
現
代
は
物
は
豊
か
に
な
っ
た
が
、
人
の
心
は
貧
し
く
な
っ
た
と
よ
く
言
わ

れ
る
。
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
で
は
、
殺
人
、
殺
人
未
遂
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま

な
凶
悪
犯
罪
を
詳
し
く
取
り
上
げ
、
現
代
の
暗
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
若
者

も
ま
た
そ
の
暗
さ
の
中
に
身
を
置
き
、
そ
こ
で
救
い
の
な
い
物
の
見
方
、
考

え
方
を
自
分
で
作
り
出
し
て
い
る
。

私
は
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
か
ら
二
年
間
、
東
京
都
内
の
あ
る
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
専
門
学
校
で
、
文
章
表
現
指
導
の
講
師
を
し
た
。
男
子
学
生
の

多
い
共
学
の
専
門
学
校
だ
っ
た
。
私
は
そ
の
指
導
の
導
入
部
で
、
「
今
考
え

て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
書
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
課
題
を
与
え
、
四
百

字
詰
め
原
稿
用
紙
一
枚
を
配
っ
て
教
室
で
書
か
せ
た
。

授
業
が
終
わ
っ
て
、
私
は
す
ぐ
そ
れ
を
読
み
、
驚
い
た
。
次
か
ら
次
へ
と

文
章
の
内
容
が
暗
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
彼
等
は

今
日
も
生
き
て
い
る
の
か
と
思
い
、
ぞ
っ
と
し
た
。

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

一
、
若
者
の
殺
意
と
自
己
放
棄

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

ぜ
」
（
Ｗ
・
Ｓ
）

た
く
な
る
」
（
（

老
人
に
は
も
う
そ
の
力
も
無
い
で
は
な
い
か
」

も
、
餓
鬼
扱
い
し
や
が
る
。
狂
い
出
し
そ
う
だ
。
最
近
よ
く
キ
し
る
俺
。
早

く
こ
こ
か
ら
脱
走
し
た
い
。
信
用
で
き
ね
え
。
落
ち
る
所
ま
で
落
ち
て
い
き

た
く
な
る
」
（
０
．
Ｎ
）
「
某
レ
ス
ト
ラ
ン
で
皿
洗
い
の
バ
イ
ト
を
し
て
い
た

時
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
む
か
つ
く
奴
で
、
殺
し
た
く
な
っ
た
」
（
Ｓ
・
Ｙ
）

殺
意
は
家
族
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
俺
の
家
は
牢
獄
と
同
じ
だ
。
親

な
人
間
が
沢
山
い
る
。
人
生
、
や
る
こ
と
終
え
た
ら
、
殺
し
に
行
っ
て
や
る

大
き
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
が
親
孝
行
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
何
だ
、
面
倒
見

が
悪
い
だ
何
だ
と
言
い
や
が
っ
て
。
ず
う
ず
う
し
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
。
動

物
で
も
持
っ
て
い
る
最
低
限
の
力
が
生
殖
能
力
、
す
な
わ
ち
種
の
保
存
だ
。

は
い
つ
も
俺
を
監
視
し
続
け
る
。
親
父
は
い
き
な
り
怒
る
。

で
子
供
を
育
て
る
義
務
が
あ
る
。
だ
か
ら
育
て
て
当
た
り
前
な
の
だ
。

人
に
対
す
る
殺
意
が
日
常
化
し
て
い
る
の
に
も
驚
い
た
。

老
人
に
対
す
る
反
感
は
か
な
り
深
刻
で
あ
る
。

「
老
人
ど
も
は
、
子
供
を
好
き
で
生
ん
だ
ん
だ
。
生
ん
だ
の
な
ら
、

「
電
車
の
中
で
酒
に
酔
っ
払
っ
て
い
る
奴
を
見
る
と
、

大
河
原
忠
蔵

し
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
。
動

一
、
す
な
わ
ち
種
の
保
存
だ
。

（
Ｎ
・
Ｈ
）

お
袋
は
い
つ
で

「
僕
に
は
嫌
い

四
七 殺
し

そ
こ

子
が



別
れ
る
。
絶
縁
状
。

た
い
。
投
げ
出
し
た
く
な
る
毎
日
。
家
族
の
絆
は
も
う
無
い
。
殺
し
て
や
る
。

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
な
ど
考
え
ず
に
、
や
る
べ
き
こ
と
だ
け
を
や
っ
て
、
人
生

を
終
え
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
Ｓ
・
Ｙ
）

れ
、
愛
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
る
為
に
、
｜
般
に
よ
い
行
い
も
す
る
し
、
み
ん
な

と
バ
カ
な
話
で
大
笑
い
も
す
る
。
人
の
心
も
大
切
に
す
る
」
（
Ｎ
・
Ｈ
）
「
私

自
身
、
う
す
汚
れ
て
い
る
人
間
だ
。
生
き
て
い
る
人
間
の
す
べ
て
が
う
す
汚

押
し
込
め
る
。
そ
の
押
し
込
め
方
は
徹
底
的
で
激
し
く
、
ま
た
絶
望
的
で
あ

る
。
「
私
は
一
人
で
い
る
時
以
外
、
自
分
を
殺
し
て
生
き
て
い
る
。
心
の
す

が
ら
を
線
路
に
捨
て
る
。
そ
ん
な
ヤ
シ
が
い
る
と
、
殺
意
さ
え
覚
え
る
」

ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
の
で
あ
る
。

駅
で
喫
煙
所
か
ら
離
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
吸
っ
て
い
る
ヤ
シ
が
い
る
。

捨
て
ら
れ
た
。
彼
女
は
生
き
た
屍
に
な
っ
た
。

私
は
こ
う
し
た
文
章
を
前
に
し
た
と
き
、
こ
こ
で
は
ど
う
し
て
も
文
学
教

れ
て
い
る
。

る
。
「
私
は
一
人
で
い

み
に
自
分
を
置
い
て
、

Ｔ
）女
子
学
生
も
簡
単
に
人
に
殺
意
を
向
け
る
。
「
私
は
タ
バ
コ
が
嫌
い
だ
。

ん
だ
神
を
呪
う
文
章
を
書
い
た
。
彼
女
は
あ
る
夕
方
、
ぼ
ん
や
り
と
バ
ス
停

に
立
っ
て
い
た
時
、

（
Ｈ
・
Ｍ
）
（
女
子
学
生
）

こ
の
指
導
で
は
作
品
名
を
示
し
て
自
宅
で
読
ん
で
お
き
な
さ
い
で
は
だ
め

っ
た
家
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
深
刻
に
悩
み
、

親
か
ら
虐
待
さ
れ
て
い
た
女
子
学
生
０
．
Ｋ
は
自
分
は
生
ま
れ
た
く
な
か

意
識
が
殺
し
の
方
向
に
向
か
な
い
学
生
は
、

自
分
の
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
せ
る
奴
が
い
る
か
。

見
知
ら
ぬ
男
に
車
で
ホ
テ
ル
に
連
れ
て
行
か
れ
、
翌
朝
、

そ
ん
な
言
葉
が
家
の
中
に
と
ど
ろ
い
て
い
る
」

作
っ
た
人
格
で
人
に
接
し
て
い
る
。
私
は
人
に
好
か

自
分
で
考
え
た
型
に
自
分
を

そ
の
よ
う
に
運
命
を
仕
組

私
の
結
論
は

（
Ｉ
．吸
い

育
を
実
践
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
文
学
の
力
に
よ
っ
て
、
若
者
の
認

識
を
開
き
、
そ
の
発
想
を
豊
か
に
し
、
細
部
の
真
実
の
存
在
に
気
づ
か
せ
、

文
学
的
思
考
に
目
ざ
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
自
己
自
身
を
殺
人
や

自
己
放
棄
、
救
い
の
な
い
絶
望
や
神
へ
の
呪
い
な
ど
と
一
挙
に
短
絡
さ
せ
て

疑
わ
な
い
学
生
達
の
直
線
的
思
考
の
頑
固
さ
に
あ
る
。

で
あ
る
。
授
業
で
作
品
の
コ
ピ
ー
を
配
り
、
そ
れ
を
克
明
に
分
析
し
、
急
所

に
は
執
勧
に
目
を
向
け
さ
せ
、
そ
の
文
体
が
学
生
に
乗
り
移
る
よ
う
に
仕
向

け
る
。
そ
し
て
「
君
た
ち
に
だ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
的
発
見
は
で
き
る
。

