
ひ
ら
き
、
夕
焼
け
空
も
ま
た
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
花
や
雲
に
ふ
る
え
る
よ
う
な
情
感
を
い
だ
く
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
心
の

底
へ
ひ
と
り
降
り
て
ゆ
く
抒
情
の
道
を
失
い
、
遠
く
離
れ
た
ふ
る
さ
と
を
想

う
懐
旧
の
し
る
べ
を
な
く
し
た
あ
と
に
は
、
乾
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
だ
け
が

見
え
る
。
こ
こ
数
年
、
頻
発
し
て
い
る
十
代
の
少
年
た
ち
の
理
由
不
明
の
犯

行
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
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