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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明
＊
全
学
共
通
教
育　

教
授　

人
文
分
野

土
を
映
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
た
。
こ
う
し
て
現
代
国
語
辞
典
に

お
い
て
も
、〈
国
土
〉
の
第
二
の
意
味
と
し
て
、「
天
に
対
す
る
地
。
生
け
と
し
生
け

る
も
の
の
ふ
る
里
、
大
地
」
と
記
さ
れ
て
い
）
1
（
る
。
大
国
語
辞
典
を
開
く
と
そ
の
古
い

用
例
と
し
て
、
例
え
ば
『
風
雅
和
歌
集
』（
一
三
四
九
年
）
の
十
六
・
雑
中
か
ら
、

「
大
空
に
あ
ま
ね
く
お
ほ
ふ
雲
の
心
国
土
う
る
ほ
ふ
雨
降く

だ

す
な
り
」
と
い
う
歌
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
出
典
が
示
さ
れ
な
い
な
が
ら
、「
日
月
、
国
土
を
照
ら
す
」

と
も
。

　

日
月
の
光
が
降
り
、
雨
に
う
る
お
う
国
土
は
、
草
木
国
土
で
あ
る
。
草
木
国
土
と

し
て
、
そ
れ
は
仏
国
土
で
あ
る
。
即
ち
、
草
木
国
土
悉こ

と
ご
と
く皆

成
仏
ス
。
こ
の
語
は
、

お
よ
そ
二
十
ほ
ど
の
謡
曲
に
も
引
か
れ
て
い
る
と
聞
く
。
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学

全
集
』
第
三
十
三
、
第
三
十
四
巻
の
謡
曲
集
に
依
っ
て
、
筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、

『
定
家
』、『
采
女
』、『
真
如
観
』、『
弱
法
師
』、『
鵺
』
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
最
も
美
し
く
引
か
れ
て
い
る
の
は
、『
杜
若
』
の
終
り
の
地
謡
に
お
い
て
で
あ

ろ
う
。

　

袖
白
妙
の
、
卯
の
花
の
雪
の
、
夜
も
し
ら
し
ら
と
、
明
く
る
東
雲
の
、
浅
紫
の
、

杜
若
の
、
花
も
悟
り
の
、
心
開
け
て
、
す
は
や
今
こ
そ
、
草
木
国
土
、
す
は
や

今
こ
そ
、
草
木
国
土
、
悉シ

ツ

皆カ
イ

成
仏
の
、
御
法
を
得
て
こ
そ
、
失
せ
に
け
れ
。

　　

近
代
文
芸
の
中
で
は
、
例
え
ば
『
青
鞜
』
創
刊
の
辞
『
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ

っ
た
』
の
中
で
、
仏
陀
の
悟
り
の
内
容
と
し
て
引
用
符
が
付
せ
ら
れ
て
、

　

釈
迦
は
雪
山
に
入
っ
て
端
座
六
年
、
一
夜
大
悟
し
て
、「
…
曰
く
、
一
切
成
道

し
て
法
界
を
観
見
す
る
に
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
す
」
と
。
彼
は
…
真
の
自
然

主
義
と
な
っ
た
。

日
本
の
国
土
自
然
を
思
う

　

―
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
後
で
　

―
　

山
下
善
明＊

第
一
章

　
〈
国
土
〉
と
は
、
今
日
の
通
用
で
の
第
一
の
意
味
に
お
い
て
は
、
統
治
権
の
及
ぶ

範
域
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
国
土
の
総
面
積
は
三
十
七
万
余
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
お
い
て
は
、
国
土
と
は
領
土
で
あ
る
。

現
時
丁
度
、
竹
島
や
尖
閣
列
島
、
そ
し
て
長
ら
く
北
方
四
島
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
領
有

権
が
争
わ
れ
て
い
る
。
領
土
と
は
必
ず
固
有
領
土
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
国
土
と
は
本
来
〈
仏
国
土
〉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
衆
生
が
救ク

済サ
イ

さ
れ
る
仏
の
国
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
こ
の
漢
語
が
日
本
に
移
さ
れ
て
日
本
語
化

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
、
地
上
の
国
土
と
い
う
色
合
い
を
深
め
た
。
か
か
る
国
土

を
、
西
田
幾
多
郎
は
、
戦
渦
の
中
、
昭
和
二
十
年
四
月
十
四
日
、
生
涯
最
後
の
著
作

『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
を
閉
じ
る
一
行
で
、「
国
家
と
は
此
土
に
於
て
浄
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推
量
で
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
安
然
は
『
中
陰
経
』
に
事
寄
せ
て
、
自
ら
の

「
日
本
的
な
思
想
」
を
述
べ
た
、
安
然
は
宋
に
渡
っ
た
か
ど
う
か
は
異
説
が
あ
る
け

れ
ど
も
、
も
し
渡
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
道
邃
に
伝
わ
り
、
謂
わ
ば
逆
輸
入
さ
れ

て
、
証
真
も
「
中
陰
経
に
云
く
」
と
語
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
語
句
の
最
も
古
く
録
さ
れ
た
も
の
は
日
本
に
見
出
さ
れ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
草
木
国
土
が
、
仏
と
な
れ
る
こ
と
を
自
ず
と
有
す

る
〈
有
仏
性
〉
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
竹
村
氏
と
共
に
、「
日
本
的
な
思
想
」
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
句
は
漢
語
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

大
陸
へ
も
伝
わ
っ
た
。

　

日
本
の
自
然
は
し
か
し
、
は
る
、
な
つ
、
あ
き
、
ふ
ゆ
で
あ
る
。
私
た
ち
が
高
校

生
の
頃
よ
り
馴
染
ん
で
い
る
『
徒
然
草
』
に
み
れ
ば
、
そ
の
第
一
九
段
、「
の
ど
や

か
な
る
日
影
に
、
墻
根
の
草
萌
え
い
づ
る
」
は
る

―
「
家
に
夕
顔
の
白
く
見
え
て
、

蚊
遣
火
ふ
す
ぶ
る
」
な
つ

―
「
萩
の
下
葉
色
づ
く
ほ
ど
、
早
稲
田
刈
り
干
す
」
あ

き

―
「
見
る
人
も
な
き
月
の
、
寒
け
く
澄
め
る
」
ふ
ゆ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
日

本
の
自
然
は
、
は
な
、
と
り
、
か
ぜ
、
つ
き
、
で
あ
る
。〈
花
鳥
風
月
〉
で
あ
る
。

花
の
色
を
見
、
鳥
の
声
を
聞
く
、
風
の
そ
よ
ぎ
を
聞
き
、
明
る
き
月
を
見
る
。
し
か

し
ま
た
、
鳥
に
替
っ
て
雪
が
入
っ
て
、〈
雪
月
風
花
〉
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
入
れ

替
り
は
、「
第
九
章
・
冬
の
美
の
発
見
」
か
ら
「
第
十
章
・
冬
の
美
」
へ
と
い
う
連

な
り
を
そ
の
重
要
な
展
開
と
し
て
い
る
唐
木
順
三
『
日
本
人
の
心
の
歴
）
6
（

史
』
に
従
え

ば
、
平
安
王
朝
文
化
か
ら
鎌
倉
、
室
町
文
化
へ
の
移
行
を
表
わ
す
も
の
か
と
も
思
え

る
。

　

川
端
康
成
は
し
か
し
、
既
に
白
居
易
の
詩
に
見
ら
れ
る
〈
雪
月
花
〉
と
三
文
字
だ

け
を
好
ん
で
揮
毫
し
た
と
い
わ
れ
）
7
（

る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
康
成
が
、
一
九
六
八
年
、
ノ

ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
記
念
講
演
『
美
し
い
日
本
の
）
8
（

私
』
の
冒
頭
で
引
用
し
て
一
段
と

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
二
）
の
歌
が
あ
る
。
そ

と
誌
さ
れ
て
い
る
の
を
み
）
2
（
る
。
し
か
し
、
漱
石
の
『
門
』
二
十
に
見
え
る
そ
れ
と
な

る
と
、
地
の
文
の
中
で
は
も
と
よ
り
あ
り
え
ず
、
登
場
人
物

―
若ジ
ヤ

僧ク
ソ
ウの
宜
道

―

の
叫
ん
だ
声
と
し
て
、
し
か
も
主
人
公
・
宗
助
の
又
聞
き
と
し
て
謂
わ
ば
間
・
間
接

話
法
で
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
時
分
の
彼
は
彫
刻
家
で
あ
っ
た
。
見
性
し
た
日
に
、
嬉
し
さ
の
余
り
、
裏

の
山
へ
馳
け
上
っ
て
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
と
大
き
な
声
を
出
し
て
叫
ん
だ
。

そ
う
し
て
遂
に
頭
を
剃
っ
て
し
ま
っ
た
。

　　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
の
例
え
ば
新
潮
文
庫
版
で
は
、
巻
末
に
次
の
よ
う
な
註
記
が

付
せ
ら
れ
て
い
る
。「『
中
陰
経
』
に
〈
一
切
成
道
、
観
見
法
界
、
草
木
国
土
、
悉
皆

成
仏
〉
と
あ
る
。」
仏
教
辞
典
を
開
け
ば
、
確
か
に
、
平
安
末
期
の
宝
地
房
証
真

（
一
一
五
六
〜
一
二
〇
七
）
の
『
止
観
私
記
』
に
「
中
陰
経
云
」
と
し
て
こ
の
四
句

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
仏
教
学
者
・
竹
村
牧
男
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

四
句
自
身
は
四
世
紀
後
半
、
竺
仏
念
に
よ
る
漢
訳
『
中
陰
経
』
に
は
見
ら
れ
な
い
と

い
）
3
（

う
。
だ
か
ら
、
と
竹
村
氏
は
言
う
、「
こ
の
句
は
日
本
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
思
想
は
日
本
的
な
思
想
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
」
と）4
（

。
と
こ
ろ
が
そ
の
一

方
で
、
竹
村
氏
は
言
う
、「
こ
の
句
は
、（
北
宋
か
ら
南
宋
の
頃
の
）
道
邃
（
一
一
〇

六
〜
一
一
五
七
）
の
『
摩
訶
止
観
論
弘
決
纂
義
』
巻
一
に
出
る
〈
一
仏
成
道　

観
見

法
界　

草
木
国
土　

悉
皆
成
仏
〉
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
）
5
（

る
」
と
。

そ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
句
は
日
本
で
作
ら
れ
た
と
も
、
日
本
的
な
思
想
と
も
考
え

ら
れ
な
い
。
し
か
し
再
び
仏
教
辞
典
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
句
は
、
最
も
早
く
は
、

平
安
前
期
の
安
然
（
八
四
一
〜
九
一
五
）
の
『
斟
定
草
木
成
仏
私
記
』
に
、「『
中
陰

経
』
に
云
く
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
不
学
な
筆
者
の
当
て
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

冷
し
く
あ
り

0

0

け
り
の
、
そ
の
〈
あ
る
〉
の
非
情
を
露あ
ら

わ
に
す
る
。「
雪
降
り
て
寒
か

り
け
り
」
で
は
、
単
に
即
物
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
文
字
通
り
物
に
即つ

い
た
執

着
で
あ
る
。
一
般
に
は
執
着
は
、
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
、
手
に
入
れ
た
も
の

へ
の
執
着
で
あ
る
。
し
か
し
雪
の
寒
さ
も
、
寒
さ
と
実
定
す
る
限
り
、
そ
れ
に
従ジ

ユ
ウし

た
、
謂
わ
ば
負
号
の
付
い
た
執
着
で
あ
る
。
そ
の
執
着
を
離
却
し
て
「
雪
冷
し
」
な

の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
言
葉
を
用
う
れ
ば
、「
像か

た
ち、
花
（
風
雅
＝
筆
者
註
）
に
あ
ら
ざ

る
時
は
夷
狄
に
ひ
と
し
」（『
笈
の
小
文
』）
な
の
で
あ
る
。

　

降
り
積
も
れ
し
雪
は
「
冴さ

ゆ
。」
即
ち
「
さ
映は

ゆ
」、
雪
は
現あ

ら
映は

ゆ
（
現
ら
は

る
）。
雪
は
映う

つ

る
。
雪
は
映う
つ

奇く

し
（
ま
た
は
映う
つ

霊く
し

）。
花
の
色
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
、

月
の
光
と
同
じ
く
、
雪
、
映
奇
し
。
無
論
、
道
元
個
人
が
見
た
幻
映
だ
と
い
う
の
で

は
な
い
。
日
本
の
自
然
の
美
は
、
日
本
国
土
の
苛
烈
さ
、
苛
酷
さ
が
夢
と
浮
か
ば
せ

た
映
奇
し
さ
で
は
な
い
の
か
。
日
本
の
国
土
が
己
れ
自
身
を
夢
見
て
映エ
イ

じ
た
そ
の
夢

の
映
奇
し
さ
で
は
な
い
の
か
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
自
然
の
も
つ
芸