さ
あ
、
君
た
ち
自
身
の
発
見
や
そ
の
時
の
思
い
を
、
こ
の
作
品
を
モ
デ
ル
に

し
て
書
い
て
み
よ
う
」
と
持
ち
か
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
を
実
行
す
る
に
は
、
文
学
作
品
は
詩
か
短
編
が
い
い
。
そ
の
専

美
や
充
実
を
求
め
る
心
は
ど
う
な
る
の
か
。

上
げ
る
な
ら
、
切
り
取
っ
て
使
う
こ
と
に
な
る
。

私
は
こ
の
時
の
教
材
と
し
て
、
芥
川
龍
之
介
の
「
蜜
柑
」
と
梅
崎
春
生
の

「
猫
の
話
」
を
選
ん
だ
。
「
蜜
柑
」
で
は
こ
の
世
に
は
や
さ
し
さ
が
あ
る
と
い

う
人
間
性
の
発
見
に
、
「
猫
の
話
」
で
は
孤
独
な
人
間
の
根
底
に
つ
き
つ
め

門
学
校
で
は
七
○
分
の
授
業
が
週
一
回
に
な
っ
て
い
た
。

あ
る
。
文
学
教
育
は
こ
の
考
え
方
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
。
課

た
愛
が
あ
る
こ
と
に
共
感
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た
。

「
人
間
は
無
意
味
で
無
目
的
な
生
命
を
生
き
て
い
る
」

そ
れ
に
文
学
の
力
で

と
い
う
考
え
方
が

も
し
長
編
を
取
り

題
は
大
き
い
。

四
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そ
の
小
娘
を
「
不
可
解
で
下
等
で
退
屈
な
人
生
の
象
徴
」
と
見
た
。
「
私
」

の
そ
ば
に
腰
掛
け
た
小
娘
は
、
し
き
り
に
窓
を
あ
け
よ
う
と
す
る
。
ト
ン
ネ

ル
に
入
っ
て
も
あ
け
よ
う
と
す
る
。
窓
は
あ
き
、
煙
が
入
っ
て
く
る
が
、
汽

車
は
ト
ン
ネ
ル
を
出
る
。
外
の
踏
切
り
の
柵
の
向
こ
う
に
、
三
人
の
男
の
子

が
並
ん
で
い
る
。

曇
っ
た
冬
の
日
の
夕
方
、
「
私
」
は
横
須
賀
駅
に
停
車
中
の
車
内
で
発
車
を

待
っ
て
い
た
。
発
車
ま
ぎ
わ
に
一
人
の
田
舎
娘
が
乗
っ
て
き
た
。
「
私
」
は

芥
川
龍
之
介
「
蜜
柑
」
の
作
中
の
「
私
」
は
、
生
き
る
こ
と
の
疲
労
と
倦

怠
に
お
そ
わ
れ
、
自
分
で
も
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
た
。

て
何
か
を
叫
ん
で
い
た
。

す
る
と
そ
の
瞬
間
で
あ
る
。
窓
か
ら
半
身
を
乗
り
出
し
て
い
た
例
の

娘
が
、
あ
の
霜
焼
け
の
手
を
つ
と
の
ば
し
て
、
勢
い
よ
く
左
右
に
振
っ

た
と
思
う
と
、
た
ち
ま
ち
心
を
躍
ら
す
ば
か
り
暖
か
な
日
の
色
に
染
ま

っ
て
い
る
蜜
柑
が
お
よ
そ
五
つ
六
つ
、
汽
車
を
見
送
っ
た
子
供
た
ち
の

上
へ
ば
ら
ば
ら
と
空
か
ら
降
っ
て
き
た
。
私
は
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
。

そ
う
し
て
刹
那
に
一
切
を
了
解
し
た
。
小
娘
は
、
恐
ら
く
は
こ
れ
か
ら

方
向
先
へ
赴
こ
う
と
し
て
い
る
小
娘
は
、
そ
の
懐
に
蔵
し
て
い
た
幾
穎

の
蜜
柑
を
窓
か
ら
投
げ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
踏
切
ま
で
見
送
り
に
来
た
弟
た

ち
の
労
に
報
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
人
生
の
宝
石
を
求
め
て

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

三
人
は
汽
車
の
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
い
る
小
娘
に
向
か
つ

そ
れ
は
救
い
で
あ
っ
た
。
君
た
ち
の
生
活
の
中
に
も
、
こ
の
作
品
の
蜜
柑
に

あ
た
る
も
の
は
な
い
か
。
作
品
の
蜜
柑
は
主
人
公
に
と
っ
て
心
の
宝
石
、
人

生
の
宝
石
に
な
っ
た
。
君
た
ち
も
君
た
ち
自
身
の
宝
石
を
さ
が
し
て
み
な
い

か
。
そ
れ
を
文
章
に
書
く
こ
と
に
し
よ
う
。
長
さ
は
四
百
字
以
内
」

学
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
文
章
に
書
い
た
。
小
説
「
蜜
柑
」
と
同
じ
よ

「
言
い
よ
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
の
中
に
い
た
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、

小
娘
が
弟
た
ち
に
蜜
柑
を
投
げ
た
の
を
見
て
、
一
条
の
光
を
与
え
ら
れ
た
。

と
い
う
の
は
、
文
学
的
表
現
で
、
日
常
語
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
が
肝
心

な
箇
所
に
な
る
。
蜜
柑
は
日
常
を
越
え
た
。

私
は
作
品
分
析
の
あ
と
、
学
生
に
次
の
よ
う
な
課
題
を
与
え
た
。

の
感
動
が
中
心
だ
か
ら
、
「
私
」
の
心
の
中
に
降
っ
て
来
た
と
理
解
す
る
方

が
い
い
と
私
は
指
導
し
た
。
そ
の
時
の
蜜
柑
が
心
の
中
に
「
降
っ
て
き
た
」

き
た
」
と
あ
る
が
、
「
降
っ
て
い
っ
た
」
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

こ
の
場
面
は
「
瞬
く
暇
も
な
く
」
過
ぎ
て
い
っ
た
。
し
か
し
「
私
」
の
心

に
は
「
切
な
い
ほ
ど
は
っ
き
り
と
、
こ
の
光
景
が
焼
き
つ
け
ら
れ
た
」
の
だ

っ
た
。
焼
き
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
そ
こ
か
ら
、
あ
る
え
た
い
の

知
れ
な
い
朗
ら
か
な
心
持
ち
が
わ
き
上
が
っ
て
」
き
た
。
こ
こ
が
こ
の
作
品

の
急
所
に
な
る
。

作
品
分
析
で
は
、
曇
天
の
夕
暮
で
あ
る
の
に
、
「
暖
か
な
日
の
色
に
染
ま

っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
こ
と
か
、
と
か
、
「
蜜
柑
が
お
よ
そ
五

っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
「
降
っ
て
き
た
」
に
つ
い
て
は
「
私
」
が
子
供

の
目
に
な
っ
て
蜜
柑
を
見
た
か
ら
と
い
う
説
明
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
私
」

つ
一
ハ
つ
、
汽
車
を
見
送
っ
た
子
供
た
ち
の
上
へ
ば
ら
ば
ら
と
空
か
ら
降
っ
て

四
九



う
な
発
見
、
出
会
い
は
無
か
っ
た
が
、
小
説
「
蜜
柑
」
は
彼
等
の
文
章
に
生

き
て
い
た
。
次
に
三
つ
、
と
り
だ
し
て
お
く
。

者
の
心
は
こ
の
驚
き
に
よ
っ
て
女
性
に
近
づ
き
、
ホ
ー
ム
へ
降
り
た
女
性
の

後
ろ
姿
を
見
て
、
「
し
あ
わ
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
祈
る
よ
う
な
気
持
に

な
っ
た
。

筆
者
は
女
の
人
の
盲
人
用
の
杖
を
見
た
と
き
の
驚
き
を
書
い
て
い
る
。

帰
り
の
電
車
の
事
だ
っ
た
。
夜
お
そ
く
だ
っ
た
か
ら
か
、
電
車
は
す

い
て
い
て
、
立
っ
て
い
る
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。

向
い
の
席
に
女
の
人
が
す
わ
っ
て
い
た
。
二
十
代
後
半
か
ら
三
十
代

前
半
の
人
だ
っ
た
。
き
れ
い
な
人
だ
っ
た
。
彼
女
は
何
も
し
て
い
な
か

っ
た
。
目
線
が
あ
う
。
目
線
を
そ
ら
す
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
こ
っ
ち
を

向
い
て
い
た
。
で
も
自
分
以
外
の
何
か
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

