
い
る
か
訳
の
わ
か
ら
ぬ
私
に
用
務
を
命
じ
ら
れ
る
の

に
、
い
ち
い
ち
自
分
の
名
刺
の
裏
に
要
件
を
書
い
て

お
か
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
何
よ

り
も
恐
縮
の
種
で
あ
り
、
お
叱
り
を
受
け
る
べ
き
事

許
り
で
申
訳
な
い
次
第
で
し
た
。
こ
ん
な
ち
ょ
っ
と

し
た
事
に
も
先
生
の
人
柄
が
偲
ば
れ
、
世
俗
的
な
人

間
関
係
よ
り
も
研
究
一
筋
に
打
込
ま
れ
た
態
度
に
感

服
し
ま
す
。
助
手
の
私
の
方
が
ノ
サ
張
っ
て
い
る
様

な
感
じ
で
は
な
か
っ
た
か
と
今
に
な
っ
て
恥
か
し
ぐ

思
い
起
し
ま
す
。

先
生
に
は
学
校
で
よ
り
も
お
宅
で
お
目
に
か
か
っ

た
方
が
多
い
く
ら
い
で
し
た
。
学
生
時
分
に
は
同
級

の
者
は
三
・
四
名
で
す
か
ら
講
義
は
ほ
と
ん
ど
お
宅

で
し
て
戴
き
ま
し
た
し
、
奥
様
の
心
づ
く
し
の
も
の

を
色
女
戴
き
乍
ら
色
為
と
と
り
と
め
も
な
い
お
話
を

し
た
事
も
思
い
出
多
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
阪
の

境
跡
で
作
っ
た
野
菜
を
喜
ん
で
貰
っ
て
戴
け
た
の
も

何
よ
り
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
学
問
上
の
御
恩

は
も
と
よ
り
と
し
て
、
こ
ん
な
に
色
灸
な
面
で
気
安

く
お
導
き
下
さ
っ
た
先
生
に
長
く
お
会
い
し
な
い
で

い
る
う
ち
に
突
然
の
お
知
ら
せ
で
全
く
驚
き
ま
し

た
。

青
年
時
代
を
立
命
館
大
学
で
過
し
た
私
も
、
中
年

と
言
わ
れ
る
年
に
な
っ
て
そ
の
頃
の
こ
と
を
し
ゑ
じ

追
悼
録

後
藤
博
士
の
御
逝
去
を
悼
む

石
古
繁
信

後
藤
博
士
か
突
然
、
御
逝
去
せ
ら
れ
た
こ
と
を
、

心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

博
士
の
御
指
導
を
受
け
た
の
は
、
昭
和
二
十
四
年

か
ら
三
十
二
年
ま
で
の
八
年
間
で
あ
る
。
学
部
二
年

間
と
大
学
院
六
年
間
で
あ
る
。

博
士
は
温
厚
篤
実
な
お
人
柄
で
、
国
文
学
の
道
ひ

と
す
じ
に
生
き
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

数
多
く
の
論
文
は
勿
論
の
こ
と
、
博
士
の
講
義
を
一

度
で
も
受
け
た
人
は
、
誰
で
も
感
じ
る
こ
と
で
あ

る
。
昭
和
二
十
七
年
、
大
学
院
文
学
研
究
科
に
日
本

文
学
専
攻
が
設
け
ら
れ
た
時
、
私
は
第
一
に
志
望
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
私
は
大
阪
府
布
施
市
の
定