術
衝
動
は
、
夢
の
形
象
世
界
と
し
て
、
自
然
の
直
接
な
芸
術
状
態
と
な
り
、
そ
れ
に

比
し
て
は
、
ど
ん
な
芸
術
家
も
〈
模
倣
者
〉
で
し
か
な
い
」（『
悲
劇
の
誕
生
』
第
二

節
）
の
で
あ
る
。

　

道
元
は
言
う
、「
草
木
国
土
、
こ
れ
心シ

ン

な
り
」（『
正
法
眼
蔵
』
仏
性
。
以
下
『
正

法
眼
蔵
』
か
ら
の
引
用
は
巻
名
の
み
を
挙
げ
る
）。
心
と
は
何
か
。「
心シ

ン

と
は
、
…
…

山
河
大
地
な
り
。
…
…
山
河
大
地
心
は
山
河
大
地
の
み
な
り
」（
即
心
是
仏
）。
そ
れ

は
、
山
河
大
地
の
現あ

る
が
、
現
ら
映
ゆ
が
、
即
ち
山
河
大
地
の
在あ

る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
現
ら
映
ゆ
で
あ
る
が
故
に
、
在
る
「
国
土
山
河
の
無
常
な
る
」。
道
元
は
、

「
こ
れ
、
仏
性
な
る
に
よ
り
て
な
り
」（
仏
性
）
と
言
う
。
即
ち
、
草
木
国
土
悉
皆
成

仏
。
従
っ
て
仏
性
と
は
、
渓た

に

が
渓
の
声ひ
び
きで
あ
り
、
山
が
山
の
色す
が
たで
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

現あ

り
て
在あ

る
こ
と
、
在
り
て
現
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
心シ
ン

は
一
切
法
な
り
、

一
切
法
は
心
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
元
は
続
け
て
言
う
、「
心
は

れ
は
、
花
、
鳥
、
月
、
雪
が
、
四
季
の
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
歌
で
あ
る
。

　

春
は
花　

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
月

　
　

冬　

雪
さ
え
て　

冷す
ず

し
か
り
け
）
9
（
り

　　

受
賞
講
演
を
英
訳
し
た
の
は
、
受
賞
作
品
『
雪
国
』
を
英
訳
し
た
サ
イ
デ
ン
ス
テ

ッ
カ
ー
で
あ
る
。
後
句
の
「
冬　

雪
さ
え
て
冷
し
か
り
け
り
」
を
、
英
訳
者
は
、in 

W
inter the snow

, clear, cold
と
訳
し
た
。
筆
者
の
英
語
の
語
感
は
余
り
当
て
に

な
ら
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
〈
冷す

ず

し
〉
は
、cool

で
は
な
く
、cold

と
訳
さ
れ

た
の
か
と
訝
し
め
ら
れ
る
。
道
元
は
、「
寒
か
り
け
り
」
と
は
歌
っ
て
い
な
い
。
こ

の
歌
は
、
道
元
四
十
八
歳
の
も
の
で
あ
る
。
四
十
三
歳
の
時
、
雪
降
り
て
も
た
だ
雪

化
粧
の
「
邦
畿
千
里
を
避
け
て
」
雪
深
い
越
の
国
の
山
か
げ
に
永
平
寺
を
草
創
し
て
、

以
後
そ
の
住
房
に
暮
ら
し
て
既
に
霜
華
五
廻
を
経
て
い
る
道
元
が
、
霙
降
り
雪
降
る

厳
し
い
寒
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
雪
さ
え
て
冷す
ず

し
か
り
け
り
」
と
歌
っ
た
。

　

問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
冬
、
雪
降
り
て
寒
か
り
け
り
」
で
は
小
学
生
の

即
物
的
作
歌
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
は
抒
情
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
唐
木
順
三
は
む
し
ろ
逆
の
方
面
か
ら
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
道
元
で
さ
へ
、
三
十
一
文
字
と
い
ふ
発
想
形
式
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
式
に
制
約

さ
れ
て
、〈
冬
、
雪
さ
え
て
、
冷
し
か
り
け
り
〉
と
附
け
加
へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

漢
詩
的
発
想
な
ら
ば
、
雪
冴
、
或
い
は
雪
冷
と
書
く
と
こ
ろ
だ
ら
う
。
そ
れ
が
和
歌

に
お
い
て
は
〈
冷
し
か
り
け
り
〉
と
な
る
。
か
り
け
り
に
お
い
て
作
者
の
心
情
が
顔

を
出
す
。
即
ち
抒
情
風
に
な
）
10
（
る
。」
傾
聴
す
べ
き
批
評
で
あ
っ
て
、
確
か
に
、〈
か
り

け
り
〉
に
お
い
て
抒
情
風
に
な
る
。
し
か
し
「
冷
し
」
そ
の
も
の
は
抒
情
的
で
あ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
「
冷
し
」
は
、〈
か
り
け
り
〉
に
お
け
る
「
抒
情
風
」
を
消
し
去
る
。
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こ
の
歌
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。「
歌
と
し
て
い
か
が
か
と
い
う
に
、
道
歌
じ

み
て
い
て
一
向
よ
ろ
し
く
な
い
。
こ
ん
な
の
を
よ
ろ
こ
ん
で
い
て
は
、
決
し
て
良
寛

の
歌
の
真
の
よ
さ
に
は
近
づ
き
が
た
い
の
で
あ
）
12
（
る
。」
確
か
に
、
人
は
こ
の
歌
を
道

歌
と
し
て
、
つ
ま
り
自
分
な
ぞ
に
は
「
近
づ
き
が
た
い
」
境
地
、
た
だ
仰
ぎ
見
る
も

の
と
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
「
よ
ろ
こ
ん
で
」
口
の
端
に
の
ぼ
せ
た
。
事
実
ま
た
数
多

く
の
本
に
引
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
て
こ
の
歌
は
い
つ
し
か
手
垢
が
付
い
て
し
ま

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
手
垢
を
拭
き
取
れ
ば
、
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。
即
ち
、
歌
に
、
死
の
冬
の
謂
わ
ば
詠
題
だ
け
は
な
く
、
春
の
花
、
夏
の
山

ほ
と
と
ぎ
す
、
秋
の
も
み
じ
葉
が
、
冬
枯
れ
の
野
に
落
ち
る
陽
光
を
受
け
て
浮
か
び

出
で
て
い
る
こ
と
を
。
こ
の
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
辞
世
の
歌
で
は
な
か
ろ
う

か
。
良
寛
個
人
の
「
死
に
際
し
て
詠
」
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
、
問
題
の
外
で
あ
る
。

　
「
粤こ

こ

に
吾
が
永
平
有
り
…
…
幽
と
し
て
輝
を
蒙
ら
ざ
る
靡な

く
、
輝
を
垂
れ
て
島
夷

に
及
）
13
（
ぶ
」
と
良
寛
が
詩
っ
た
そ
の
輝
け
る
陽
・
道
元
、
島
夷
と
い
え
ど
「
大
地
有
情

と
同
時
に
成
道
」
せ
し
道
元
、
し
か
し
道
元
の
あ
と
に
道
元
な
く
、「
永
平
古
仏
の

録
」・
正
法
眼
蔵
も
「
五
百
年
来
、
塵
埃
に
委
せ
し
」
ま
ま
に
、
冬
の
枯
れ
渡
る
野

に
、
陽
は
日
色
薄
く
落
ち
て
行
っ
た
。
そ
の
詩
に
ま
た
言
う
、「
大
廈
（
道
元
）
の

将
に
崩
倒
せ
ん
と
す
る
と
や
、
一
木
（
良
寛
）
の
支
ふ
る
所
に
非
ず
、
清
夜
、
寐
ぬ

る
こ
と
を
能
は
）
13
（

ず
」（
括
弧
内
は
筆
者
）

　

眠
る
こ
と
の
能
わ
ぬ
夜
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。「
春
雨
、
雪
に
和
」
し
「
春
夜
、

蒼
茫
た
り
」
で
始
ま
る
別
の
詩
『
読
永
平
録
』
の
最
後
の
段
は
こ
う
で
あ
る
。

　

古
へ
を
慕
ひ
今
に
感
じ
て
心
曲
を
労
す

一
夜
、
燈
前
、
涙
留
ら
ず

湿う
る
ほひ
尽
く
す
永
平
古
仏
の
録

翌
日
、
隣
翁
、
草
庵
に
来
り
て

月
な
る
が
ゆ
へ
に
、
月
は
月
な
る
べ
し
」（
都
機
）
と
。
月
の
現
ら
映
ゆ
る
が
故
に
、

月
は
月
に
し
て
在
る
の
で
あ
る
。
月
と
は
月
影
で
あ
る
。
月
の
、
心
に
存ゾ

ン

ず
る
が
故

に
、
月
は
月
に
し
て
在ザ

イ

す
る
。
だ
が
、
断
じ
て
唯
心
論
・
観
念
論
で
は
な
い
。
確
か

に
「
う
ら
む
べ
し
、
山
水
に
か
く
れ
た
る
声
色
あ
る
こ
と
。
又
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
、
山

水
に
あ
ら
は
る
ゝ
時
節
因
縁
あ
る
こ
と
」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
か
く
れ
た
る
〉

の
上
に
〈
あ
ら
は
る
る
〉
が
浮
か
び
出
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
続

け
て
言
わ
れ
る
。「
し
か
あ
れ
ど
も
、
あ
ら
は
る
る
と
き
を
や
、
ち
か
し
と
な
ら
ふ
、

か
く
れ
た
る
と
き
を
や
、
ち
か
し
と
な
ら
は
ん
」（
渓
声
山
色
）
と
。
つ
ま
り
、〈
あ

ら
は
る
る
と
き
〉
は
、〈
か
く
れ
た
る
〉
を
離
れ
る
の
で
は
な
く
、〈
か
く
れ
た
る
と

き
〉
を
共
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
道
元
は
逆
に
こ
う
言
う
、「
あ
ら
は

れ
ざ
れ
ど
も
、
か
く
れ
ず
と
参
学
す
べ
し
」（
行
持
・
上
）
と
。

　

今
一
度
、
誦
し
て
お
こ
う
。

　

春
は
花　

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
月

　
　

冬　

雪
さ
え
て　

冷
し
か
り
け
り

　　

紛
う
か
た
な
く
、
こ
の
歌
の
も
と
に
良
寛
（
一
七
五
八
―
一
八
三
一
））
は
歌
っ

た
。

　

形
見
と
て
何
か
残
さ
む

　
　

春
は
花　

山
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
も
み
じ
）
11
（

葉

　
歌
人
・
吉
野
秀
雄
は
、
良
寛
の
弟
・
由
之
の
日
記
に
み
え
る
、「
よ
し
子
（
山
田
杜

皐
＝
筆
者
註
）
が
御
形
見
乞
ひ
し
歌
の
御
か
へ
し
」
と
い
う
言
句
を
引
き
な
が
ら
、

「〈
か
た
み
〉
と
い
っ
て
も
死
に
際
し
て
詠
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
」
と
述
べ
て
、
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

言
っ
た
よ
う
に
、
雪
冴
、
雪
冷
と
し
た
と
し
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
道

元
自
ら
の
言
う
「
文
筆
・
詩
歌
等
、
そ
の
詮
な
き
こ
と
」（『
正
法
眼
蔵
随
問
記
』
一

ノ
十
二
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
悔
恨
を
和
ら
げ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

禅
語
に
言
う
「
悟
り
悟
り
て
未
悟
に
同
）
15
（
じ
」
と
思
い
出
し
て
み
る
ま
で
も
な
い
。

道
元
自
身
が
、「
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
き
」
よ
う
に
、「
す
で
に
修
の
証

な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
」（
辨
道
話
）
す
な
わ
ち
、
修
業
は
続
き
証
悟
に
終
点
は

な
い
と
言
っ
て
い
る
。「
雪
冴
え
て
冷
し
か
り
け
り
」
は
一
つ
の
証
で
あ
っ
た
れ
ば

こ
そ
、
生
涯
の
終
り
近
く
な
お
そ
れ
を
悔
い
る
。
悔
い
る
道
元
が
、
代よ

々よ

の
百
の
道

得
の
人
か
ら
一
つ
の
道
元
を
分
か
つ
。

　

そ
れ
で
は
、「
形
見
」
と
し
て
、
雪
を
残
さ
ん
と
し
な
か
っ
た
良
寛
に
、
雪
は
何

で
あ
っ
た
か
。

　