駅
が
近
づ
き
、
車
内
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
ひ
び
く
。
彼
女
は
足
の
上
に

お
い
て
あ
っ
た
バ
ッ
グ
か
ら
何
か
を
取
り
出
し
、
組
み
立
て
た
。
そ
れ

を
見
て
お
ど
ろ
い
た
。

彼
女
が
し
あ
わ
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。

駅
に
着
い
た
。
彼
女
は
何
事
も
無
い
よ
う
に
電
車
を
降
り
た
。
扉
が

閉
ま
り
、
ま
た
走
り
出
す
。
ホ
ー
ム
を
歩
く
彼
女
が
見
え
た
。
自
分
は

な
い
。
外
観
は
普
通
の
女
の
人
と
変
わ
ら
な
い
の
に
。

電
車
に
て

こ
の
女
性
と
の
こ
う
い
う
形
の
出
会
い
を
し
っ
か
り
と
意
識
的
に

盲
人
用
の
杖
だ
っ
た
。
彼
女
は
目
が
見
え
て
い

飯
田
倫
英

筆

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
筆
者
は
女
性
の
将
来
の
し
あ
わ
せ
を
祈
る
や
さ
し

い
人
間
に
な
っ
て
い
た
。
盲
人
の
女
性
の
姿
を
祈
り
の
目
で
見
つ
め
た
筆
者

の
目
は
人
生
の
宝
石
を
発
見
で
き
る
目
で
あ
る
。

人
権
問
題
が
厳
し
く
言
わ
れ
て
い
る
現
代
、
下
水
道
の
工
事
を
し
て
い
る

人
を
指
で
さ
し
示
し
て
、
自
分
の
子
に
、
大
声
で
、
「
そ
ん
な
に
ワ
ガ
マ
マ

け
れ
ば
、

公
園
の
中
に
、
大
声
で
泣
く
子
と
、
こ
れ
ま
た
大
声
で
ど
な
る
母
親

が
い
た
。
な
ぜ
子
供
が
泣
い
て
、
母
親
が
お
こ
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
母
親
が
ど
な
り
な
が
ら
、
「
そ
ん
な
に
ワ

ガ
マ
マ
だ
と
あ
ん
な
風
に
な
る
よ
！
」
と
言
っ
て
、
工
事
を
し
て
い
る

人
達
を
指
さ
し
た
。
私
は
指
さ
さ
れ
た
人
達
を
見
た
。
そ
の
中
の
一
人

と
目
が
合
っ
た
時
、
彼
は
さ
び
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

私
は
思
う
。
人
に
や
さ
し
く
と
か
人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
な
ど

と
、
口
で
は
た
や
す
く
言
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
自
分
に
都
合
よ
く

考
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
度
に
、
私
は
さ
び
し
く
笑

っ
た
彼
の
顔
が
浮
か
び
、
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
消
え
な
い
の
で
あ
る
。

私
が
公
園
で
本
を
読
ん
で
い
た
時
の
出
来
事
で
あ
る
。

公
園
の
前
の
道
路
で
、
下
水
道
の
工
事
を
、
た
く
さ
ん
汗
を
流
し
な

が
ら
が
ん
ば
っ
て
い
る
人
達
が
い
た
。
私
は
次
に
起
こ
る
出
来
事
が
な

体
験
か
ら
考
え
る

こ
の
人
達
に
対
し
て
何
も
感
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 野
元
政
輝

五
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た
」
の
だ
っ
た
。
筆
者
は
そ
れ
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
。
そ
の
さ
び
し
そ
う
な
目
と
笑
い
を
発
見
で
き
た
筆
者
の
目
は
、
人
生

目
が
合
い
、

だ
と
あ
ん
な
風
に
な
る
よ
」

の
宝
石
を
発
見
で
き
る
目
で
あ
る
。

で
あ
る
。

筆
者
は
電
車
を
乗
り
違
え
た
自
分
を
責
め
ず
に
、

が
た
れ
、
く
も
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
は
、
見
な
れ
な
い
景
色
が
広

が
っ
て
い
る
。
く
も
っ
て
い
る
か
ら
。
始
め
は
そ
う
思
っ
た
。
で
も
、

あ
ま
り
に
違
い
す
ぎ
る
。
電
車
は
あ
る
駅
に
つ
い
た
。
「
間
違
え
た
」

あ
わ
て
て
降
り
た
。

い
て
い
た
。
ラ
ッ
キ
ー
。
い
す
に
座
っ
た
。
ぼ
－
つ
と
下
を
見
て
い
た
。

通
路
は
、
び
し
ょ
び
し
ょ
だ
っ
た
。
少
し
た
っ
て
窓
を
見
た
。
雨
の
雫

朝
起
き
る
と
、
窓
の
外
は
雨
だ
っ
た
。
憂
う
つ
な
気
分
。
足
ど
り
も

る
。

重
い
。
い
つ
も
よ
り
も
早
め
に
家
を
出
た
。

駅
に
着
き
、
改
札
を
通
る
。
階
段
を
お
り
る
と
電
車
が
き
て
い
た
の

で
急
い
で
乗
る
。
間
に
合
っ
た
。
車
内
を
見
回
す
と
、
い
つ
も
よ
り
す

ま私
、は
＿、

あ
る
雨
の
朝

言
わ
れ
た
人
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
か
。

い
つ
か
、
雨
の
日
だ
か
ら
…
…
。

そ
の
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
。

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

反
対
方
向
の
電
車
に
乗
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

と
ど
な
る
母
親
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
人
は
「
さ
び
し
そ
う
に
笑
っ

「
ま
、
い
つ
か
（
「
い
い

を
大
き
く
と
り
あ
げ
て
い
る
。

筆
者
は
そ
の
人
と

細
田
結
佳
里

い
た
の

か
」
の
こ
と
）
、
雨
の
日
だ
か
ら
」

っ
て
い
る
と
「
状
況
」
の
観
点
が
逃
げ
や
す
い
。
戦
争
と
戦
後
、
状
況
の
観

点
が
人
間
認
識
の
核
心
的
部
分
に
な
っ
て
お
り
、
戦
後
文
学
で
は
こ
の
状
況

私
は
高
校
で
国
語
の
教
師
を
し
な
が
ら
、
こ
の
文
学
教
育
に
つ
い
て
考
え

た
。
文
学
作
品
の
影
響
下
で
体
験
文
を
書
か
せ
る
の
だ
が
、
「
体
験
」
と
言

「
状
況
認
識
の
文
学
教
育
」
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
「
状
況

認
識
の
文
学
教
育
』
（
一
九
六
八
有
精
堂
亘
状
況
認
識
の
文
学
教
育
入
門
』

（
一
九
七
○
明
治
図
書
）
に
ま
と
め
て
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
「
蜜
柑
」
な
ど
の
作
品
分
析
を
し
た
あ
と
、
学
生
に
体
験
文

を
書
か
せ
た
専
門
学
校
で
の
私
の
指
導
は
、
私
が
そ
れ
以
前
に
提
唱
し
た

車
窓
の
外
の
雨
の
風
景
を
見
て
い
た
時
、

す
汚
れ
て
い
る
。

と
い
う
負
け
惜
し
み
で
も
な
い
。

る
も
の
で
、
筆
者
は
そ
の
地
平
で
人
生
の
宝
石
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
突
き
詰
め
方
か
ら
自
由
に
な
っ
て
い
る
。

『
私
自
身
、

い
る
。

し
て
、
く
や
し
い
」
と
い
ら
だ
っ
て
い
な
い
。

雨
と
の
一
体
感
の
中
で
心
を
休
め
て
い

三
、
状
況
認
識
の
文
学
教
育

う
す
汚
れ
て
い
る
人
間
だ
。
生
き
て
い
る
人
間
の
す
べ
て
が
う

自
分
の
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
せ
る
奴
が
い
る
か
」

こ
の
専
門
学
校
生
の
一
人
が
書
い
て
い
た

と
い
う
詩
的
な
理
由
で
自
分
を
許
し
て

筆
者
は
人
生
を
見
て
い
た
の
で
あ

そ
の
自
由
は
文
学
か
ら
出
て
く

「
こ
れ
で
諦
め
を
つ
け
よ
う
」

る
Ｃ

「
こ
ん
な
遠
ま
わ
り
を

五
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時
に
考
え
、
こ
の
二
つ
の
も
の
を
一