み
と
な
つ
か
し
く
思
い
出
し
て
い
ま
す
。
反
省
す
べ

き
事
の
象
多
い
嘗
て
の
日
鳧
の
思
い
出
で
は
あ
り
ま

す
が
、
後
藤
先
生
の
温
顔
と
そ
の
独
特
の
歩
か
れ
方

は
今
も
目
の
前
に
あ
り
あ
り
と
浮
ん
で
来
ま
す
。
そ

し
て
最
近
も
も
つ
と
し
ば
し
ば
お
訪
ね
し
て
お
教
を

受
け
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
後
悔
の
思
い
で
一
杯
で

す
。
（
昭
和
二
十
三
年
三
月
卒
、
大
阪
府
立
泉
尾
高

校
教
諭
）

時
制
高
校
の
国
語
教
師
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
大

学
院
の
講
義
を
受
け
る
た
め
に
、
布
施
と
京
都
の
間

を
往
復
四
時
間
の
と
こ
ろ
を
、
に
と
ん
ど
休
ま
ず
に

通
い
続
け
た
の
も
、
ひ
と
つ
に
博
士
の
お
人
柄
と
、

そ
こ
か
ら
に
じ
み
で
る
学
問
の
深
さ
に
ひ
か
れ
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
近
世
文
学
ｌ
馬
琴
の
読
本
の
研
究
へ
と
進

ん
で
い
っ
た
の
も
、
博
士
の
学
問
に
啓
発
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
大
学
院
で
誰
義
せ
ら
れ
だ
の
は
、
「
太

平
記
」
「
平
家
物
語
」
で
あ
っ
た
。
例
の
特
徴
の
あ

る
き
ち
ん
と
し
た
文
字
を
て
い
ね
い
に
書
い
て
、
時

間
通
り
講
義
を
し
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

博
士
の
学
位
を
受
け
ら
れ
た
前
後
は
、
「
読
本
の

研
究
」
に
没
頭
し
て
い
ら
れ
た
よ
う
に
拝
察
し
て
い

る
。
晩
年
は
や
は
り
上
川
秋
成
、
典
亭
馬
琴
の
読
本

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ

た
「
栫
説
弓
張
月
」
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
帥
昭

和
詔
年
８
月
刊
）
は
、
お
忙
し
い
講
義
の
傍
、
執
筆

し
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
わ
が
身
の
浅
学
非

才
を
も
か
え
り
象
ず
馬
琴
の
大
作
、
「
南
総
里
見
八

犬
伝
」
の
素
材
と
椛
成
と
い
う
研
究
題
目
を
き
め
た

の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
六
年
間
、
教
育

事
務
の
か
た
わ
ら
、
年
表
の
作
成
に
、
論
文
の
構
想

に
た
び
た
び
先
生
の
御
住
居
を
お
た
ず
ね
し
た
も
の

四
九



で
あ
る
。

博
士
は
学
問
の
こ
と
に
な
る
と
、
い
つ
も
御
気
嫌

よ
く
話
し
て
下
さ
る
の
で
、
学
生
に
は
と
て
も
有
り

難
い
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
学
究
的
な
超
俗
的

な
お
人
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
昭
和
三
十
二
年
に
修
士
課
程
を
終
了
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
も
、
博
士
の
御
指
導
が
あ
っ
た
れ
ば

こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
育
事
務
に
明
け

暮
れ
し
て
、
そ
の
後
ひ
さ
し
く
お
た
ず
ね
す
る
機
会

を
得
な
か
っ
た
が
、
突
然
、
御
逝
去
せ
ら
れ
た
こ
と

を
知
り
、
悲
し
み
の
念
に
耐
え
ず
、
学
界
の
支
柱
を

失
っ
た
よ
う
な
寂
し
い
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

平
常
は
あ
ま
り
病
気
な
ど
な
さ
ら
な
か
っ
た
の
に
と

思
い
薊
こ
れ
が
運
命
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
持
が
も
る
。

幽
明
と
こ
ろ
を
界
に
し
て
、
ふ
た
た
び
、
温
顔
を

拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
今
日
、
ひ
た
す
ら

そ
の
学
恩
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す

と
と
も
に
、
御
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
る

次
第
で
す
。
ｌ
昭
和
三
十
七
年
七
月
十
一
日
Ｉ
（
昭

和
二
十
六
年
三
月
卒
、
大
阪
府
立
寝
屋
川
高
等
学
校

教
諭
）

親
戚
の
結
婚
の
こ
と
で
旅
先
に
い
た
問
に
、
後
藤

丹
治
先
生
は
急
逝
さ
れ
た
。
帰
宅
し
て
は
じ
め
て
先

生
の
計
を
知
っ
た
わ
た
く
し
は
、
御
葬
儀
の
お
手
伝

い
も
出
来
な
か
っ
た
。
旅
を
し
て
い
た
こ
と
が
侮
ま

れ
た
。わ

た
く
し
が
卒
業
論
文
和
泉
式
部
日
記
研
究
（
校

本
篇
・
研
究
篇
・
附
篇
）
を
書
く
た
め
に
資
料
を
あ

つ
め
て
い
た
頃
、
図
書
館
の
う
す
暗
い
書
庫
の
中
で

先
生
に
お
め
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
書
庫
の

片
す
み
で
調
べ
も
の
を
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
時
の

先
生
の
お
姿
が
わ
た
く
し
の
脳
裏
に
や
き
つ
い
て
い

》
〈
》
。

そ
し
て
そ
の
時
、
先
生
の
お
世
話
で
、
群
害
類
従

所
収
和
泉
式
部
日
記
の
板
本
を
借
覧
す
る
こ
と
が
出

来
た
。
昭
和
二
十
二
年
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

だ
物
の
不
自
由
な
時
だ
っ
た
の
で
、
水
に
強
い
洋
紙

を
さ
が
し
て
来
て
、
必
要
な
大
き
さ
に
切
り
、
知
人

に
依
頼
し
て
青
写
真
の
薬
を
ぬ
っ
て
貰
い
、
子
供
の

こ
ろ
に
遊
ん
だ
日
光
写
真
の
よ
う
に
太
陽
光
線
で
焼

不
肖
の
弟
子大

橋
清
秀

五
○

き
つ
け
て
は
、
た
ら
い
の
中
の
水
で
洗
い
、
か
げ
ぽ

し
を
す
る
と
い
う
ま
こ
と
に
原
始
的
な
方
法
で
複
製

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
、
そ
の
青
写
真
の
複

製
本
を
ゑ
て
承
る
と
、
末
尾
に
、
「
後
藤
丹
治
先
生

の
御
厚
意
に
よ
り
立
命
館
大
学
剛
害
館
本
を
借
り
て

う
つ
す
」
と
墨
書
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
た

し
か
先
生
の
御
蔵
書
の
扶
桑
拾
葉
集
も
お
借
り
し
た

と
お
ぼ
え
て
い
る
。

わ
た
く
し
が
は
じ
め
て
先
生
の
教
え
を
受
け
た
の

は
、
昭
和
十
八
年
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

後
藤
丹
治
先
生
は
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
や
さ
し

い
け
れ
ど
こ
わ
い
先
生
で
あ
っ
た
。
先
生
と
の
お
話

は
、
学
問
に
つ
い
て
の
こ
と
ば
か
り
で
、
い
わ
ゆ
る

雑
談
の
た
ぐ
い
は
本
当
に
稀
で
あ
っ
た
。
勉
強
し
て

い
な
け
れ
ば
、
先
生
と
の
お
話
が
と
ぎ
れ
て
し
ま
う

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
い
つ
で
も
温
顔
ぞ
、
懇
切
に
質

問
に
答
え
て
下
さ
っ
た
が
、
先
生
御
自
身
の
学
問
に

対
す
る
き
び
し
さ
が
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
伝
わ
っ
て

来
る
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
い
つ
に
な
っ
た

ら
、
先
生
と
楽
に
お
話
が
出
来
る
よ
う
な
自
分
に
な

れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
と
心
細
か
っ
た
。

先
生
の
学
問
の
偉
大
は
、
先
生
か
ら
離
れ
る
と
一

層
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。