お
く
山
の　

菅
の
根
し
の
ぎ　

ふ
る
雪
の
、
ふ
る
雪
の　

ふ
る
と
は
す
れ
ど　

つ
む
と
は
な
し
に　

そ
の
雪
の　

そ
の
雪
）
16
（

の

　「
そ
の
雪
の　

そ
の
雪
の
」
で
途
絶
え
て
い
る
の
は
、
良
寛
自
身
の
命
が
こ
こ
で
途

絶
え
た
か
ら
で
あ
る
。
文
芸
的
に
言
え
ば
、
力
弱
ま
っ
た
良
寛
の
手
か
ら
こ
こ
で
筆

が
離
れ
落
ち
た
の
で
あ
る
。
兄
の
死
の
床
の
ほ
と
り
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
歌
稿
を
見

た
由
之
は
、「
是
等
は
く
る
し
み
に
た
へ
ず
、
か
き
お
ほ
せ
た
ま
は
ず
と
見
え
）
17
（

し
」

と
そ
の
日
記
に
誌
し
て
い
る
通
り
、
吉
野
秀
雄
も
、「
い
よ
い
よ
病
気
の
重
篤
に
陥

っ
た
良
寛
の
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
せ
つ
な
い
息
づ
か
い
を
聞
く
思
い
が
す
）
18
（

る
」
と
述
べ

て
い
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
年
）
正
月
六
日
、
良
寛
は
遷
化
し
た
。

　

だ
が
、
吉
野
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
「
意
味
は
不
明
）
19
（
瞭
」
だ
ろ
う
か
。
歌
の

序
詞
は
、『
古
今
和
歌
集
』
五
五
一
に
あ
る
、「
奥
山
の　

菅
の
根
し
の
ぎ　

降
る
雪

の　

消け

ぬ
と
か
い
は
む　

恋
の
し
げ
き
に
」
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
良
寛
の

我
に
問
ふ
、
此
の
書
、
何
に
因
つ
て
か
湿
ふ
と

道い

は
ん
と
欲
し
て
道
へ
ず
、
意
こ
こ
ろ

、
転
う
た
た

労
す

意
、
転
労
す
れ
ど
も
、
説
く
も
及
ば
ず

頭か
う
べを
低た

れ
、
良や
や

久
し
う
し
て
一
語
を
得
た
り

夜
来
、
雨
漏も

り
て
、
書
笈
を
湿
す
）
14
（
と

　
明
ら
か
に
「
国
土
う
る
ほ
う
降
す
雨
」
の
こ
の
「
一
語
」
が
、
感
傷
に
流
れ
終
る
こ

と
を
堰
き
止
め
た
。
け
れ
ど
も
、「
形
見
と
て
何
か
残
さ
ん
」
の
歌
も
同
じ
「
涙
」

で
湿う

る
おっ

て
い
な
く
は
な
い
か
。
道
歌
と
し
て
読
ま
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
抒
情
性
が

多
く
の
人
を
し
て
愛
誦
せ
し
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
歌

の
、
た
と
え
文
芸
・
歌
論
上
の
そ
れ
で
な
い
と
し
て
も
本
歌
た
る
「
冬
、
雪
冴
え
て

冷
し
か
り
け
り
」
の
歌
は
、「
本
来
の
面
目
を
詠
ず
」
と
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
通

り
、
一
切
の
抒
情
性
を
絶
ち
切
っ
て
い
て
、
抒
情
の
涙
で
「
本
来
の
面
目
」
が
曇
る

こ
と
は
な
い

―
と
見
え
た
。
だ
が
道
元
自
身
が
、
後
に
な
っ
て
こ
の
歌
を
悔
い
た
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
道
元
四
十
八
歳
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
五

年
の
後
の
夏
の
初
め
、
道
元
は
病
に
臥
し
、
そ
の
ま
ま
同
年
八
月
二
十
八
日
、
示
寂

し
た
。
そ
の
病
の
床
で
歌
っ
た
。

　

花
も
み
ぢ
冬
の
白
雪
見
し
こ
と
も

　
　

思
へ
ば
く
や
し
色
に
め
で
け
り

　　
「
色
に
め
づ
」
と
は
、
道
元
自
身
が
別
の
歌
に
「
闇
に
迷
ひ
て
色
に
め
で
け
り
」

と
言
う
よ
う
に
、
表
面
に
現
わ
れ
た
美
麗
・
情
趣
に
目
を
奪
わ
れ
て
「
心
月
」
を
失

う
こ
と
で
あ
る
。「
冬
の
白
雪
」
を
「
冴
え
て
冷
し
か
り
」
と
見
し
こ
と
を
道
元
は

悔
い
た
。
そ
の
「
白
」
は
、
美
麗
な
る
「
闇
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
唐
木
順
三
の
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ぬ
時
節
は
死
ぬ
が
よ
い
と
。「
し
か
し
」
と
そ
う
言
い
始
め
た
時
は
、
自
ら
に
語
り

自
ら
に
聞
か
せ
る
言
葉
と
し
て
謂
わ
ば
主
観
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
言
い
終
え
た
時

は
、
言
葉
は
客
観
的
と
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
付
け
加
え
た
。「
是
ハ
こ
れ
、
災
難

を
の
が
る
ゝ
妙
法
に
て
候
」
と
。
災
難
に
逢
い
災
難
に
死
し
て
災
難
と
共
な
る
が
、

災
難
を
の
が
る
る
こ
と
で
あ
る
。
災
難
と
共
な
れ
ば
、
災
難
に
逢
う
こ
と
も
な
い
。

そ
れ
が
、
法
が
そ
れ
と
し
て
現
れ
ぬ
「
妙
法
」
で
あ
る
。
良
寛
の
こ
の
二
行
を
、
吉

野
秀
雄
の
よ
う
に
、「
い
か
に
も
禅
坊
主
ら
し
い
気
鋒
峻
烈
な
死
生
超
脱
の
大
安
心
」

の
語
録
と
読
ん
で
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ
良
寛
の
「
真
の
よ
さ
に
は
近
づ
き
が
た
い
」

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

日
本
国
土
の
国
史
上
少
な
く
と
も
も
う
一
つ
あ
る
。
良
寛
も
、「
是
の
翁
以
前
に

是
の
翁
な
く
、
是
の
翁
以
後
に
是
の
翁
な
）
21
（
し
」
と
賛
し
た
芭
蕉
翁
の
『
野
ざ
ら
し
紀

行
』
の
中
で
あ
る
。
富
士
川
の
ほ
と
り
を
行
く
に
、
三
つ
ば
か
り
の
捨
て
子
が
哀
れ

げ
に
泣
い
て
い
た
。
し
か
し
「
露
ば
か
り
の
命
待
つ
間
と
捨
て
置
き
け
む
」。
秋
の

風
に
、
今
宵
散
る
か
、
明
日
に
萎
れ
る
か
。
袂
か
ら
出
し
た
喰
物
を
投
げ
て
通
り
過

ぎ
た
。
そ
し
て
芭
蕉
は
歌
う
が
、
そ
の
歌
は
、
歌
い
上
げ
な
が
ら
佶
屈
と
し
て
い
る
。

大
き
く
歪
ん
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

猿
を
聞
く
人　

捨
て
子
に
秋
の
風　

い
か
に

　
猿
の
哀
切
な
泣
き
声
に
己
が
哀
傷
を
託
し
て
う
た
う
伶う

た

人び
と

た
ち
よ
、
そ
れ
で
は
、
捨

て
子
の
こ
の
泣
き
声
を
い
か
に
聞
く
か
。
そ
し
て
「
い
か
に
ぞ
や
」
と
捨
て
子
自
身

に
向
う
。

　

い
か
に
ぞ
や
汝
。
父
に
悪に

く

ま
れ
た
る
か
、
母
に
疎う
と

ま
れ
た
る
か
。
父
は
汝
を
悪

む
に
あ
ら
じ
、
母
は
汝
を
疎
む
に
あ
ら
じ
。
た
だ
こ
れ
天
に
し
て
、
汝
が
性さ

が

の

雪
は
「
消
ぬ
」
の
で
は
な
い
。
降
り
ま
た
降
る
。
降
り
ま
た
降
る
け
れ
ど
、
積
む
と

は
な
き
こ
の
雪
は
沫あ

わ

雪
で
あ
る
。
つ
ま
り
春
の
雪
で
あ
る
。
天
保
元
年
の
暮
れ
か
二

年
の
年
の
始
め
に
、
つ
ま
り
真
冬
に
降
る
実
の
雪
に
見
ら
れ
た
、
謂
わ
ば
虚
の
雪
で

あ
る
。
冬
、
雪
降
り
て
寒
け
り
と
同
時
に
見
ら
れ
た
幻
映
の
春
の
雪
で
あ
る
。
無
論
、

良
寛
自
身
が
病
の
熱
に
う
な
さ
れ
て
夢
現
に
見
た
幻
映
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
そ
の
雪
の
、
そ
の
雪
の
」
と
、
雪
降
り
し
き
る
な
か
、
雪
そ
の
も
の
が
、
何
か
手

を
伸
ば
し
て
も
手
に
取
れ
ず
手
に
ふ
れ
え
ぬ
雪
で
あ
る
。

　

苛
酷
、
苛
烈
の
日
本
国
土
は
、
自
ら
を
詒あ

ざ
むき
自
ら
を
佯い
つ
わる
ほ
ど
に
「
夢
の
形
象
世

界
」
と
な
る
。
い
や
、
夢
と
い
う
語
は
も
う
使
う
ま
い
。
自
ら
に
反か

え

り
映
し
て
、
そ

の
反
映
の
映
奇
し
さ
が
、
日
本
自
然
の
美
で
あ
る
。
そ
れ
を
形
見
に
残
し
う
る
故
に
、

「
死
ぬ
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く
候
。」

　

良
寛
七
十
一
歳
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
十
一
月
十
二
日
、
平
成
十
六
年

の
中
越
地
震
と
ほ
ぼ
震
源
域
を
同
じ
く
す
る
地
震
が
あ
っ
た
。
震
度
は
お
そ
ら
く
6

強
〜
7
。
死
者
は
推
定
一
四
〇
〇
人
。
広
い
越
後
平
野
で
人
は
疎
ら
に
、
藁
葺
き
か

茅
葺
き
の
葛く

ず

屋や

に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
恐
る
べ
き
数
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
島
崎
村
の
木
村
邸
内
の
裏
屋
に
寓
居
し
て
い
た
良
寛
自
身
は
無
事
で
あ
っ
た
。

ほ
ぼ
一
ヶ
月
の
後
、
十
二
月
八
日
、
大
き
く
被
災
し
た
与
板
村
の
友
人
・
山
田
杜
皐

に
宛
て
ら
れ
た
手
紙

―
「
地
し
ん
は
信
（
ま
こ
と
）に

大
変
に
候
。
野
僧
、
草
庵
何
事
も
な
く

候
。
親
る
い
中
、
死
人
も
な
く
、
め
で
度
く
候
。
う
ち
つ
け
に
死
な
ば
死
な
ず
て
、

な
が
ら
へ
て
、
か
か
る
憂
き
め
を
見
る
が
、
は（

わ
）び
し
き
。

　

し
か
し
、
災
難
に
逢
ふ
時
節
に
は
逢
ふ
が
よ
く
候
。
死
ぬ
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く

候
。
是
ハ
こ
れ
、
災
難
を
の
が
る
ゝ
妙
法
に
て
候
。
か
し
こ
。
良
）
20
（

寛
」

　

書
中
、「
う
ち
つ
け
に
死
な
ば
死
な
ず
て
な
が
ら
へ
て
、
か
か
る
憂
き
め
を
見
る

が
は
び
し
き
」
は
、
そ
の
ま
ま
和
歌
一
首
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
歌
い
お
え
て
、

「
は
び
し
き
」
自
ら
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。
災
難
に
逢
う
時
節
は
逢
う
が
よ
く
、
死
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

降
り
注
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
再
び
川
が
流
れ
出
る
。
そ
の
川
に
石
橋
が

謎
の
よ
う
に
一
つ
架
か
っ
て
い
る
。
私
た
ち
人
類
の
以
前
に
も
う
一
つ
の
人
類
が
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
川
は
モ
ナ
・
リ
ザ
の
背
後
で
再
び
地
下
に
落
ち
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
の
詩
人
リ
ル
ケ
は
、「
こ
の
画
面
に
お

い
て
、
人
間
の
以
前
に
あ
る
も
の
、
人
間
を
超
え
て
あ
る
も
の
の
す
べ
て
が
、
山
岳
、

樹
木
、
橋
、
大
気
、
水
流
の
こ
の
神
秘
に
み
ち
た
つ
な
が
り
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
…
…
こ
の
風
景
は
、
誕
生
し
た
自
然
、
生
成
し
た
世
界
で
あ
）
22
（
る
。」（『
風
景
に