う
考
え
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

に
環
境
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
こ
（

戦
後
文
学
の
野
間
宏
は
自
分
の
文
学
理
論
を
「
感
覚
と
欲
望
と
物
に
つ
い

て
」
（
一
九
五
八
）
に
書
き
、
「
人
間
と
人
間
を
取
り
巻
い
て
い
る
も
の
を
同

て
さ
ま
よ
う
の
で
あ
っ
て
、
環
境
の
変
化
と
向
き
合
う
、
な
ど
と
言
っ
て
い

ら
れ
な
い
。
千
葉
県
の
九
十
九
里
に
上
陸
し
て
く
る
米
軍
の
戦
車
に
爆
薬
を

抱
い
て
飛
び
込
む
陸
の
特
攻
隊
の
兵
士
が
、
九
十
九
里
の
山
の
中
に
連
れ
て

い
か
れ
、
中
隊
長
か
ら
「
い
い
か
、
こ
こ
が
お
前
ら
の
死
に
場
所
だ
」
と
言

わ
れ
た
時
、
兵
士
に
と
っ
て
そ
の
山
の
斜
面
の
意
味
は
、
突
然
、
自
分
の
墓

る
。
戦
争
が
状
況
と
い
う
考
え
方
を
鮮
明
に
し
た
。

込
ん
だ
。
逃
げ
道
は
な
か
っ
た
。

戦
後
の
社
会
で
も
状
況
が
猛
威
を
振
る
っ
た
。
多
く
の
人
々
は
状
況
と
一

体
化
し
て
自
分
を
安
定
さ
せ
た
。
物
が
救
い
に
な
っ
た
。
高
校
生
の
意
識
は

場
に
な
っ
た
。
戦
争
は
人
間
と
環
境
の
静
か
な
関
係
を
根
底
か
ら
こ
わ
し
た
。

突
然
何
か
が
あ
ら
わ
れ
て
死
が
迫
り
、
見
ず
知
ら
ず
の
場
所
が
自
分
に
食
い

商
品
の
幅
で
し
か
動
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
エ
レ
キ
ギ
タ
ー
の
音
が
そ
こ
に

あ
る
だ
け
で
、
自
分
に
と
っ
て
そ
の
音
を
出
す
こ
と
の
意
味
が
何
で
あ
る
か

を
問
う
力
は
な
か
っ
た
。
精
神
が
物
に
貼
り
つ
い
て
い
た
。

分
析
を
深
め
る
教
材
は
、
教
科
書
の
文
学
教
材
の
ほ
か
に
、
野
間
宏
「
顔
の

中
の
赤
い
月
」
や
安
部
公
房
「
け
も
の
た
ち
は
故
郷
を
め
ざ
す
」
を
取
り
上

い
き
な
り
原
爆
が
投
下
さ
れ
る
。
被
爆
者
は
被
爆
状
況
の
中
を
水
を
求
め

私
は
高
校
生
に
文
学
の
力
で
状
況
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た
。

こ
の
環
境
に
主
体
が
介
入
す
る
と
状
況
に
な

拳
に
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
状
況
と
い

人
間
を
取
り
巻
い
て
い
る
も
の
は
一
般作

品

げ
た
。
そ
し
て
、

品
分
析
を
し
た
。

も
し
自
分
が
こ
の
子
雀
な
ら
、
自
分
の
存
在
の
意
味
は
ど
う
な
る
か
を
考
え

た
。
ま
た
、
あ
る
生
徒
は
一
人
で
、
雨
の
夜
、
銀
座
の
酒
場
に
行
っ
た
時
の

場
面
を
克
明
に
書
き
、
自
分
の
相
手
を
し
た
酒
場
の
女
の
言
葉
の
空
し
さ
に

到
達
し
た
。

高
校
生
が
酒
場
に
入
る
こ
と
は
非
行
に
な
る
。
私
は
こ
の
非
行
を
文
章
に

た
。
そ
し
て
、
体
験
を
書
く
形
で
、
彼
ら
の
状
況
を
え
ぐ
り
と
ら
せ
た
。

そ
の
高
校
は
男
子
校
だ
っ
た
。
あ
る
生
徒
は
、
飼
い
犬
が
自
分
の
目
の
前

で
い
き
な
り
子
雀
を
か
み
殺
す
の
を
見
て
、
そ
の
子
雀
の
墓
を
作
り
な
が
ら
、

処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て

書
く
こ
と
を
認
め
た
。
生
徒
は
非
行
の
場
の
状
況
を
生
き
生
き
と
書
い
た
。

い
る
の
は
文
学
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
言
う
こ
と
に
し
て
、
処
罰
の

対
象
に
は
し
な
か
っ
た
。

私
は
さ
ら
に
、
自
作
ス
ラ
イ
ド
で
教
材
を
作
り
、
文
学
の
視
点
を
映
像
で

示
し
た
。
そ
の
時
、
土
門
拳
の
写
真
集
「
筑
豊
の
こ
ど
も
た
ち
』
や
ゼ
ロ

シ
こ
な
ど
の
映
像
の
あ
り
方
、
組
写
真
の
作
り
方
が
、
自
作
ス
ラ
イ
ド
を

作
る
私
の
参
考
に
な
っ
た
。
土
門
拳
の
映
像
は
状
況
を
え
ぐ
り
出
し
て
い
た
。

映
像
論
の
本
で
読
ん
だ
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
内
面
性
」
と
い
う
説
明
も
、

と
り
だ
す
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
撮
影
で
理
解
し
た
。

撮
影
の
時
に
役
に
立
っ
た
。
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
手
法
は
対
象
か
ら
状
況
を

ラ
ス
の
生
徒
に
見
せ
、

私
は
八
七
コ
マ
の
自
作
ス
ラ
イ
ド
「
城
が
島
」
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
一
ク

状
況
と
の
か
か
わ
り
方
、
状
況
の
と
ら
え
方
を
中
心
に
作

ま
た
、
作
品
の
文
体
を
生
徒
に
乗
り
移
る
よ
う
に
仕
向
け

東
京
か
ら
神
奈
川
県
三
浦
半
島
の
城
が
島
に
連
れ
て

五
一
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私
は
五
四
歳
の
時
、
高
校
か
ら
大
学
へ
移
っ
た
。
大
学
で
も
学
生
に
状
況

Ｂ

認
識
の
文
章
を
書
か
せ
た
。
国
語
科
教
育
法
の
講
義
で
、
状
況
認
識
に
つ
い

の
中
の
状
況
、
体
験
の
中
の
文
学
を
鋭
く
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
明
確
に
な
っ
た
。

状
況
の
意
味
を
説
明
し
た
。
山
中
湖
の
実
践
は
「
行
動
す
る
文
学
教
育
」

二
九
八
六
く
る
し
お
出
版
）
で
、
谷
中
遊
水
地
の
実
践
は
雑
誌
「
日
本

文
学
」
（
一
九
七
三
・
一
二
）
で
ま
と
め
た
。

は
渡
良
瀬
川
鉱
毒
事
件
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

出
発
前
の
自
作
ス
ラ
イ
ド
の
映
写
で
、
私
は
そ
の
映
像
が
切
り
取
っ
て
い
る

話
し
合
っ
て
い
る
。
城
が
島
の
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
海
岸
に
落
ち
て

い
た
漁
民
の
わ
ら
ぞ
う
り
の
表
と
裏
を
克
明
に
描
写
し
た
生
徒
も
い
た
。
生

徒
は
城
が
島
の
状
況
に
迫
っ
た
。

私
は
自
作
ス
ラ
イ
ド
か
ら
出
発
し
て
文
集
づ
く
り
で
完
了
す
る
こ
の
方
法

を
、
山
梨
県
の
山
中
湖
、
栃
木
県
の
谷
中
の
遊
水
地
で
も
実
践
し
た
。
山
中

湖
で
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
基
地
の
問
題
が
中
心
に
な
り
、
谷
中
の
遊
水
地
で

の
分
教
場
な
ど
を
訪
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
燈
台
と
土
産
物
店
を
中
心
と
し
た

観
光
地
域
が
島
の
殻
を
突
き
破
っ
た
。
分
教
場
で
は
小
学
生
と
仲
よ
く
な
り
、

私
が
発
表
し
た
文
学
教
育
に
「
状
況
認
識
の
文
学
教
育
」
と
い
う
名
称
を

つ
け
た
の
は
、
国
文
学
者
の
益
田
勝
実
だ
っ
た
。
こ
の
名
称
に
よ
り
、
体
験

い
っ
た
。
手
帳
を
持
っ
て
自
由
に
歩
き
、
島
の
状
況
を
取
材
し
て
文
章
に
し

て
提
出
さ
せ
た
。
そ
れ
は
文
集
に
し
た
。
生
徒
は
島
を
歩
き
ま
わ
り
、
私
が

ス
ラ
イ
ド
で
見
せ
た
も
の
を
探
し
あ
て
て
見
た
。
岩
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た

島
の
火
葬
場
、
海
鵜
が
い
る
断
崖
、
島
の
人
が
暮
し
て
い
る
集
落
、
小
学
校

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
講
演
の
題
目
は
「
演
劇
の
魅
力
」
。
私
は
そ
れ
を
録
音
し
、
現
在
ま
で

持
ち
続
け
て
来
た
の
で
、
こ
こ
で
文
章
に
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

権
威
主
義
者
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
学
生
の
す
ぐ
れ
た
「
短
編
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
」
の
作
品
を
、
志
賀
直
哉
や
伊
藤
整
、
林
芙
美
子
な
ど
の
作
品
と
同
じ

よ
う
に
文
学
と
見
る
。

劇
作
家
で
歌
人
で
あ
っ
た
寺
山
修
司
は
、
こ
の
問
題
を
演
劇
の
立
場
で
、

明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
四
月
二
九

日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第

文
学
年
表
に
出
て
い
る
作
家
の
作
品
で
な
け
れ
ば
文
学
を
感
じ
な
い
と
い
う

高
校
生
や
大
学
生
が
書
い
た
も
の
を
文
学
と
言
え
る
か
、
と
い
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
人
は
文
学
賞
を
取
っ
た
人
の
作
品
と
か
、

「
ル
ー
ム
メ
ィ
ト
」
、
藤
田
桂
子
（
奈
良
女
）
の
「
コ
ス
モ
ス
」
、
川
口
貴
子

（
武
庫
女
）
の
「
倦
怠
」
な
ど
は
出
色
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
こ
れ

ら
の
文
章
を
作
文
で
は
な
く
作
品
と
見
て
い
る
。

出
版
会
）
に
引
用
し
た
。
奈
良
教
育
大
学
、
奈
良
女
子
大
学
、
武
庫
川
女
子

大
学
の
三
つ
の
大
学
の
学
生
の
作
品
で
あ
る
。
山
内
和
子
（
奈
良
教
）
の

－
ト
の
一
つ
と
し
て
提
出
さ
せ
た
。
す
ぐ
れ
た
作
品
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
い

く
つ
か
を
私
は
『
文
学
的
思
考
へ
の
い
ざ
な
い
』
（
二
○
○
○
東
北
大
学

て
話
し
、
ま
た
文
学
の
形
象
が
持
っ
て
い
る
具
象
性
と
意
味
性
、
さ
ら
に
場

面
に
つ
い
て
話
し
た
。
そ
し
て
、
学
生
自
身
の
状
況
認
識
を
書
い
て
、
レ
ポ

高
名
な
女
優
が
他
人
の
書
い
た
せ
り
ふ
を
言
っ
て
舞
台
の
上
で
「
女

の
一
生
」
を
演
じ
る
と
、
そ
れ
を
見
て
、
み
ん
な
、
あ
の
人
は
う
ま
い

一
放
送
か
ら
放
送
さ
れ
た
寺
山
修
司
の
講
演
の
一
部

五

三



た
し
か
に
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
森
本
薫
の
「
女
の
一
生
」
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
無
名
の
老
女
の
「
女
の
一
生
」
の
語
り
も
、
立
派
に
演
劇
に
な
る

と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
井
桟
敷
」
を
主
宰
し
て
前
衛
的
な
演
劇

活
動
を
し
た
寺
山
修
司
の
基
本
的
な
考
え
方
に
な
っ
て
い
た
。

寺
山
修
司
が
演
劇
で
展
開
し
た
問
題
を
、
私
は
文
学
教
育
の
分
野
で
展
開

し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

な
る
。
具
象
性
と
意
味
性
が
書
か
れ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
が
、

生
の
文
章
は
文
学
の
文
章
に
な
っ
て
い
た
。
文
学
作
品
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
プ
ロ
の
作
家
で
な
く
て
も
、
文
学
は
書
け
る
。

が
文
学
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
き
め
手
に
な
る
。

状
況
認
識
の
場
合
、

こ
ま
で
生
き
生
き
と
、

私
が
高
校
で
国
語
を
教
え
て
い
る
時
、
高
二
の
教
科
書
に
武
者
小
路
実
篇

と
拍
手
を
す
る
。

さ
ん
が
、
息
子
が
死
ん
だ
と
き
の
こ
と
や
、
戦
争
の
こ
と
な
ん
か
を
自

分
の
言
葉
で
お
客
さ
ん
に
語
る
、
そ
う
い
う
「
女
の
一
生
」
も
あ
る
は

ず
な
ん
で
す
ね
。
（
寺
山
修
司
講
演
テ
ー
プ
よ
り
）

駅
前
の
踏
切
の
と
こ
ろ
で
一
生
を
す
ご
し
て
き
た
六
十
何
歳
の
お
ば
あ

そ
う
い
う
「
女
の
一
生
」
も
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
、

四
、
武
者
小
路
実
篤
の
個
性
論

切
り
取
っ
た
場
面
の
〈
具
象
〉
と
〈
意
味
〉
が
、
ど

つ
き
つ
め
て
、
的
確
に
書
か
れ
て
い
る
か
が
問
題
に

、
そ
の
文
章

す
ぐ
れ
た
学

家
だ
。
白
樺
派
は
人
道
主
義
だ
」
と
い
っ
た
導
入
を
し
て
も
、
生
徒
は
恐
ら

く
何
の
興
味
も
示
さ
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
、
出
席
を
と
り
終
っ
た
ら
、
開
口

教
材
研
究
を
進
め
、
そ
れ
で
教
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

の
「
個
性
に
つ
い
て
の
雑
感
」
と
い
う
文
章
が
出
て
い
た
。
私
は
こ
の
教
材

に
つ
い
て
、
た
だ
指
導
書
を
参
考
に
し
て
教
え
る
の
で
な
く
、
自
分
な
り
の

て
た
い
と
考
え
た
。
生
徒
が
ハ
ツ
と
し
て
こ
ち
ら
を
見
る
こ
と
は
容
易
に
想

像
が
つ
く
。

「
個
性
に
つ
い
て
の
雑
感
」
は
三
ペ
ー
ジ
の
短
い
文
章
で
あ
る
が
、
武
者

一
番
、
「
昨
日
、
武
者
小
路
さ
ん
の
家
に
電
話
を
し
た
ん
だ
。
す
る
と
、
す

ぐ
、
武
者
小
路
さ
ん
が
電
話
口
に
出
て
ね
。
…
・
・
」
と
言
え
る
授
業
を
組
み
立

小
路
実
篤
が
二
七
歳
の
時
、
一
九
一
二
（
明
治
四
五
・
大
正
一
）
年
に
書
か

れ
た
も
の
で
、
彼
は
こ
こ
に
書
い
た
考
え
方
を
生
涯
待
ち
続
け
た
。
一
般
に

個
性
と
い
う
と
、
そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
特
徴
、
人
と
の
違
い
と
い
う
意
味

で
理
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
文
章
で
武
者
小
路
実
篤
が
言
っ
て
い
る
個
性

は
、
自
分
の
内
部
か
ら
わ
い
て
く
る
力
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
言
葉
と
し

て
は
「
内
か
ら
来
る
自
己
の
要
求
」
「
内
か
ら
来
る
力
」
「
内
の
力
」
が
使
わ

れ
、
そ
う
い
う
力
で
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
っ
た
人
の
例
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー

の
詩
人
・
劇
作
家
の
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
ゴ
ッ
ホ
を
あ
げ

て
い
る
。

た
ま
た
ま
私
は
デ
パ
ー
ト
の
中
で
、
「
個
性
の
夜
明
け
」
と
書
い
て
あ
る

ポ
ス
タ
ー
を
見
つ
け
た
。
色
と
り
ど
り
の
ホ
ッ
ト
パ
ン
ッ
を
身
に
つ
け
た
数

人
の
若
い
女
性
が
喜
び
に
み
ち
て
空
中
に
は
ね
上
っ
て
い
る
写
真
が
出
て
い

「
今
日
か
ら
武
者
小
路
実
篤
の
文
章
だ
。
武
者
小
路
実
篤
は
白
樺
派
の
作

五
四



私
は
東
京
神
田
の
新
村
堂
で
毎
週
木
曜
日
の
夜
に
「
新
し
き
村
」
の
集
ま

り
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
、
そ
こ
へ
も
出
席
し
た
。
村
外
会