つ
い
て
』）
と
述
べ
て
い
る
。

一　

日
本
の
「
水
」（
雨
、
雪
）

　

日
本
の
年
間
総
降
雨
量
は
、
全
土
平
均
で
一
六
〇
〇
〜
一
八
〇
〇
㎜
で
あ
）
23
（
る
。
そ

れ
は
地
球
の
全
地
表
平
均
の
約
二
倍
で
あ
る
。
し
か
も
時
期
時
期
に
集
中
し
て
降
る
。

梅
雨
末
期
、
颱
風
期
、
日
本
海
沿
い
の
冬
の
季
節
雪
。
日
本
の
大
地
は
、
北
海
道
か

ら
九
州
ま
で
二
〜
三
〇
〇
〇
ｍ
級
の
山
岳
が
脊
梁
を
な
し
て
い
る
。
降
っ
た
雨
は
、

そ
の
高
さ
か
ら
、
直
線
に
す
れ
ば
僅
か
一
〇
〇
㎞
前
後
を
か
な
り
の
勾
配
で
流
れ
て

海
に
出
る
。
だ
か
ら
、
日
本
の
川
は
、
流
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
滾た

ぎ

り
落
ち
て

い
る
懸
河
で
あ
る
。
明
治
期
の
お
雇
い
工
師
の
一
人
、
オ
ラ
ン
ダ
の
、
つ
ま
り
大
河

ラ
イ
ン
河
下
流
の
ほ
と
り
で
育
っ
た
土
木
学
者
デ
・
レ
イ
ケ
が
、
富
山
県
の
常
願
寺

川
を
視
察
し
て
言
っ
た
。「
こ
れ
は
川
と
は
い
わ
な
い
。
滝
で
あ
る
」
）
24
（

と
。
日
本
国

土
で
は
、
だ
か
ら
、
降
れ
ば
洪
水
、
照
れ
ば
渇
水
で
あ
る
。
数
字
で
い
え
ば
、
最
大

水
流
／
最
小
水
量
で
表
さ
れ
る
河
況
係
数
は
、
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
を
流
れ
る
テ
ム
ズ

川
が
八
で
あ
る
の
に
対
し
、
利
根
川
の
そ
れ
は
九
二
八
で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
洪
水

に
な
る
と
は
、
一
す
じ
の
撚
り
糸
が
突
然
荒
縄
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
黒
田

孝
高
（
如
水
）
が
水
の
五
則
の
第
一
に
、「
常
に
お
の
れ
の
進
路
を
求
め
て
止
ま
ざ

拙つ
た

な
き
を
泣
け
。

　
だ
が
、
芭
蕉
は
捨
て
子
に
向
か
っ
て
こ
の
言
葉
を
投
げ
た
の
で
は
な
い
。
投
げ
た
の

は
、
袂
か
ら
の
喰
物
で
あ
る
。
捨
て
子
を
捨
て
置
き
、
過
ぎ
て
数
歩
、
振
り
返
ら
ず

芭
蕉
は
そ
の
背
で
、「
猿
を
聞
く
人
」
と
歌
い
、
そ
し
て
数
十
歩
の
後
、
そ
の
背
で
、

「
汝
の
性
の
拙
な
き
を
泣
け
」
と
言
っ
た
。
非
情
な
の
は
芭
蕉
で
は
な
い
。
非
情
と

い
う
な
ら
、「
た
だ
こ
れ
天
に
し
て
」、
日
本
の
国
土
自
然
の
非
情
で
あ
る
。
日
本
の

国
土
自
然
の
〈
あ
る
〉
の
非
情
で
あ
る
。
哲
学
用
語
を
用
い
れ
ば
、〈
存
在
〉
が

〈
生
滅
〉
で
あ
る
非
情
で
あ
る
。
芭
蕉
自
身
、『
奥
の
細
道
』
で
自
ら
に
向
か
っ
て
言

っ
て
い
る
。「
道
路
に
し（

死
）な
ん
、
是こ
れ

天
の
命め
い

な
り
と
。」（
飯
塚
よ
り
笠
島
へ
の
条
り
）

第
二
章

　

日
本
国
土
の
苛
酷
、
苛
烈
と
は
何
を
い
う
の
か
。
東
洋
で
も
西
洋
で
も
、
宇
宙
自

然
の
根
本
元
素
と
し
て
四
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
古
代
イ
ン
ド
で
は
〈
四
大
〉
と
い

わ
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
紀
元
前
五
世
紀
の
哲
人
エ
ム
ペ
ド
ク

レ
ス
に
よ
っ
て
〈
四
根
〉
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
地
、
水
、
火
、
風
で
あ
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
思
想
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
も
、
未
だ
神
話
を
出
な
い
古
い
も
の

と
い
う
の
な
ら
、〈
モ
ナ
・
リ
ザ
〉
の
後
景
を
見
よ
。「
一
切
を
描
く
の
で
な
け
れ
ば

偉
大
な
ア
マ
エ
ス
ト
ロ
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、

そ
の
後
景
に
い
か
な
る
宇
宙
自
然
を
描
い
た
か
。
画
面
に
向
か
っ
て
左
か
ら
時
計
廻

り
に

―
地0

下
深
く
の
火0

に
よ
っ
て
赤
く
熱
せ
ら
れ
て
水0

が
地0

上
に
流
れ
出
て
い
る
。

そ
の
水
が
冷
え
て
青
く
な
り
、
大
河
に
注
ぐ
。
太
陽0

は
見
え
な
い
が
、
そ
の
熱
に
よ

っ
て
水
は
空
中
に
水
蒸
気0

と
な
っ
て
地
を
青
く
か
す
ま
せ
る
。
青
い
の
も
、
ま
た
太

陽
の
光
に
よ
る
。
湖
の
よ
う
な
豊
か
な
水
が
あ
る
。
空
中
の
水
蒸
気
が
雨
と
な
っ
て
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に
見
る
よ
う
な
凄
絶
な
雪
は
、
他
に
世
界
の
ど
こ
に
降
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
降
り
こ

め
る
雪
の
地
に
幾
百
万
の
生
民
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
つ
い
で
に
言
え
ば
、

―

良
寛
の
生
地
で
あ
る
出
雲
崎
で
句
想
を
得
て
芭
蕉
が
詠
ん
だ
句
、
恐
ら
く
は
日
本
国

土
を
う
た
っ
て
こ
れ
ほ
ど
壮
重
な
調
べ
の
句
は
二
つ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
句
、

　

荒
海
や　

佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
河

　
は
、
文
月
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
い
く
ら
北
の
海
の
滄
波
と
は
い
え
ど
も
、
こ
の
季
節

に
は
荒
波
は
立
た
ず
荒
海
と
は
な
ら
な
い
。
芭
蕉
自
身
も
、「
ま
だ
初
秋
の
薄
霧
立た

ち

も
あ
へ
ず
、
波
も
高
か
ら
ざ
れ
）
26
（
ば
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
し
て
出
雲
崎
は
、
こ
の
海

岸
筋
で
は
、
寄
せ
る
波
の
最
も
お
だ
や
か
な
と
こ
ろ
で
、
古
来
、
舟
泊
の
水み

な

門と

と
し

て
栄
え
て
い
た
。
そ
れ
で
荒
海
の
時
な
ら
ば
、
佐
渡
は
吹
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
、
天
の

河
も
見
え
ぬ
。
だ
が
芭
蕉
は
、
天
の
河
が
渡
る
夏
の
日
本
海
に
、
冬
の
荒
波
を
見
た

で
あ
ろ
う
。
映
奇
し
く
。
良
寛
が
、
冬
の
雪
に
春
の
雪
を
見
た
よ
う
に
。「
海
の
面
お
も
て

ほ
の
暗
く
、
山
の
形
、
雲く
も

透す
き

に
見
）
27
（
え
」
た
そ
の
雲
は
、
佐
渡
金
峰
山
の
帯
す
る
雪
と

映
り
、
見
紛
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

二　

日
本
の
「
風
」（
大
気
）

　

太
平
洋
航
空
路
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
た
ち
は
言
う
。
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
を
発
っ
て
、

太
平
洋
空
域
は
、
そ
の
気
象
が
平
ベ
っ
た
り
と
し
た
お
だ
や
か
さ
で
、
鼻
歌
ま
じ
り

に
航
行
で
き
る
が
、
成
田
が
近
づ
き
日
本
空
域
に
入
る
と
、
コ
ッ
ク
ピ
ッ
ト
に
さ
っ

と
緊
張
が
走
る
、
俄
か
に
気
流
が
乱
れ
始
め
る
と
。
あ
る
い
は
ま
た
、
風
を
受
け
波

を
切
る
ヨ
ッ
ト
、
太
平
洋
横
断
の
ヨ
ッ
ト
・
マ
ン
た
ち
は
言
う
。
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ

る
は
水
な
り
」
と
言
う
ご
と
く
、
水
流
の
恐
さ
は
水
量
よ
り
も
む
し
ろ
流
勢
に
あ
る
。

小
心
者
の
筆
者
に
真
似
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
洪
水
時
の
川
の
堤
防
の
上
に

立
て
ば
、
堤
防
が
震
え
、
軋
む
音
さ
え
す
る
と
い
う
。
日
本
国
土
で
は
そ
の
急
流
の

た
め
に
、
水
系
は
孤
立
す
る
。
一
級
水
系
だ
け
に
限
っ
て
も
一
〇
九
の
水
系
が
あ
り
、

従
っ
て
、
大
摑
み
に
い
っ
て
日
本
国
土
は
一
〇
八
の
分
水
嶺
に
よ
っ
て
櫛
の
歯
の
よ

う
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
例
え
ば
、
見
れ
ば
一
枚
の
畳
の
よ
う
な

国
土
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
僅
か
六
水
系
で
全
土
が
潤
っ
て
い
る
。
日
本
国
土
の
水
は
そ

の
急
流
の
故
に
溜
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
に
は
ダ
ム
そ
の
他
の
貯
水
施

設
は
三
〇
〇
〇
箇
所
あ
る
が
、
そ
の
総
貯
水
量
は
僅
か
三
〇
〇
億
ト
ン
。
僅
か
と
い

う
の
は
、
こ
れ
は
長
江
の
三
峡
ダ
ム
一
つ
分
の
貯
水
量
と
同
程
度
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

世
界
に
は
、
東
何
某
、
西
何
某
と
か
北
何
某
、
南
何
某
と
い
う
地
名
は
多
く
見
ら

れ
る
。
し
か
し
表
日
本
、
裏
日
本
と
い
う
よ
う
に
表お

も

裏て
う
らで

分
け
ら
れ
る
例
は
、
寡
聞

に
し
て
他
に
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
雪
の
降
ら
な
い
日
本
と
、
雪
が
降
り
一
年
の
う

ち
数
ヶ
月
も
の
間
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
日
本
で
あ
る
。
面
積
か
ら
言
っ
て
も
、
積
雪
寒

冷
地
帯
は
日
本
の
国
土
総
面
積
の
六
〇
％
で
あ
る
か
ら
、
表
裏
は
ほ
ぼ
相
半
ば
す
る
。

半
分
を
占
め
る
そ
の
地
帯
の
年
間
平
均
降
雪
量
は
、
累
計
四
ｍ
を
超
す
。
特
に
北
陸

道
は
世
界
有
数
の
豪
雪
地
帯
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
他
の
ど
こ
を
こ
れ
に
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
標
高
数
千
メ
ー
ト
ル
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
腹
か
、
北
緯
七
十

度
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
氷
雪
原
か
。
な
る
ほ
ど
ブ
リ
ザ
ー
ド
も
暴
威
的
で
は
あ
ろ

う
。
飛
雪
、
千
里
に
も
散
ろ
う
。
む
し
ろ
神
々
の
戯
れ
の
よ
う
に
痛
快
で
さ
え
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
た
良
寛
の
臨
終
近
き
頃
の
歌
反
故
に
あ
っ
た
詩
句
、

　

風
ま
じ
り　

雪
は
降
り
き
ぬ

雪
ま
じ
り　

雨
は
降
り
き
）
25
（

ぬ
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

三　

日
本
の
「
水
」
と
「
風
」
と
「
火
」

　

日
本
国
土
は
、
単
に
地
図
を
広
げ
て
み
て
、
そ
の
ぐ
る
り
が
海
に
囲
ま
れ
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
列
島
は
、
蕪
村
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
「
波

も
て
ゆ
へ
る
秋
津
し
ま
」
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
日
本
の
沿
海
は
、
波
の
打
ち
寄
す
だ
け
で
は
な
い
。
海
そ
の
も
の
が
流
れ

を
も
つ
。
大
西
洋
の
メ
キ
シ
コ
湾
流
と
と
も
に
日
本
海
流
は
世
界
二
大
海
流
の
一
つ

で
あ
る
。
湾
流
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
大
西
洋
を
北
東
に
向
か
い
、
偏
西
風
と
共
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
亜
大
陸
に
暖
か
い
風
を
送
る
だ
け
で
あ
る
が
、
北
上
す
る
黒
潮
は
日
本

列
島
を
挟
ん
で
二
手
に
分
か
れ
、
太
平
洋
側
で
は
、
南
下
す
る
寒
流
、
つ
ま
り
親
潮

と
呼
ば
れ
る
千
島
海
流
と
ぶ
つ
か
り
、
他
方
、
日
本
海
側
で
は
、
日
本
海
流
の
支
流

で
あ
る
対
島
海
流
は
、
寒
流
の
リ
マ
ン
海
流
と
ぶ
つ
か
る
。
世
界
海
洋
地
図
を
広
げ

て
み
る
と
、
世
界
に
三
十
余
り
あ
る
海
流
の
う
ち
、
寒
流
と
暖
流
が
ぶ
つ
か
り
合
っ

て
い
る
の
は
、
北
大
西
洋
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
近
海
と
日
本
近
海
の
み
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
ド
ー
ヴ
ァ
ー
海
峡
四
十
㎞
余
り
は
泳
い
で
渡
れ
て
も
、
対
島
海
峡
を

―

た
と
え
壱
岐
、
対
島
と
伝
っ
て
も

―
、
あ
る
い
は
十
八
里
向
う
の
佐
渡
島
へ
は
、

ど
ん
な
猛
者
で
も
泳
い
で
渡
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
に
あ
げ
た
黒
田
孝
高
の
水
五
則
で
は
、
さ
ら
に
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
み

づ
か
ら
活
動
し
て
他
を
動
か
し
む
る
は
水
な
り
。
洋
々
と
し
て
大
海
を
充
た
し
、
発

し
て
は
霧
と
な
り
、
雨
雪
と
変
じ
霰
と
化
す
。」
大
気
を
動
か
す
の
は
、
つ
ま
り

〈
風
〉
を
起
こ
す
の
は
、
陽
（
火
）
の
熱
そ
の
も
の
と
、
そ
の
熱
に
よ
っ
て
海
上
に

発
す
る
霧
（
水
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
り
、
あ
る
い
は
乾
き
あ
る
い
は
湿
り
し
て

軽
い
大
気
と
重
い
大
気
が
生
じ
、
流
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
風
は
、
水
以
上
に
、

と
い
う
よ
り
把
え
ど
こ
ろ
も
な
く
活
動
し
て
や
ま
ぬ
が
、
動
か
ざ
る
、
あ
る
い
は
鈍

ス
コ
を
出
て
、
東
京
湾
を
目
指
す
、
し
か
し
文
字
通
り
、
九
十
九
里
を
も
っ
て
半
ば

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
最
後
の
一
里
、
日
本
近
海
に
入
る
と
、
波
の
飛
沫
は
顔
面

を
打
ち
、
マ
ス
ト
は
き
し
む
と
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
近
辺
や
ベ
ー

リ
ン
グ
海
に
出
漁
す
る
漁
船
が
遭
難
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
北
の
水
域
で
は
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が
日
本
近
海
に
お
い
て
で
あ
る
。
事
実
、
一
年
を
通
じ
れ
ば
、
日
本
の
近

海
域
を
日
に
平
均
一
つ
以
上
の
低
気
圧
が
通
り
過
ぎ
る
。
通
り
過
ぎ
て
海
は
し
け
る
。

　

そ
し
て
二
百
十
日
の
頃
、
人
の
首
を
も
吹
き
飛
ば
す
南
海
か
ら
の
暴
風
が
襲
う
。

颱
風
は
、
大
西
洋
東
部
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
、
イ
ン
ド
洋
の
サ
イ
ク
ロ
ン
と
共
に
世
界
の

三
大
暴
風
雨
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
襲
来
の
数
が
違
う
。
近
年
、
上
陸
颱
風
の
数

が
最
も
多
か
っ
た
平
成
十
六
年
と
は
、
こ
の
年
に
発
生
し
た
颱
風
の
数
は
二
十
九
で
、

そ
の
う
ち
十
を
数
え
る
颱
風
が
日
本
国
土
に
襲
来
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
の
空
で
は
大
気
は
渦
流
す
る
。『
荘
子
』
の
「
斉
物
論
篇
」
は
、「
女な

ん
じは
人
籟

を
聞
く
も
未
だ
地
籟
を
聞
か
ず
、
女
は
地
籟
を
聞
く
と
も
未
だ
天
籟
を
聞
か
ざ
る

夫か
な

」
で
始
ま
る
。
人
籟
と
は
、
人
の
吹
く
笛
の
音ね

で
あ
る
。
地
籟
と
は
、
大
地
の
噫

気
、
名
づ
け
て
〈
風
〉
が
、
地
の
穴
に
出
入
り
し
て
鳴
る
音
で
あ
る
。
し
か
し
天
籟

と
は
何
か
、
天
の
笛
の
音
と
は
。「
夫
れ
万
の
不
同
を
吹
き
て
、
其
れ
を
己
れ
よ
り

せ
し
む
。」
註
釈
者
も
意
味
を
読
み
あ
ぐ
ね
て
い
）
28
（

る
。
万
ず
の
音
の
、
己
れ
よ
り
せ

し
む
根
源
で
あ
る
〈
無
〉
の
よ
う
な
も
の
か
。
風
は
地
籟
を
し
て
己
れ
よ
り
せ
し
む

が
、
風
そ
の
も
の
に
は
音
は
な
い
。
勿
論
、
目
に
も
見
え
な
い
。
し
か
し
風
と
風
が
、

無
と
無
が
天
の
一
角
で
ぶ
つ
か
る
、
そ
の
音
が
天
籟
で
あ
ろ
う
か
。
司
馬
遼
太
郎
は
、

そ
れ
を
「
聞
い
て
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
く
、
聞
か
ず
と
も
ま
た
一
生
」
と
言
っ
て
い

る
。
一
生
に
一
度
、
聞
け
る
か
ど
う
か
。
だ
が
日
本
で
は
、
生
涯
に
幾
度
も
聞
く
の

で
は
な
い
か
。
地
上
で
は
む
し
ろ
風
の
な
く
地
籟
の
な
く
、
晴
れ
渡
っ
た
空
に
。
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〇
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「
映
っ
た
」
も
の
で
は
な
い
の
か
。「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」（
釋
迢
空
）
と
い
わ
れ
る

こ
の
国
土
に
お
い
て
は
。

　

そ
の
暗
緑
の
上
に
抜
き
ん
出
て
、
高
山
は
玲
瓏
た
る
霊
峰
で
あ
る
。
だ
が
、
大
地

と
水
流
の
相
剋
を
描
く
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
背
景
に
は
、
地
熱
で
暗
赤
色
と
な
っ
た
、

今
に
も
む
く
り
上
ら
ん
ば
か
り
の
山
塊
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ま
い
。

　

日
本
と
い
う
弧
状
列
島
は
、
世
界
最
大
の
火
山
帯
で
あ
る
環
太
平
洋
火
山
帯
の
上

に
あ
る
。
北
の
ア
ラ
ス
カ
か
ら
続
い
て
、
火
山
帯
は
丁
度
日
本
列
島
で
分
肢
し
、
東

南
の
方
へ
続
い
て
マ
リ
ア
ナ
諸
島
へ
向
か
う
の
が
東
日
本
火
山
帯
で
あ
り
、
西
南
の

方
へ
続
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
へ
向
か
う
の
が
西
南
日
本
火
山
帯
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
か
ら
、
世
界
に
あ
る
約
八
百
の
活
火
山
の
う
ち
、
そ
の
八
十
五
が
こ
の
日
本
に

あ
る
。
富
士
も
、
つ
い
三
百
年
前
の
宝
永
年
間
に
も
火
を
噴
き
上
げ
た
活
火
山
で
あ

る
。
天
か
地
か
、
今
も
鳴
動
は
や
ま
な
い
。
日
本
の
火
は
、
太
陽
か
ら
汎
ね
く
光
と

熱
が
降
っ
て
く
る
だ
け
で
は
な
い
。
地
の
底
か
ら
も
噴
き
出
す
。

　

環
太
平
洋
火
山
帯
の
よ
う
に
大
洋
の
周
囲
を
め
ぐ
る
火
山
帯
は
地
殻
変
動
も
激
し

く
、
そ
れ
は
地
震
帯
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
そ
れ
故
に
、
世
界
の
有
感
地
震
の
実
に
二
〇

％
が
こ
の
日
本
列
島
で
起
こ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
火
山
性
地
震
は
そ
れ
ほ
ど

大
き
く
地
を
揺
る
が
す
こ
と
は
な
い
。

四　

日
本
の
「
地
」

　

固
体
地
球
は
、
数
十
か
ら
百
㎞
の
地
殻
及
び
上
部
マ
ン
ト
ル
よ
り
成
る
十
数
枚
の

プ
レ
ー
ト
で
そ
の
全
周
面
が
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
十
数
枚
の
う
ち
四
枚

―
北
ア

メ
リ
カ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
太
平
洋
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
、
の
プ
レ
ー
ト
が
、
日
本
国
土

及
び
そ
の
周
辺
で
犇
き
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
富
士
山
麓
の
静
岡
県
小
山

町
の
神
縄
断
層
に
は
、
伊
豆
半
島
を
運
ん
で
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
に
よ
っ

重
な
る
地
の

―
砂
漠
に
見
る
よ
う
に

―
乾
い
た
表
面
の
土
を
動
か
す
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
水
は
、
水
流
と
な
っ
て
地
を
刳
る
。

　

既
に
見
た
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
後
景
を
な
す
風
景
は
、
下
村
寅
太
郎
の
語
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。「
嶮
峻
な
岩
山
は
、
大
地
と
水
流
の
相
剋
の
結
果
と

し
て
露
出
し
た
大
地
の
骨
で
あ
り
、
生
成
し
た
自
然
の
姿
で
あ
）
29
（
る
。」「
生
成
し
た
自

然
」
と
は
、
先
に
リ
ル
ケ
の
言
葉
と
し
て
も
見
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
下
村
は
続

け
る
。「
生
成
し
た
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
自
然
が
、
幽
遠
な
古
山
と
そ
の
裾
を
め
ぐ

る
蒼
然
た
る
山
湖
や
河
川
と
な
る
。
こ
の
風
景
は
更
に
そ
の
終
末
を
暗
示
す
）
29
（
る
。」

そ
の
暗
示
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
最
晩
年
の
大
洪
水
の
連
作
素
描
に
よ
っ
て
明
示
と
な

る
。
そ
れ
ら
の
連
作
は
、

―
こ
れ
も
下
村
に
依
れ
ば

―
大
地
と
水
流
の
相
剋
と

い
う
宇
宙
自
然
の
原
理
に
従
い
、
最
後
に
は
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
人
間
の
い
る
世
界

が
没
落
す
る
と
い
う
終
末
論
、
そ
の
絵
画
的
表
現
で
あ
）
30
（
る
。
そ
の
暗
示
は
、
既
に

「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
背
景
に
あ
る
一
本
の
石
橋
に
、
か
つ
て
人
類
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
も
、
な
さ
れ
て
い
た
。

　

日
本
国
土
は
、
変
化
の
多
い
海
に
晒
さ
れ
、
時
に
咬
ま
れ
、
変
化
の
多
い
、
時
に

激
変
す
る
風
に
巻
き
込
ま
れ
、
変
化
の
多
い
、
時
に
土
砂
の
よ
う
に
降
る
雨
に
ず
ぶ

濡
れ
と
な
り
、
再
び
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
雨
が
洪
水
激
流
と
な
っ
て
こ
の
山
岳

列
島
を
刳
り
削
っ
て
駆
け
落
ち
る
。
日
本
国
土
は
、
最
も
〈
終
末
〉
に
近
い
。

　

し
か
し
、
日
本
列
島
の
全
面
積
の
七
〇
％
を
占
め
る
山
岳
地
帯
で
は
、
高
山
を
除

け
ば
、「
露
出
し
た
大
地
の
骨
」
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
は
柔
ら
か
く
森
林
に
覆
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
は
、
か
つ
て
方
々
に
散
在
し
て
い
た
禿
山
や
裸
地

が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
、
日
本
史
上
初
め
て
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
す
ら
言
わ