員
中
心
の
約
二
○
人
の
集
ま
り
だ
っ
た
。
和
室
に
丸
く
す
わ
り
、
一
人
一
人

が
順
番
に
自
己
を
語
る
の
で
あ
る
。
話
題
は
違
う
の
だ
が
、
人
の
話
を
よ
く

聞
く
。
お
互
い
に
自
己
を
生
か
し
合
い
、
お
互
い
の
「
内
の
力
」
を
尊
重
し

筆
跡
で
書
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
道
と
は
個
性
を
生
か
す
道
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
こ
の
日
は
「
新
し
き
村
」
の
花
の
日
に
当
た
っ
て
い
て
、
午
後
、

東
京
か
ら
武
者
小
路
実
篤
が
来
て
、
村
の
公
会
堂
で
講
演
を
し
た
。
村
内
会

員
約
五
○
人
、
そ
こ
へ
外
か
ら
来
た
村
外
会
員
が
加
わ
っ
て
の
集
会
だ
っ
た
。

我
を
生
か
す
道
な
し
こ
の
道
を
歩
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
武
者
小
路
実
篤
の

和
四
四
）
年
四
月
一
三
日
、
私
は
高
崎
と
八
王
子
の
間
を
走
る
八
高
線
の
毛

呂
駅
で
下
車
、
「
新
し
き
村
」
を
訪
ね
た
。
村
の
入
り
口
に
、
「
こ
の
道
よ
り

「
人
は
自
分
に
で
き
な
い
事
は
し
な
く
て
も
い
い
」

武
者
小
路
実
篤
は
、
個
性
尊
重
の
場
と
し
て
「
新
し
き
村
」
を
創
設
し
た

が
、
私
は
そ
の
「
新
し
き
村
」
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
「
新
し
き
村
」
は

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
、
九
州
の
日
向
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
現
在
は
「
東

の
新
し
き
村
」
と
し
て
埼
玉
県
の
毛
呂
で
営
ま
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
（
昭

が
商
業
主
義
の
個
性
の
概
念
だ
と
つ
け
加
え
て
お
い
た
。

る
。
同
じ
ホ
ッ
ト
パ
ン
ッ
は
無
い
。
私
は
、
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
デ
パ
ー
ト

で
使
う
個
性
の
概
念
だ
な
と
思
っ
た
。
人
と
の
違
い
で
あ
る
。
私
は
こ
の
ポ

ス
タ
ー
は
授
業
で
使
え
る
と
考
え
、
デ
パ
ー
ト
の
事
務
室
に
入
っ
て
、
売
っ

て
く
だ
さ
い
と
た
の
む
と
、
「
さ
し
あ
げ
ま
す
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
た
。
私
は
そ
の

ポ
ス
タ
ー
を
黒
板
に
は
っ
て
、
授
業
の
導
入
に
使
っ
た
。
つ
い
で
に
、
こ
れ

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

と
い
っ
た
講
演
だ
っ
た
。

Ｐ

音
を
起
こ
し
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
生
徒
に
配
り
、
再
生
し
た
。

に
直
結
す
る
も
の
だ
っ
た
。
私
は
そ
の
録
音
を
、
教
室
の
す
み
ず
み
に
ま
で

聞
こ
え
る
音
声
で
、
授
業
の
中
で
再
生
し
た
。
武
者
小
路
実
篤
は
、
内
か
ら

わ
い
て
く
る
力
の
秘
密
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
前
以
て
そ
の
部
分
の
録

合
う
形
が
し
っ
か
り
守
ら
れ
て
い
た
。

私
は
そ
の
集
ま
り
に
、
月
に
一
回
、
武
者
小
路
実
篤
が
来
て
話
を
す
る
こ

と
を
知
っ
た
。
月
の
第
一
日
曜
日
の
午
後
だ
と
い
う
。

私
は
そ
こ
に
出
席
し
て
、
武
者
小
路
実
篤
の
話
を
録
音
さ
せ
て
も
ら
う
こ

と
を
思
い
立
ち
、
許
可
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
前
日
、
自
宅
へ
電
話
を
し
た
。

電
話
口
に
、
す
ぐ
、
武
者
小
路
実
篤
が
出
て
私
の
話
を
き
い
て
「
い
い
で
す

よ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
電
話
の
場
面
は
、
私
が
は
じ
め
に
こ
の
教
材

の
電
話
の
や
り
と
り
を
、
教
室
で
再
現
し
た
。

の
授
業
の
導
入
と
し
て
考
え
た
こ
と
と
完
全
に
一

新
村
堂
で
の
武
者
小
路
実
篤
の
話
の
内
容
は
、

と
も
か
く
私
は
、
自
分
の
心
が
本
当
に
喜
ん
で
、
心
が
素
直
に
こ
う

い
う
こ
と
を
し
た
い
と
思
う
の
は
、
自
分
が
し
た
い
と
思
う
の
で
は
な

く
て
、
自
分
を
つ
く
っ
た
も
の
が
、
何
か
そ
れ
を
さ
せ
た
が
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
し
、
そ
れ
を
さ
せ
た
が
っ
て
い
る
の
に
は
、
何
か
も
う
一

つ
の
知
ら
な
い
理
由
が
あ
り
う
る
の
で
、
自
分
が
本
気
に
な
っ
て
も
の

を
し
た
い
と
い
う
の
は
、
や
は
り
、
本
気
に
な
っ
て
す
る
だ
け
の
値
打

ち
が
自
分
に
は
あ
る
。

そ
れ
が
使
命
で
あ
る
か
、
使
命
で
な
い
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

話
を
き
い
て
「
い
い
で
す

私
が
は
じ
め
に
こ
の
教
材

致
し
た
。
私
は
こ
の
と
き

「
個
性
に
つ
い
て
の
雑
感
」

五
五



こ
の
録
音
の
七
年
後
、
武
者
小
路
実
篤
は
九
一
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

教
材
本
文
で
個
性
は
「
内
の
力
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
録
音
で
は
、

自
分
が
内
の
力
に
よ
っ
て
何
か
を
し
た
い
と
思
う
時
は
、
自
分
が
た
だ
そ
れ

を
し
た
い
と
思
う
の
で
は
な
く
、
自
分
を
つ
く
っ
た
も
の
が
そ
れ
を
さ
せ
た

と
は
何
か
。
神
な
の
か
。
と
す
る
と
、
こ
こ
は
宗
教
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鶴
見
俊
輔
が
「
現
代
日
本
の
思
想
」
（
岩
波
新

書
）
で
、
「
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
白
樺
派
の
人
々
で
神
を
信
じ
る

と
言
い
き
っ
た
人
は
少
な
い
。
宗
教
を
信
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教
を
信

じ
る
と
い
う
こ
と
に
た
い
す
る
信
仰
。
宗
教
を
信
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
宗

が
っ
て
い
る
の
だ
と
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
分
を
つ
く
っ
た
も
の

要
で
あ
る
し
、
あ
る
程
度
の
生
活
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
苦
し

く
て
も
こ
れ
だ
け
の
仕
事
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
仕
事

と
も
か
く
そ
れ
を
書
い
て
い
れ
ば
心
が
喜
べ
る
と
い
う
仕
事
。

は
、
僕
は
本
当
の
仕
事
と
は
思
わ
な
い
。

そ
う
し
て
自
分
が
こ
の
世
に
生
き
る
た
め
に
は
、

と
は
、
や
は
り
、
何
か
の
使
命
を
そ
こ
に
は
感
じ
る
も
の
だ
と
思
う
ん

で
す
。
二
九
六
九
年
の
録
音
、
武
者
小
路
実
篇
八
四
歳
）

れ
て
も
、
何
か
の
自
分
の
知
ら
な
い
理
由
、
深
い
深
い
理
由
が
、
そ
う

い
う
深
い
何
か
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
自
分
に
は
わ
か
ら
な
い
理
由

で
、
自
分
が
本
気
に
な
っ
て
、
真
剣
に
な
っ
て
し
た
い
仕
事
を
す
る
こ

そ
れ
は
金
を
と
る
と
か
、
あ
る
い
は
何
か
ほ
か
の
理
由
が
あ
っ
て
、

て
い
る
。

や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、

あ
る
程
度
、
金
が
必

そ
う
い
う
こ
と
洋
一
忘

教
性
に
親
し
む
と
い
う
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
る
」
と
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

実
篤
は
詩
「
喜
び
は
」
で
、
「
喜
ぴ
よ
、
お
前
は
何
処
か
ら
く
る
。
深
い
、

深
い
処
か
ら
く
る
ね
、
お
前
は
。
個
人
か
ら
生
れ
る
に
し
て
は
、
お
前
は
深

す
ぎ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
個
人
よ
り
も
深
い
も
の
の
存
在
が