れ
る
（
幾
億
年
間
地
中
深
く
眠
り
し
を
掘
り
出
し
、
汲
み
上
げ
、
こ
れ
を
燃
料
と
し

て
火
力
を
得
て
以
来
、
も
は
や
森
林
を
伐
採
し
て
薪
炭
を
得
る
必
要
が
な
く
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
）。
だ
が
、
斜
面
を
覆
う
森
林
の
暗
緑
は
、「
荒
海
」
の
暗
緑
の
移
り
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

　

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
卯
月
の
こ
ろ
、「
檜
皮
、
葺
板
の
た
ぐ
ひ
、
冬
の
木

の
葉
の
風
に
乱
る
る
が
ご
と
し
」
の
辻
風
は
、「
塵
を
煙
の
ご
と
く
吹
き
立
て
た
れ

ば
、
す
べ
て
目
も
見
え
ず
。
お
び
た
だ
し
く
鳴
り
と
よ
む
ほ
ど
に
、
も
の
言
ふ
声
も

聞
こ
へ
ず
。」

　

養
和
の
こ
ろ
（
一
一
八
一
〜
二
）「
二
年
が
あ
ひ
だ
、
…
…
或
は
春
夏
ひ
で
り
、

或
は
秋
、
大
風
洪
水
な
ど
よ
か
ら
ぬ
事
ど
も
う
ち
つ
づ
き
て
、
五
穀
こ
と
ご
と
く
な

ら
ず
」
の
飢
渇
で
、「
よ
ろ
し
き
姿
し
た
る
者
、
ひ
た
す
ら
に
家
ご
と
に
乞
ひ
歩
く
。

か
く
わ
び
し
れ
た
る
も
の
ど
も
の
、
歩
く
か
と
見
れ
ば
、
す
な
は
ち
倒
れ
伏
し
ぬ
。」

　
「
四
大
種
の
な
か
に
、
火
水
風
は
常
に
害
を
な
せ
ど
、
大
地
に
い
た
り
て
は
異
た

る
変
を
な
さ
ず
、」
だ
か
ら
、
昔
あ
っ
た
地
震
も
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ

が
、
同
じ
養
和
の
こ
ろ
、「
お
び
た
だ
し
く
大
地な

震ゐ

ふ
る
こ
と
侍
り
き
。
…
…
山
は

崩
れ
て
河
を
埋
み
、
海
は
傾
き
陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
裂
け
て
水
涌
き
出
で
、
巌
割

れ
て
谷
に
ま
ろ
び
入
る
。
な
ぎ
さ
漕
ぐ
船
は
波
に
た
だ
よ
ひ
、
道
行
く
馬
は
足
の
立

ち
処ど

を
惑
は
す
。」

　

一
般
に
、
地
水
火
風
は

―

　

水
は
流
れ

火
（
陽
）
は
降
り

風
は
渡
り

地
は
底と

ど
まる

　
例
え
ば
、
同
じ
く
大
洋
と
大
陸
に
挟
ま
れ
た
島
国
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
が
比
さ

れ
る
。
し
か
し
大
ブ
リ
テ
ン
島
は
、
樺
太
と
ほ
ぼ
同
じ
緯
度
に
位
置
し
て
い
て
確
か

に
陽
光
は
斜
め
に
射
し
、
温
熱
は
乏
し
い
が
、
大
西
洋
か
ら
の
暖
流
に
乗
っ
た
温
か

な
偏
西
風
を
受
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
一
月
の
平
均
気
温
は
、
東
京
の
そ
れ
と
ほ
と
ん

て
、
本
州
を
載
せ
て
い
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
プ
レ
ー
ト
及
び
北
ア
メ
リ
カ
プ
レ
ー
ト
が

押
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
様
が
露
頭
し
て
い
る
。
筆
者
は
そ
の
写
真
を
見
た
だ
け
で
あ

る
が
、
素
人
眼
に
も
地
の
層
の
歪ひ

ず

み
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。

　

そ
の
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
む
と
こ
ろ
が
海
溝
で
あ
っ
て
、
海
の
底
が
急
斜
面
と
な

っ
て
一
万
ｍ
も
傾
陥
し
て
い
る
。
世
界
の
海
洋
に
は
十
五
の
海
溝
が
数
え
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
環
太
平
洋
に
あ
る
。
そ
し
て
日
本
国
土
は
、
四
つ

―
北
よ

り
順
に
、
千
島
・
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
、
日
本
、
伊
豆
・
小
笠
原
、
琉
球

―
の
海
溝
が

「
人
」
の
字
の
形
を
な
し
て
並
ん
で
い
る
そ
の
間
際
に
列
島
を
な
し
て
い
る
。
日
本

列
島
そ
の
も
の
が
、
巨
大
な
絶
壁
群
に
臨
ん
で
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

列
島
の
間
近
で
、
海
溝
型
の
巨
大
地
震
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
規
模
で

い
っ
て
も
、
世
界
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
6
以
上
の
地
震
の
二
〇
％
が
、
こ
の
国
土
を

襲
っ
て
い
る
。
し
か
も
列
島
の
地
質
た
る
や
、
火
山
が
噴
き
出
し
て
冷
え
た
火
成
岩

類
と
堆
積
岩
類
が
複
雑
な
モ
ザ
イ
ク
模
様
を
な
し
て
極
め
て
不
均
質
、
不
安
定
で
あ

る
。
そ
の
上
、
複
雑
な
雨
や
風
の
た
め
、
風
化
は
一
様
で
は
な
く
、
岩
盤
を
一
層
脆

く
す
る
。
地
震
で
、
洪
水
で
、
い
つ
で
も
崩
れ
る
。
日
本
国
土
で
は
、
道
元
の
言
う

よ
う
に
、
そ
こ
に
人
の
立
つ
と
こ
ろ
の
大
地
す
ら
〈
無
常
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
国

土
の
草
莽
は
、
関
西
言
葉
の
語
調
で
、「
も
う
、
も
み
く
ち
ゃ
で
す
わ
」
と
笑
い
泣

き
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
章

　
「
国
土
山
河
の
無
常
な
る
」

―
『
方
丈
記
』
の
録
し
た
る
と
こ
ろ
で
は
、

　

安
元
三
年
（
一
一
七
七
年
）
卯
月
二
十
八
日
、「
風
烈
し
く
吹
き
て
静
か
な
ら
ざ

り
し
夜
」
の
大
火
は
、「
空
に
は
灰
を
吹
き
立
て
た
れ
ば
、
火
の
光
に
映
じ
て
、
あ

ま
ね
く
紅
な
る
中
に
風
に
堪
へ
ず
、
吹
き
切
ら
れ
た
る
焰
、
飛
ぶ
が
ご
と
く
」
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

十
九
里
、
波
の
上
〉
と
う
た
っ
た
民
謡
と
同
じ
庶
民
的
な
声
さ
え
聴
こ
え
て
く

る
。
だ
が
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、
高
い
詩
人
的
使
命
を
自
覚
し
た
も
の
の
慟
哭

の
詩
で
も
あ
っ
た
。
…
…
特
定
さ
れ
な
い
相
手
に
何
か
激
し
く
訴
え
よ
う
と
す

る
第
二
の
声
が
響
い
て
く
）
31
（
る
。

　　
「
表
現
と
し
て
は
単
純
極
ま
る
」
の
は
、
現
わ
れ
現ゲ

ン

す
る
国
土
と
、
表
わ
し
表ヒ
ヨ
ウす

る
詩
人
と
が
、
一
つ
と
重
な
っ
た
表
即
現
の
〈
表
現
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
訴
え
る
相
手
の
誰
で
あ
る
か
は
、
特
定
さ
れ
よ
う
も
な
い
。
そ
も
そ
も
相
手
は

お
ら
ず
訴
え
て
も
い
な
い
。
こ
の
国
土
に
住
ま
う
自
然
住
民
の
、
こ
の
国
土
に
謡
う

そ
の
歌
声
は
、
何
を
訴
え
よ
う
。
そ
の
歌
声
そ
の
も
の
が
、
こ
の
国
土
自
然
の
映
り

た
る
映
奇
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を
共
に
し
て
、
表
せ
ん
詩
人
の
、
つ
ま
り
国
史
の
慟

哭
は
現
ぜ
ん
こ
の
国
土
自
身
の
慟
哭
で
あ
）
32
（
る
。「
庶
民
的
な
声
」
と
「
第
二
の
声
」

は
耳
の
中
で
い
つ
で
も
入
れ
替
る
。

　

慟
哭
し
嗚
咽
す
る
我
が
国
土
は
映
奇
し
い
。
し
か
し
こ
の
国
土
に
住
み
な
が
ら
、

私
た
ち
は
「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
言
葉

―
和
語
の
基
本
語
中
の
基
本
語
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず

―
を
、
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
め
っ
た
に
遣
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
語
に
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
言
霊
が
こ
も
り
す
ぎ
て
い
て
、
私
た
ち
は
畏
れ
を

な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
代
り
に
漢
語
か
ら
借
り
た
「
綺
麗
」
を
遣
う
。
私
た

ち
は
、「
桜
の
花
が
今
が
盛
り
で
き
れ
い
だ
」
と
言
う
。「
ク
リ
ス
マ
ス
の
近
づ
く
イ

ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
き
れ
い
だ
」
と
言
う
。「
夕
焼
け
が
真
ッ
赤
で
き
れ
い
だ
」
と

言
う
。

　

国
語
学
者
に
よ
れ
ば
（
例
え
ば
三
浦
つ
と
む
『
語
源
海
』）、〈
う
つ
く
し
〉
は

〈
い
つ
く
し
〉
が
音
韻
変
化
し
て
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
〈
い
つ
く
し
〉
の

語
義
は
、
霊
妙
で
威
厳
が
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
れ
故
に
、「
大
和
の
国
は
皇す

め

神が
み

の
厳
し
き
国
」（
紀
・
歌
謡
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、〈
厳
し
〉
と
か
〈
霊
し
〉
と
書

ど
変
ら
ず
約
四
度
で
あ
り
、
他
方
、
東
京
の
八
月
の
平
均
気
温
が
二
十
八
度
の
蒸
し

暑
さ
で
あ
る
の
に
対
し
ロ
ン
ド
ン
の
そ
れ
は
十
七
度
と
い
う
和
や
か
さ
で
あ
る
。
利

根
川
に
較
べ
て
テ
ム
ズ
川
の
流
れ
の
緩
や
か
さ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
、

ロ
ン
ド
ン
の
年
間
雨
量
は
東
京
の
そ
れ
の
半
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
資
源
量
乃
至

は
保
有
水
量
で
い
え
ば
、
東
京
の
一
人
当
り
三
〇
m3
に
対
し
ロ
ン
ド
ン
で
は
そ
れ
を

上
ま
わ
る
三
五
m3
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
も
、
山
脈
と
か
高
地
と
い
わ
れ
る
も
の
は

四
つ
五
つ
あ
る
が
、
最
高
峰

―
と
い
う
の
も
恥
ず
か
し
い
そ
れ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
に
あ
る
一
三
〇
九
ｍ
の
山
で
あ
る
。
東
京
西
郊
の
高
尾
山
よ
り
は
高
い
と
い
う
程

度
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
数
年
単
位
の
計
測
で
も
、
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
一
〇
㎝
以

上
の
地
穀
変
動
を
様
々
な
方
向
に
起
こ
し
、
図
に
し
て
見
る
と
ま
る
で
ツ
ィ
ス
ト
状

態
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
数
年
単
位
で
は
計
測
不
可
能
で
あ
る
。
0
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
大
ブ
リ
テ
ン
島
と
い
う
よ
り
能
天
気
島
と
言
い
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。

無
論
こ
の
連
合
王
国
を
腐
す
つ
も
り
は
全
然
な
い
が
。

　

秋
津
島
の
地
水
火
風
は

―

　

水
は
奔は

し

り
（
海
か
ら
も
）

火
は
滾た

ぎ

り
零こ
ぼ

れ

風
は
巻
き

地
は
震ふ

る
う

　　

我
が
国
土
は
慟
哭
・
嗚
咽
の
国
土
で
あ
る
。
あ
た
か
も
地
球
自
身
の
慟
哭
で
あ
る

が
如
く
に
。

　
「
荒
海
や
」
の
一
句
に
つ
い
て
、
山
本
健
吉
は
書
い
て
い
る
。

　

表
現
と
し
て
は
単
純
極
ま
る
風
景
詩
で
あ
り
、
…
…
こ
こ
に
は
、〈
佐
渡
は
四
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

岩
流
、
い
ず
れ
に
も
い
ず
れ
に
も
、「
う
ち
つ
け
に
」
逢
う
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
四
年
十
月
、
四
十
八
年
ぶ
り
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
国
際
通
貨
基
金
・

世
界
銀
行
年
次
総
会
で
の
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
が
国
際
同
時
中
継
し
て
い
た

あ
る
セ
ミ
ナ
ー
の
さ
な
か
、
地
震
が
起
き
、
会
場
は
凍
り
つ
い
た
。
凍
り
つ
い
た
ま

ま
会
場
は
揺
れ
続
け
た
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
人
司
会
者
が
と
っ
さ
の
機
転
で
、「
日
本

人
が
逃
げ
出
さ
な
い
か
ら
、
大
丈
夫
で
す
」
と
言
っ
て
、
笑
い
声
と
共
に
会
場
の
空

気
は
緩
ん
だ
。
日
本
人
は
、
も
う
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。〈
無
常
〉

を
心
得
た
、
死
の
覚
悟
の
ふ
る
つ
わ
も
の
な
の
で
あ
）
33
（
る
。

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
あ
と
、
東
北
沿
岸
の
一
人
の
農
婦
が
言
っ
た
。

「
今
度
の
こ
と
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
誰
も
恨
ま
な
く
て
済
む
。
そ
れ
が
せ

め
て
も
の
救
い
で
す
。」
こ
の
国
土
に
住
ま
う
者
は
、
誰
も
恨
ま
ず
に
死
ぬ
る
死
の

覚
悟
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
七
年
一
月
十
七
日
、
家
を
失
い
家
族
を
失
っ
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
一
日
、
夜
は
、

臨
時
避
難
所
に
あ
て
ら
れ
た
小
学
校
体
育
館
の
壁
板
に
背
を
も
た
ら
せ
、
毛
布
一
枚

に
身
を
包く

る

ま
せ
て
目
を
瞑
っ
た
。
し
か
し
寒
さ
と
空
腹
で
眠
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

夜
も
明
け
や
ら
ず
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
出
た
。
東
の
空
に
、
大
阪
湾
の
向
こ
う
の
紀
伊

の
山
の
端は

に
太
陽
が
昇
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
そ
の
男
は
言
っ
た
。「
朝
日
が
こ
ん
な

に
も
う
つ
く
し
く
昇
る
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
、
知
ら
な
か
っ
た
」
と
。
夜
の
明

け
初
め
る
朝
日
の
う
つ
く
し
さ
は
、
何
を
指
さ
す
だ
ろ
う
。「
死
ぬ
時
節
に
は
死
ぬ

が
よ
き
」
死
の
覚
悟
に
の
み
、
単
な
る
世
間
道
徳
、
市
民
道
徳
で
は
な
い
倫
理
が
生

ま
れ
る
。

　

現
時
の
日
本
は
、
日
本
海
の
向
う
の
、
ロ
シ
ア
連
邦
に
は
足
指
を
踏
み
つ
け
ら
れ

た
ま
ま
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
蹴
り
上
げ
ら
れ
、
大
韓
民
国
か
ら
は
小
突
か
れ
、

朝
鮮
民
主
主
義
共
和
国
か
ら
は
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
、
そ
れ
で
も
手
も
出
さ
ず
に
じ

っ
と
堪
え
て
い
る
。
じ
っ
と
堪
え
て
い
る
の
は
、
太
平
洋
の
向
う
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

か
れ
る
の
だ
と
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
〈
い
つ
く
し
〉
か
ら
、
ど
う
し
て
〈
い
つ
く

し
む
〉（
愛
く
し
む
、
慈
し
む
）
と
い
う
語
が

―
中
世
末
期
か
ら
だ
そ
う
だ
が

―
出
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
〈
う
つ
く
し
〉

の
語
が
音
韻
変
化
し
て
、〈
い
つ
く
し
む
〉
の
語
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
果

た
し
て
、
上
代
で
は
〈
う
つ
く
し
〉
は
、「
う
つ
く
し
き
吾あ

が
若
き
子
」
な
ど
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、〈
愛い

と

し
、
愍か
わ
ゆ然
し
〉
と
い
う
意
味
で
遣
わ
れ
て
い
た
。『
竹
取
物

語
』
の
、「
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」

な
ど
で
も
、
小
さ
き
も
の
へ
の
い
と
し
み
・
愍
然
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
に
先
立
つ
文
、「
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
り
。
あ
や
し
が
り
て

寄
り
て
見
る
に
筒
の
中
、
光
り
た
る
。
そ
れ
を
見
れ
ば

―
」
と
合
わ
せ
て
一
息
に

読
め
ば
、「
う
つ
く
し
う
」
に
は
、〈
霊く

す

し
さ
〉
或
い
は
〈
奇く
す

し
さ
〉
が
謂
わ
ば
底
の

光
り
の
よ
う
に
ち
ら
め
い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、〈
映
る
〉

こ
と
そ
れ
自
身
が
く
す
し
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』

若
葉
・
上
に
も
、「
う
る
は
し
だ
ち
て
、
い
つ
く
し
く
あ
ざ
や
か
に
、
目
も
及
ば
ぬ

こ
こ
ち
す
る
を
」
と
、
時
に
は
、
直ひ

た

見
る
こ
と
が
憚
れ
る
ほ
ど
に
も
く
す
し
い
。
映う
つ

る
こ
と
は
ま
た
「
う
る
は
し
だ
ち
て
」
映は

え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
私
た
ち
は
、「
夕
映
え
が
う
つ
く
し
い
」
と
言
う
。「
散
り
行
く
桜
が
う
つ

く
し
い
」
と
言
う
。
今
宵
遠
く
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
恋
人
た
ち
は
言
う
で
あ
ろ
う
。

「
寒
空
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
う
つ
く
し
い
」
と
。
終
り
を
見
る
眼
は
川
端
康
成

の
語
を
用
い
れ
ば
、「
末マ

ツ

期ゴ

の
眼
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
末
期
の
眼
に
、
う
つ
く

し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
国
土
も
ま
た
、
こ
れ
を
、
き
れ
い
だ
と
は
言
わ
な
い
。
う
つ

く
し
い
の
で
あ
る
。
末
期
の
眼
に
映
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
国
土
に
あ
っ
て
、

こ
の
国
土
が
う
つ
く
し
い
の
な
ら
、「
美
し
い
日
本
の
私
」
で
あ
る
の
な
ら

―

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
の
御
法
を
得
て
こ
そ
失
せ
」
な
ん

―
い
つ
で
も
死
ぬ
覚
悟

が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
地
震
、
颱
風
、
雷
雨
、
土
石
流
、
溶
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
一
号　

二
〇
一
三
年

き
に
「
冷す
ず

し
か
る
」「
こ
ほ
ろ
ぎ
の
里
」
が
あ
る
と
筆
者
は
信
ず
る
。
あ
の
倫
理
が

再
び
立
ち
昇
る
こ
と
を
信
ず
）
34
（
る
。

　
註（

1
）　

鳩
山
由
紀
夫
氏
は
、
首
相
在
任
中
、
日
本
在
住
外
国
人
に
地
方
参
政
権
を
与
え
る
か
否
か
の
問
題

に
関
し
て
、
賛
成
の
立
場
で
「
日
本
列
島
は
日
本
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
」
と
発
言
し
た
。
も
し

「
日
本
列
島
」
の
も
と
に
〈
日
本
領
土
〉
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
定
義
上
、
日
本

国
籍
を
有
す
る
者
だ
け
の
領
土
で
あ
る
。
日
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

し
か
し
、〈
日
本
国
土
〉
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
日
本
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
ば

か
り
か
、
そ
も
そ
も
人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
禽
獣
草
木
の
棲
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
分
鳩
山

氏
は
、〈
友
愛
〉
と
か
と
い
う
己
れ
の
政
治
原
理
に
つ
ら
れ
て
、
ふ
ら
ふ
ら
ッ
と
後
者
の
こ
と
を
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ル
ー
ピ
ー
さ
ん
の
頭
で
は
、
そ
も
そ
も
〈
領
土
〉
と
〈
国
土
〉
の

区
別
は
つ
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

堀
場
清
子
編
『『
青
鞜
』
女
性
解
放
論
集
』　

岩
波
文
庫　

平
成
三
年　

二
四
頁

（
3
）　

北
條
勝
貴
の
論
考
「
草
木
成
仏
論
と
他
者
表
象
の
力
―
自
然
環
境
と
日
本
古
代
仏
教
を
め
ぐ
る
一

断
面
」（
長
町
裕
司
他
編
『
人
間
の
尊
厳
を
問
い
直
す
』　

上
智
大
学
出
版　

平
成
二
十
三
年　

第
二

章
）
に
よ
れ
ば
、「
中
陰
経
に
云
く
」
と
引
用
さ
れ
た
の
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
一

つ
は
、
草
木
国
土
の
亡
霊
の
救
済
を
中
陰
信
仰
と
結
び
付
け
た
日
本
撰
述
の
疑
偽
経
と
し
て
の
そ
れ

で
あ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
竺
仏
念
の
漢
訳
本
に
は
、
確
か
に
引
用
に
対
応
す
る
経
文
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
異
本
の
中
陰
経
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
が
奈
良
朝
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ

る
。

（
4
）　

右
の
論
考
に
お
い
て
、
六
朝
末
か
ら
唐
初
の
学
僧
・
吉
蔵
が
、
正
報
（
主
体
）
と
依
報
（
環
境
）

の
相
即
不
二
の
立
場
か
ら
草
木
成
仏
論
の
可
能
性
を
説
い
た
嚆
矢
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の

『
大
乗
玄
論
』
巻
三
よ
り
次
の
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
依
正
不
二
を
以
て
の
故
に
、
衆
生
に
仏

性
有
ら
ば
則
ち
草
木
に
仏
性
有
り
。
…
…
若
し
衆
生
成
仏
す
る
時
は
、
一
切
の
草
木
も
亦
成
仏
を
得

る
な
り
。」
し
か
し
、〈
草
木
〉
ま
で
も
で
と
ど
ま
り
、
た
と
え
〈
国
土
〉
と
は
言
え
ず
と
も
、〈
山

川
〉
も
ま
た
有
仏
性
で
あ
る
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
依
報
と
い
っ
て
も
生
か
す
そ

れ
で
あ
っ
て
、
生
か
し
ま
た
殺
す
依
報
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し

イ
ン
ド
仏
典
で
あ
る
『
修
行
本
起
経
』
に
は
、
仏
陀
の
悟
り
の
時
の
言
葉
と
し
て
、「
明
星
出
現
の

と
き
我
と
大
地

0

0

有
情
と
同
時
に
成
道
す
」（
傍
点
は
筆
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
5
）　

竹
村
牧
男
「〈
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
〉
の
意
義
に
つ
い
て
」　
『
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
会
報
』

第
2
号　

平
成
二
年

国
が
支
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
後
ろ
か
ら
羽
交
い

締
め
に
し
て
日
本
を
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
米
中
二
大
国

―
こ
の
欲
望
二
大

国
に
挟
ま
れ
て
、
今
の
日
本
は
、
己
が
固
有
領
土
を
も
つ
一
国
家
と
し
て
は
見
る
も

無
残
な
惨
憺
た
る
〈
平
和
国
家
〉
で
あ
る
。（
と
は
言
え
、
謂
わ
ば
自
然
領
土
の
島

嶼
国
家
と
し
て
、
も
と
も
と
幸
せ
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）

　

し
か
し
神
戸
の
あ
の
男
の
、
無
一
物
と
な
り
、
ひ
も
じ
さ
と
寒
さ
の
中
で
澄
み
渡

っ
た
目
、
そ
の
明
眸
に
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
で
知
ら
ず
て
、
映
奇
し
い
朝
日
が
昇
っ

た
よ
う
に
、
こ
の
国
土
に
生
ま
れ
そ
し
て
沈
ん
だ
倫
理
が
も
う
一
度
立
ち
昇
っ
た
時
、

そ
の
倫
理
こ
そ
今
日
の
地
球
人
類
を
済す

く

う
だ
ろ
う
と
、
東
北
被
災
民
の
譲
り
合
う
姿

を
見
て
も
、
筆
者
は
深
く
深
く
確
信
し
て
い
る
。

　

つ
ね
に
ど
こ
か
に
火
の
に
ほ
ひ
す
る
こ
の
星
に

　
　

水
打
つ
ご
と
き
に
こ
ほ
ろ
ぎ
の
里

 
（
斎
藤
史
『
風
翩
翻
』）

　　　　

歌
人
の
鼻
孔
に
に
お
っ
た
の
は
、
戦
火
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
火
は

―
、
赤
く
な
く
青
白
く
す
ら
な
い
火
を
吐
く
、
こ
の
星
に
何
百
基
と
あ
る
原
子
力

発
電
所
、
何
千
基
と
あ
る
火
力
発
電
所
、
空
中
に
何
千
機
と
飛
び
回
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
、