予
想
さ
れ
て
い
て
、
考
え
方
が
宗
教
に
近
く
、
や
は
り
宗
教
性
へ
の
親
し
み

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

録
音
に
「
心
が
喜
ん
で
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
い
と
思
う
の
は
」
と
あ
る

が
、
こ
の
喜
び
が
「
内
の
力
」
の
核
心
的
部
分
に
な
っ
て
く
る
。
武
者
小
路

考
え
を
説
明
し
て
い
る
。
宗
教
的
懐
疑
が
持
つ
宗
教
性
に
親
し
ん
で
い
る
こ

っ
た
も
の
と
し
て
は
人
間
は
無
常
す
ぎ
、
不
完
全
す
ぎ
る
。
し
か
し
自
然
が

生
ん
だ
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
に
傑
作
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
の
だ
」
と
自
分
の

と
に
な
る
。

「
個
性
に
つ
い
て
の
雑
感
」
は
短
い
教
材
で
は
あ
る
が
、
人
生
論
の
指
導

も
で
き
る
深
さ
が
あ
っ
た
。

私
は
「
新
し
き
村
」
の
人
た
ち
が
、
外
部
か
ら
村
へ
取
材
の
目
的
で
人
が

「
人
間
は
神
が
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
は
僕
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

会
員
と
し
て
入
会
し
、
神
田
の
新
村
堂
の
会
に
出
席
し
続
け
た
。
国
語
の
教

材
研
究
に
は
、
こ
う
し
た
配
慮
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
私
に

は
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
。
私
も
学
ん
だ
し
、
授
業
は
生
徒
が
の
め
り
こ
ん
で

く
る
生
き
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
、
私
は
楽
し
か
っ
た
。
「
新
し
き
村
」
へ

入
っ
て
く
る
の
を
ひ
ど
く
嫌
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
の
で
、

武
者
小
路
実
篤
は
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、

「
人
生
論
」
の
な
か
で
、

私
自
身
、
村
外

神
が
つ
く

五
一エー

ノ、



を
出
し
た
く
な
い
の
で
、
や
つ
れ
て
、
見
る
影
も
な
く
な
っ
た
病
人
は
引
き

取
ら
せ
て
い
た
。
み
れ
が
野
麦
峠
で
死
ん
だ
の
は
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）

年
で
あ
っ
た
。

私
は
こ
の
教
材
に
つ
い
て
、
紡
績
工
女
に
つ
い
て
二
つ
の
事
実
を
生
徒
に

示
す
こ
と
を
考
え
た
。
一
つ
は
そ
の
悲
惨
な
姿
、
も
う
一
つ
は
、
つ
ら
さ
の

茂
実
に
「
み
れ
は
飛
騨
を
一
目
見
て
死
に
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
ろ
う
」

と
甘
酒
に
は
口
も
つ
け
ず
に
死
ん
で
い
っ
た
。

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
に
、
山
本
茂
実
が
『
あ
魯
野
麦
峠
」
を
発
表

し
、
飛
騨
地
方
か
ら
野
麦
峠
を
こ
え
諏
訪
湖
畔
の
岡
谷
、
松
本
、
上
田
、
佐

久
方
面
の
紡
績
工
場
へ
働
き
に
出
た
工
女
た
ち
の
悲
惨
な
現
実
が
、
あ
ら
た

め
て
、
広
く
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
が
高
校
の
国
語
の
教
科
書
教
材
に
な

っ
た
。

そ
こ
に
は
一
人
の
工
女
み
れ
の
死
が
書
か
れ
て
い
る
。
み
れ
は
苛
酷
な
労

働
で
病
気
に
な
り
、
迎
え
に
来
た
兄
辰
次
郎
の
セ
イ
タ
で
か
つ
が
れ
て
野
麦

峠
ま
で
来
た
が
、
そ
こ
で
故
郷
を
見
て
、
「
あ
あ
飛
騨
が
見
え
る
、
飛
騨
が

見
え
る
」
と
喜
び
、
そ
の
ま
ま
息
を
引
き
と
っ
た
。
兄
が
買
っ
て
や
っ
た
粥

て
姑

は
九
歳
の
娘
を
連
れ
て
い
っ
た
の
で
、
武
者
小
路
実
篤
の
そ
ば
へ
行
っ
て
話

し
た
時
、
彼
は
娘
を
見
て
笑
顔
で
「
お
父
さ
ん
に
よ
く
似
て
い
ま
す
ね
」
と

言
っ
て
く
れ
た
。

大
き
な
こ
ぶ
し
を
顔
に
当
て
て
泣
い
た
と
い
う
。

四
、
生
き
る
力
の
教
材
化

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

あ
飛
騨
が
見
え
る
、
飛
騨
が

た
。
兄
が
買
っ
て
や
っ
た
粥

兄
の
辰
次
郎
は
あ
と
で
山
本

じ
ゃ
ろ
う
」
と
言
っ

当
時
、
工
場
は
死
人

年
を
卒
業
し
た
こ
と
に
し
て
も
ら
っ
て
、
東
京
へ
出
た
。
三
○
円
の
前
金
だ

っ
た
。
久
代
は
一
一
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
四
年
間
、
そ
の
三
○
円
の
た
め

に
働
い
た
の
で
あ
る
。
三
○
円
の
た
め
の
労
働
が
終
わ
っ
て
も
、
久
代
は
そ

き
て
、
東
洋
モ
ス
リ
ン
と
い
う
紡
績
工
場
で
働
い
た
。
小
学
校
六
年
を
終
え

な
け
れ
ば
工
女
に
応
募
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
家
計
を
助
け
る
た
め
、
六

娘
は
工
場
で
肺
結
核
に
な
り
、
郷
里
に
帰
さ
れ
た
。
漁
村
の
人
た
ち
は
肺
結

核
を
お
そ
れ
、
海
岸
に
小
屋
を
た
て
、
そ
こ
へ
帰
っ
て
き
た
娘
を
入
れ
た
。

小
屋
の
入
り
口
ま
で
、
波
が
寄
せ
て
い
た
と
い
う
。
家
の
人
が
そ
の
小
屋
へ

娘
の
食
事
を
運
ん
だ
。
娘
は
死
ん
だ
。
村
の
人
た
ち
は
そ
の
娘
の
死
体
を
、

小
屋
ご
と
、
浜
で
焼
い
た
。

こ
れ
は
悲
し
い
物
語
だ
が
、
私
は
こ
れ
と
並
ん
で
つ
ら
さ
の
中
で
生
き
ぬ

い
た
工
女
の
姿
も
示
し
た
か
っ
た
。
涙
を
浮
か
べ
る
だ
け
が
工
女
へ
の
思
い

と
い
う
の
で
は
一
面
的
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

幸
い
私
は
つ
ら
さ
に
堪
え
て
生
き
ぬ
い
た
一
人
の
紡
績
工
女
、
高
橋
久
代

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
女
性
は
六
四
歳
だ
っ
た
が
、
一
○
代
の
時
に

紡
績
工
場
で
働
い
て
い
た
。
私
は
彼
女
か
ら
貴
重
な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
話
は
録
音
し
、
教
材
に
し
た
。

、
久
代
は
小
学
校
五
年
を
終
え
た
時
、
宮
城
県
の
片
田
舎
か
ら
東
京
に
出
て

中
で
生
き
ぬ
い
た
力
強
い
姿
で
あ
る
。

悲
惨
な
姿
に
つ
い
て
は
、
細
井
和
喜
蔵
の
「
女
工
哀
史
』
（
一
九
二
五
）

が
あ
る
が
、
私
は
小
説
家
、
劇
作
家
、
評
論
家
で
あ
る
高
倉
輝
の
『
日
本
の

女
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
実
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。

高
倉
輝
の
小
学
校
の
同
級
生
に
紡
績
工
女
に
な
っ
た
少
女
が
い
た
。

五
七 そ
の



離
れ
て
休
も
う
と
し
て
も
、
自
分
の
部
屋
で
は
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
工

女
が
眠
っ
て
い
る
か
ら
、
休
む
場
所
も
無
か
っ
た
。
機
械
か
ら
離
れ
て
寝
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
機
械
の
所
に
し
か
自
分
の
居
場
所
は
無

か
っ
た
。

工
場
の
ま
わ
り
に
は
、
堀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
堀
の
外
は
川
に
な
っ
て
い
た
。