地
上
に
何
億
台
と
動
き
回
る
ガ
ソ
リ
ン
車
、
そ
の
劫
火
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ

の
日
本
国
土
で
、
本
州
の
北
端
か
ら
九
州
の
南
端
ま
で
時
速
三
〇
〇
㎞
で
つ
っ
走
る

新
幹
線
、
林
立
す
る
何
十
階
建
て
の
ビ
ル
ヂ
ン
グ
、
地
上
最
高
の
塔
、
六
〇
〇
ｍ
を

超
し
て
天
を
摩
せ
ん
と
す
る
何
と
か
ツ
リ
ー
、
ど
れ
も
こ
れ
も
気
違
い
沙
汰
か
も
し

れ
ぬ
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
日
本
国
土
に
住
む
者
の
心
の
深
く
深
く
に
、
水
打
つ
ご
と
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日
本
の
国
土
自
然
を
思
う　
　
　

山
下
善
明

る
夜
は
」
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
。

（
26
）　
『
芭
蕉
大
成
』　

三
省
堂　

平
成
十
一
年　

四
〇
九
頁
の
「
銀
河
の
序
」

（
27
）　

同
書　

同
頁

（
28
）　

森
三
樹
三
郎
訳
『
荘
子
』
Ⅰ　

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス　

平
成
十
三
年　

二
五
―
六
頁
を
参
照

（
29
）　

下
村
寅
太
郎
『
モ
ナ
・
リ
ザ
論
考
』　

岩
波
書
店　

昭
和
四
十
九
年　

二
二
九
及
び
三
〇
〇
頁

（
30
）　

同
書　

二
三
三
頁

（
31
）　

山
本
健
吉
『
芭
蕉
』　

新
潮
社　

昭
和
三
十
二
年　

二
九
三
頁

（
32
）　

保
田
與
重
郎
の
芭
蕉
論
に
お
い
て
は
、
慟
哭
は
、
国
土
の
そ
れ
で
あ
る
よ
り
も
国
史
の
そ
れ
と
し

て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は
、「
故
人
の
跡
を
訪
れ
、
そ
の
心
を
恋
ひ
つ
ゝ
、

国
史
を
回
想
追
憶
し
、
こ
ゝ
を
訪
れ
た
代
々
の
先
人
の
心
と
同
じ
心
境
で
感
傷
し
、
つ
ひ
に
は
慟
哭

す
る
。」（『
芭
蕉
』
講
談
社
学
術
文
庫　

昭
和
六
三
年　

一
六
二
頁
）
あ
る
い
は
、「
芭
蕉
の
枯
淡
も
、

慟
哭
も
、
悲
痛
も
、
か
う
し
た
深
い
生
命
と
愛
情
の
思
ひ
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
生
物
学

的
な
生
命
や
、
観
念
論
的
な
生
命
で
は
な
い
。
日
本
の
伝
統
文
学
の
肝
心
は
、
さ
う
い
ふ
生
命
観
の

さ
ら
に
上
に
あ
る
深
い
い
の
ち
に
立
脚
し
、
そ
の
道
を
国
史
と
し
て
知
っ
た
時
の
、
慟
哭
に
あ
る
の

で
あ
る
」（
一
七
二
〜
三
頁
）
と
。
そ
し
て
「
荒
海
や
」
の
句
に
つ
い
て
も
、「
芭
蕉
は
﹇『
奥
の
ほ

そ
道
』
で
は
﹈
一
行
の
序
を
も
加
へ
な
か
つ
た
が
、
は
る
か
に
遠
い
昔
か
ら
の
史
蹟
を
思
ひ
、
万
感

の
追
憶
に
ふ
け
つ
た
こ
と
は
、
こ
の
一
句
の
荘
重
さ
を
見
て
、
直
ち
に
感
受
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ

る
」（
同
書
一
六
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
史
の
慟
哭
も
、
国
土
の
そ
れ
と
帰
を

一
に
し
て
い
る
。

（
33
）　

こ
れ
に
つ
い
て
説
得
力
あ
る
言
説
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
　

―
　

「
冬
の
モ
ン
ス
ー
ン
は
火
事
を

あ
お
り
、
春
の
不
連
続
線
は
山
火
事
を
た
き
つ
け
、
夏
の
山
水
美
は
ま
さ
し
く
雷
雨
の
醸
成
に
適
し
、

秋
の
野
分
は
稲
の
花
時
、
刈
り
入
れ
時
を
ね
ら
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
人
を
日
本
人
に
し
た

の
は
実
は
学
校
で
も
文
部
省
で
も
な
く
て
、
神
代
か
ら
今
日
ま
で
根
気
よ
く
続
け
ら
れ
て
来
た
こ
の

災
難
教
育
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」（
寺
田
寅
彦
『
天
災
と
国
防
』
講
談
社
学
術
文
庫　

平
成
二

十
三
年
）

（
34
）　

報
道
各
社
を
初
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
「
3
・
11
（
サ
ン
テ
ン
イ
チ
イ
チ
）」
と
言
う
。
ま
る
で

番
号
札
か
何
か
の
よ
う
に
。
ま
る
で
「
お
と
年
の
柱
の
瑕
」
の
日
付
か
何
か
の
よ
う
に
。
ど
う
し
て

「
三
月
十
一
日
」
と
早
く
も
言
わ
な
く
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
思
う
と
、
筆
者
の
こ
の
確
信
も
白
く

消
え
行
き
そ
う
に
な
る
。

　〈
付
記
一
〉　

本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
明
星
大
学
連
続
公
開
講
座
『
災
害
と
日
本
人
』
の
第
二
回
（
十

一
月
十
七
日
）
の
「
日
本
の
国
土
自
然
を
思
う
」
の
原
稿
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
八
日

（
6
）　

唐
木
順
三
『
日
本
人
の
心
の
歴
史
』（
上
・
下
）　

筑
摩
書
房　

昭
和
四
十
五
年

（
7
）　

例
え
ば
昭
和
四
十
七
年
六
月
臨
時
増
刊
の
『
新
潮
』（
川
端
康
成
読
本
）
の
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
に
そ

の
書
の
写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
）　

川
端
康
成
（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
英
訳
付
）『
美
し
い
日
本
の
私
―
そ
の
序
説
』　

講
談
社
現
代

新
書　

昭
和
四
十
四
年

（
9
）　

以
下
、
道
元
の
和
歌
は
、
松
本
章
男
『
道
元
の
和
歌
』（
中
公
新
書　

平
成
十
七
年
）
よ
り
引
用
。

（
10
）　
『
唐
木
順
三
全
集
』
第
十
三
巻　

筑
摩
書
房　

昭
和
五
十
七
年　

三
九
二
頁

（
11
）　
『
定
本
良
寛
全
集
』
第
二
巻　

中
央
公
論
新
社　

平
成
十
八
年　

五
三
五
頁

（
12
）　

吉
野
秀
雄
『
良
寛
』　

ア
ー
ト
・
デ
ィ
ズ　

平
成
十
三
年　

一
五
〇
頁

（
13
）　
『
定
本
良
寛
全
集
』
第
一
巻　

三
一
二
頁　

な
お
〈
粤
〉
は
、
漢
語
通
り
に
エ
ツ
と
も
読
む
な
ら

ば
、
こ
こ
で
は
〈
越
〉
が
意
味
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
14
）　

同
巻　

四
四
〇
頁

（
15
）　
「
悟
り
悟
り
て
」
は
、
向
上
道
に
お
い
て
悟
り
、
そ
の
已
悟
よ
り
向
下
道
に
お
い
て
も
う
一
度
悟

っ
て
再
び
未
悟
に
戻
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
強
意
の
繰
り
返
し

と
と
り
、〈
未
悟
〉
は
文
字
通
り
、
未
だ
な
お
悟
ら
ず
と
訓
み
た
い
。

（
16
）　
『
定
本
良
寛
全
集
』
第
二
巻　

五
一
六
頁

（
17
）　

同
巻　

同
頁
に
見
る
註
釈
よ
り
引
用

（
18
）　
『
良
寛
』　

四
二
頁

（
19
）　

同
頁

（
20
）　
『
定
本
良
寛
全
集
』
第
三
巻　

三
一
五
頁　

な
お
、
良
寛
は
書
簡
に
お
い
て
は
い
つ
も
自
ら
を

「
野
僧
」
と
称
ん
で
い
た
。

（
21
）　

同
全
集　

第
一
巻　

五
五
四
頁

（
22
）　
『
リ
ル
ケ
全
集
』
第
五
巻　

彌
生
書
房　

昭
和
四
十
八
年　

二
五
八
頁

（
23
）　

以
下
の
地
理
学
上
、
気
象
学
上
の
統
計
数
字
の
多
く
は
、
大
石
久
和
『
国
土
と
日
本
人
』（
中
公

新
書　

平
成
二
十
四
年
）
に
依
る
。

（
24
）　

但
し
、
上
林
好
之
『
日
本
の
川
を
甦
ら
せ
た
技
師
デ
・
レ
イ
ケ
』（
草
思
社　

平
成
十
一
年
）
二

七
二
―
二
七
九
頁
に
み
る
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
、
デ
・
レ
イ
ケ
自
身
が
発
し
た
も
の
で
は

な
く
、
随
行
し
た
富
山
県
庁
の
職
員
が
、
デ
・
レ
イ
ケ
の
説
明
を
文
脈
的
に
違
え
て
、
拙
な
く
情
緒

的
に
受
け
取
り
、
そ
の
言
葉
が
流
布
し
た
の
だ
と
い
う
。

（
25
）　

な
お
一
本
に
は
、「
雨
は
降
り
き
ぬ
」
は
「
風
は
吹
き
き
ぬ
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
吉
野
秀

雄
『
良
寛
』
二
九
五
頁
を
参
照
。
さ
ら
に
『
定
本
良
寛
全
集
』
第
二
巻
一
二
四
頁
で
は
、「
風
ま
ぜ

に
雪
は
降
り
来
ぬ　

雪
ま
ぜ
に
風
は
吹
き
き
ぬ
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
吉
野
に

よ
れ
ば
、『
万
葉
集
』
長
歌
（
五
―
八
九
二
）
の
、「
風
ま
じ
り　

雨
ふ
る
夜
の　

雨
ま
じ
り　

雪
ふ
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付
記
二
〉　

東
日
本
大
震
災
の
直
後
、
筆
者
は
仙
台
在
住
の
、
生
死
も
わ
か
ら
ぬ
友
人
野
家
啓
一
氏
に
御

見
舞
い
の
端
書
き
を
出
し
た
。
そ
れ
に
は
、
本
文
で
も
引
用
し
た
良
寛
の
言
句
を
、
言
葉
の
お
か
し

な
遣
い
方
だ
が
、
伸
る
か
反
る
か
の
思
い
で
添
え
た
。
そ
れ
に
対
し
氏
は
、
本
年
（
平
成
二
十
五

年
）
一
月
刊
行
の
書
、
木
村
敏
／
野
家
啓
一
監
修
『「
自
己
」
と
「
他
者
」
―
臨
床
哲
学
の
諸
相
』

（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
）
の
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　　
　
　

東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
伴
う
福
島
原
発
事
故
と
い
う
誰
も
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
大
き
な
出
来

事
が
生
じ
た
。「
文
明
災
」
や
「
無
常
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
飛
び
交
い
、『
方
丈
記
』
や
寺
田

寅
彦
の
警
世
の
文
章
が
読
み
返
さ
れ
た
が
、
被
災
者
の
一
人
で
も
あ
る
私
の
心
に
最
も
響
い
た
の
は
、

友
人
山
下
善
明
氏
が
震
災
直
後
に
書
き
送
っ
て
こ
ら
れ
た
良
寛
の
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

　

「
災
難
に
逢
う
時
節
に
は
、
災
難
に
逢
う
が
よ
く
候
。
死
ぬ
時
節
に
は
、
死
ぬ
が
よ
く
候
。
是
ハ

こ
れ
災
難
を
の
が
る
ゝ
妙
法
に
て
候
。
か
し
こ
」

　　
　
　

こ
れ
は
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
の
冬
に
起
き
た
三
条
の
大
地
震
に
際
し
て
、
良
寛
が
被
災

し
た
友
人
の
山
田
杜
皐
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
さ
す
が
に
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
途
絶
し
、
家

具
が
倒
れ
て
食
器
や
書
物
が
散
乱
し
て
寝
る
場
所
も
な
い
有
り
様
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
達
観
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
を
反
芻
す
る
う
ち
に
、
跡
片
付
け
を
す
る
肩
の
力
が
抜
け
て
妙

に
落
ち
着
い
た
心
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。