務
の
交
替
時
刻
で
、
機
械
は
二
四
時
間
動
い
て
い
た
。
部
屋
は
一
つ
の
部
屋

を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
交
替
で
使
う
た
め
、
体
調
が
悪
く
な
っ
て
機
械
か
ら

の
工
場
で
働
き
つ
づ
け
た
。
久
代
が
東
京
へ
出
て
来
た
の
は
一
九
二
二
（
大

正
二
）
年
で
あ
っ
た
。

工
場
の
労
働
条
件
は
き
び
し
く
、
朝
六
時
と
夕
方
六
時
が
昼
勤
務
と
夜
勤

川
は
工
女
が
逃
げ
出
す
の
を
ふ
せ
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
門
か
ら
し
か

外
へ
は
出
ら
れ
ず
、
外
出
す
る
と
き
に
は
、
帳
場
か
ら
も
ら
っ
た
外
出
許
可

証
を
門
番
に
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

久
代
た
ち
は
、
「
寄
宿
な
が
れ
て
帳
場
が
焼
け
て
、
巡
視
コ
レ
ラ
で
死
ね

ば
よ
い
」
と
歌
い
、
「
会
社
づ
と
め
は
監
獄
づ
と
め
、
か
ね
の
く
さ
り
が
な

い
ば
か
り
」
と
歌
っ
た
。
当
時
、
ほ
か
の
紡
績
工
場
で
も
同
じ
よ
う
な
歌
が

歌
わ
れ
て
い
た
が
、
久
代
た
ち
も
そ
れ
を
歌
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

空
腹
に
な
る
と
、
堀
の
小
さ
い
穴
か
ら
、
外
に
い
る
パ
ン
屋
に
声
を
か
け

て
、
パ
ン
を
売
っ
て
も
ら
っ
た
。
パ
ン
屋
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ
の
穴
の

と
こ
ろ
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。

楽
し
み
は
年
に
一
度
の
花
見
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
、
工
女
た
ち
は
、
大
太

鼓
、
小
太
鼓
、
笛
な
ど
を
分
担
し
て
楽
隊
を
つ
く
り
、
上
野
の
山
を
行
進
し

た鼓
◎、

千
葉
県
の
成
田
ま
で
花
見
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
久
代
は
小
太
鼓
を

た
た
い
た
。

と
く
に
終
り
に
つ
け
る
は
や
し
言
葉
に
そ
れ
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

た
時
の
久
代
の
、
何
も
の
に
も
く
じ
け
ま
い
と
す
る
生
き
る
姿
勢
を
感
じ
た
。

せ
て
く
れ
た
。
そ
の
歌
い
方
の
強
さ
の
な
か
に
、
私
は
、
工
女
と
し
て
生
き

花
見
の
ほ
か
に
、
盆
踊
り
が
あ
っ
た
。
久
代
は
工
女
の
生
活
に
つ
い
て
私

に
話
し
て
く
れ
た
最
後
に
、
盆
踊
り
の
と
き
に
み
ん
な
で
歌
っ
た
歌
を
き
か

こ
の
時
久
代
は
最
後
の
は
や
し
言
葉
「
ヨ
シ
タ
ベ
ッ
チ
ョ
ケ
ン
ヶ
ン

ハ
ネ
ガ
ハ
エ
テ
パ
ッ
パ
」
を
、
襲
っ
て
く
る
も
の
を
跳
ね
返
し
、
吹
き
飛

ば
し
て
し
ま
う
激
し
い
調
子
で
歌
っ
た
。
小
学
校
五
年
で
紡
績
工
女
に
な
っ

て
生
き
た
久
代
の
生
き
る
力
が
、
力
強
く
、
声
に
な
っ
て
い
た
。
歌
い
終
わ

る
と
久
代
は
明
る
く
笑
っ
た
。

久
代
の
出
身
地
は
宮
城
県
で
あ
る
が
、
歌
に
は
越
後
が
出
て
く
る
。
工
場

で
先
輩
た
ち
が
歌
っ
て
い
た
歌
詞
を
久
代
も
仲
間
と
一
緒
に
歌
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

越
後
に
は
、
明
治
の
頃
か
ら
、
娘
を
芸
者
に
出
す
親
が
多
か
っ
た
。
こ
の

越
後
ヤ
ー
出
る
と
き
や
エ
ー
涙
で
出
た
が

今
じ
ゃ
越
後
の
エ
ー
ョ
シ
タ
風
も
い
や

越
後
蒲
原
ど
お
り
こ
び
き
の
出
ど
こ

娘
育
て
て
エ
ー
ョ
シ
タ
女
郎
に
売
る

ヨ
シ
タ
ベ
ッ
チ
ョ
ケ
ン
ケ
ン

ハ
、
不
ガ
ハ
エ
テ
パ
ッ
バ

五
八



一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
四
月
一
三
日
、
久
代
は
八
六
歳
の
生
涯
を
終

え
た
。
栗
駒
山
を
遠
く
望
み
、
源
氏
蛍
が
飛
び
交
う
宮
城
県
の
故
郷
に
、
久

音
テ
ー
プ
は
女
工
哀
史
の
文
学
教
育
で
の
貴
重
な
教
材
に
な
っ
た
。

学
の
講
義
で
も
使
っ
た
。
学
生
は
熱
心
に
聞
い
て
い
た
。

婚
し
、
工
場
を
や
め
た
。
そ
の
後
、
八
人
の
子
供
を
育
て
た
。
工
場
の
苛
酷

な
労
働
基
準
を
堪
え
ぬ
い
た
久
代
の
生
き
る
力
は
、
そ
の
後
の
人
生
を
も
さ

さ
え
つ
づ
け
、
そ
れ
は
子
供
た
ち
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。

場
面
は
日
本
の
近
代
史
の
矛
盾
に
か
み
つ
い
て
い
く
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。

盆
踊
り
の
時
、
工
女
た
ち
が
そ
ろ
っ
て
大
声
で
、
「
娘
育
て
て
エ
ー
、
ヨ
シ

タ
、
女
郎
に
売
る
」
と
歌
い
あ
げ
て
い
る
光
景
は
異
様
で
さ
え
あ
る
。
そ
の

貧
困
は
自
分
た
ち
と
共
通
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
工
女
た
ち
は
感
じ
と
っ
て

た
。
歌
で
は
「
芸
者
に
出
す
」
と
言
わ
ず
、
「
女
郎
に
売
る
」
と
核
心
を
衝

く
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
女
郎
と
工
女
は
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
親
の

た
め
に
子
が
増
え
す
ぎ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
親
の
貧
困
が
決

定
的
だ
と
言
っ
て
い
る
。

と
人
魚
」
に
登
場
す
る
娘
の
人
魚
の
背
景
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
上
笙
一

郎
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
間
引
き
を
罪
悪
と
す
る
浄
土
真
宗
が
盛
ん
で
あ
る

し］

た
｡

こ
と
は
上
笙
一
郎
が
「
未
明
童
話
の
本
質
」
（
勁
草
書
房
）
で
、
「
赤
い
蝋
燭

久
代
の
語
り
と
歌
に
は
不
思
議
に
み
ず
み
ず
し
い
力
が
あ
っ
た
。

紡
績
工
場
で
働
き
続
け
て
い
た
久
代
は
、
一
七
歳
の
時
、
東
京
の
人
と
結

自
分
の
郷
里
が
越
後
で
な
く
て
も
、
こ
の
歌
は
自
分
の
歌
に
な
っ
て
い
た
。

東
京
の
紡
績
工
場
の
盆
踊
り
の
歌
詞
に
も
そ
の
現
実
が
流
れ
込
ん
で
い

文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

そ
の
録

私
は
大

た
ぃ
と
思
う
。
国
語
科
教
材
研
究
に
は
人
の
生
き
死
に
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。

代
は
再
び
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
一
文
を
彼
女
の
墓
前
に
供
え

＊
本
稿
は
、
二
○
○
三
年
七
月
一
九
日
（
土
）
立
命
館
大
学
ア
カ
デ
メ
イ
ア

「
文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
」
に
は
数
多
く
の
人
生
の
ド
ラ
マ
が
集
ま

る
こ
と
を
私
は
知
っ
た
。

（
お
お
か
わ
ら
・
ち
ゅ
う
ぞ
う
前
奈
良
教
育
大
学
教
授

前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
講
師
）

て
起
こ
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

皿
に
て
開
催
さ
れ
た
二
○
○
三
年
度
国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
夏
季
大
会
で

の
講
演
「
文
学
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
」
の
内
容
を
、
改
め
て
文
章
と
し

五
九




