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キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
治

津
軽
通
信

冬
の
花
火

庭

嘘

一
、「
津
軽
通
信
」
と
は
何
か

「
津
軽
通
信
」
は
、
五
つ
の
物
語
（「
庭
」・「
や
ん
ぬ
る
哉
」・「
親
と
い

ふ
二
字
」・「
嘘
」・「
雀
」）
よ
り
成
る
。
五
つ
の
物
語
は
、
敗
戦
後
第
一
作

の
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」（「
河
北
新
報
」・「
東
奥
日
報
」
昭

・

・

～

20

10

22

昭

・
１
・
７
、「
東
奥
日
報
」
は
昭

・

・

で
中
断
）
脱
稿
直
後
に

21

20

10

29

あ
た
る
昭
和
二
十
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
集
中
的
に
書
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
後
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
に
中
央
公

論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
、「
津
軽
通
信
」
の
題
名

の
下
収
録
さ
れ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
の
目
次
の

引
用
で
あ
る
。（
便
宜
上
「
津
軽
通
信
」
に
属
す
る
物
語
の
み
初
出
と
脱
稿

時
期
を
付
す
。
※
は
脱
稿
時
期
を
表
す
。）

（
１
）

太
宰
治
創
作
集
「
冬
の
花
火
」
目
次

冬
の
花
火

春
の
枯
葉

苦
悩
の
年
鑑

未
帰
還
の
友
に

チ
ヤ
ン
ス

津
軽
通
信

庭

（「
新
小
説
」
昭

・
１
）

21

※
昭
和
二
〇
年
一
一
月
中
旬

や
ん
ぬ
る
哉

（「
月
刊
読
売
」
昭

・
３
）

21

※
昭
和
二
一
年
一
月
中
～
下
旬

親
と
い
ふ
二
字

（「
新
風
」
昭

・
２
）

21

※
昭
和
二
〇
年
一
一
月
中
旬

嘘

（「
新
潮
」
昭

・
２
）

21

※
昭
和
二
〇
年
一
二
月
中
旬
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雀

（「
思
潮
」
昭

・

）

21

10

※
昭
和
二
一
年
一
月
二
五
日

五
つ
の
物
語
は
初
出
の
際
に
「
津
軽
通
信
」
に
属
す
る
こ
と
を
示
さ
れ

て
い
な
い
。
例
え
ば
『
新
釈
諸
國
噺
』（
昭

・
１
、
生
活
社
）
を
構
成
す

20

る
物
語
は
初
出
時
に
「
新
釈
諸
國
噺
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
す
題
名

が
あ
る
（
例
「
貧
の
意
地

新
釈
諸
國
噺
」）
の
に
対
し
て
、「
津
軽
通

信
」
の
物
語
の
初
出
に
そ
の
よ
う
な
属
性
付
与
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
発
表
さ
れ
た
五
つ
の
物
語
は
、
小
説
集
『
冬
の
花

火
』
刊
行
の
際
、「
津
軽
通
信
」
と
い
う
題
名
を
付
さ
れ
た
こ
と
で
「
津
軽

通
信
」
テ
ク
ス
ト
に
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
津
軽
通
信
」
テ

ク
ス
ト
と
し
て
は
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
が
初
出
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
こ
れ
ま
で
太
宰
治
全
集
と
銘
打
っ
た
書
物
に
お
い
て
「
津
軽

通
信
」
の
題
名
は
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か
け
て
刊
行

さ
れ
た
筑
摩
書
房
版
を
最
後
に
消
失
し
て
い
る
。
そ
の
後
幾
度
か
版
を
重

ね
た
太
宰
治
全
集
に
お
い
て
、
五
つ
の
物
語
は
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト

の
順
番
で
は
配
列
さ
れ
ず
、
断
片
化
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
き
た
。
本
文
確

定
に
お
い
て
多
大
な
影
響
力
の
あ
る
全
集
に
お
い
て
「
津
軽
通
信
」
は
ま

と
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
五
つ
の
物
語
は
解
題

を
通
し
て
し
か
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
と
し
て
告
知
さ
れ
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
現
在
流
通
す
る
書
物
で
は
、
新
潮
文
庫
の
太
宰
治
シ
リ
ー
ズ

十
五
冊
目
に
あ
た
る
『
津
軽
通
信
』
に
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。「
津

軽
通
信
」
研
究
も
、
五
つ
の
物
語
を
個
別
に
論
じ
た
も
の
は
あ
る
も
の
の
、

「
津
軽
通
信
」
を
ま
と
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
論
じ
た
説
は
稀
で
あ
る
。

（
２
）

無
論
、
時
間
の
経
過
や
編
輯
方
針
に
よ
っ
て
シ
リ
ー
ズ
名
や
副
題
な
ど
が

消
滅
し
た
り
出
現
し
た
り
す
る
例
は
数
多
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
、
テ

ク
ス
ト
の
断
片
化
は
別
の
問
題
で
あ
る
。「
津
軽
通
信
」
研
究
は
本
文
批
評

の
面
か
ら
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

太
宰
文
学
に
お
い
て
、
単
行
本
収
録
の
際
に
、
単
な
る
ジ
ャ
ン
ル
指
示

（
例
「
短
篇
集
」）
で
は
な
い
、
何
ら
か
の
世
界
観
を
表
す
題
名
を
付
与
さ

れ
て
統
一
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
随
筆
を
除
け
ば
『
虚
構
の
彷
徨
、

ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』（
昭

・
６
、
新
潮
社
）
刊
行
の
際
、「
道
化
の
華
」・

12

「
狂
言
の
神
」・「
虚
構
の
春
」
の
三
作
を
ま
と
め
て
「
虚
構
の
彷
徨
」
と

し
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
初
出
に
そ
の
よ
う
な
属
性
は
付
与
さ
れ
て
お

ら
ず
、
敗
戦
後
刊
行
の
単
行
本
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
作
品
と
し
て
個

別
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
太
宰
が
手
掛
け
た
八
雲
書
店
版
『
太
宰

治
全
集
』（
昭

・
４
～
昭

・

）、
第
一
回
配
本
第
二
巻
『
虚
構
の
彷

23

24

12

徨
』
に
は
「
虚
構
の
彷
徨
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
最
新
の
『
太
宰

治
全
集
』（
平

・
５
～
平

・
５
、
筑
摩
書
房
）
で
も
「
虚
構
の
彷
徨
」

10

11

と
し
て
三
作
は
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
道
化
の
華
」
は
、『
晩
年
』

収
録
作
品
と
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
八
雲
版
全
集
に
「
津
軽
通
信
」

の
物
語
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
虚
構
の
彷
徨
」
や
「
津
軽
通
信
」
と
い
っ
た
題
名
は
そ
れ
に
属
す
る

テ
ク
ス
ト
を
統
一
す
る
指
示
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
か
入
れ
な

い
か
で
読
解
は
大
き
く
変
わ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
書
物
と
し
て
の
テ
ク

ス
ト
に
付
随
し
受
容
に
影
響
を
与
え
る
、
挿
絵
、
帯
、
作
者
名
、
タ
イ
ト
ル
、
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エ
ピ
グ
ラ
フ
、
序
文
等
を
〈
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
〉
と
名
付
け
、
次
の
よ
う
に

定
義
す
る
。

パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
は
、
あ
る
限
界
、
も
し
く
は
完
全
な
境
界
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
あ
る
種
の
敷
居se

u
il

な
い
し
は

ボ
ル
ヘ
ス

が
あ
る
序
文
に
つ
い
て
用
い
た
言
葉
に
よ
れ
ば

、
中
へ
入
る
、
あ

る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き
返
す
可
能
性
を
だ
れ
に
で
も
提
供
す
る
「
玄

関
ホ
ー
ル
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
内
部
と
外
部
の
間
に
存

在
す
る
「
曖
昧
な
領
域
」、
内
部
（
テ
ク
ス
ト
）
に
対
し
て
も
外
部

（
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
人
々
の
言
説
）
に
対
し
て
も
そ
れ
自
体
と
し

て
厳
密
な
境
界
を
も
た
な
い
「
領
域
」
で
あ
っ
て
、
周
縁
と
い
う
か
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
ジ
ェ
ン
ヌ
が
述
べ
た
よ
う
に
「
現
実
に
読
み
の
全

体
を
支
配
す
る
印
刷
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
房
飾
り
」
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
常
に
作
者
の
注
釈
を
、
あ
る
い
は
程
度
に
差
は
あ
れ
作
者
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
注
釈
を
含
む
こ
の
房
飾
り
は
、
テ
ク
ス
ト
と

テ
ク
ス
ト
外
の
間
で
ひ
と
つ
の
領
域
、
単
に
移
行tra

n
sitio
n

の
領

域
の
み
な
ら
ず
相
互
作
用tra

n
sa
c
tio
n

の
領
域
を
も
構
成
す
る
。

つ
ま
り
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
は
、
ま
さ
に
あ
る
種
の
語
用
論
お
よ
び
戦

略
の
特
権
的
な
場
、
テ
ク
ス
ト
の
よ
り
正
し
い
受
容
と
よ
り
妥
当
な

読
み
の
た
め
に
大
衆
に
働
き
か
け
る
特
権
的
な
場
な
の
で
あ
る

「
妥
当
」
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
作
者
と
作
者
側
の
人
々
か
ら
み
て

の
こ
と
だ
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ

成
功
す
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
だ
。（『
ス
イ
ユ
』
）

（
３
）

パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」
は
、
署
名
者
「
太
宰
治
」
を
伴
う
小
説

集
『
冬
の
花
火
』
に
付
帯
し
て
現
れ
た
、「
程
度
に
差
は
あ
れ
作
者
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
た
注
釈
を
含
む
こ
の
房
飾
り
」
で
あ
る
。「
津
軽
通
信
」
が

作
者
・
太
宰
自
身
に
よ
る
命
名
だ
っ
た
こ
と
は
、
小
説
集
『
冬
の
花
火
』

の
版
元
で
あ
る
中
央
公
論
社
の
編
集
者
・
梅
田
晴
夫
に
宛
て
た
昭
和
二
十

一
年
八
月
三
十
一
日
付
太
宰
治
書
簡
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
書
簡
に
示
さ
れ
た
目
次
は
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
重
視
す
る
な
ら
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」
は
、

「
作
者
と
作
者
側
の
人
々
」
か
ら
み
て
「
よ
り
正
し
い
受
容
と
よ
り
妥
当

な
読
み
」
の
た
め
に
「
大
衆
に
働
き
か
け
る
特
権
的
な
場
」
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
の
目
次
を
作
者
自
身
が

決
定
し
た
と
い
う
身
元
証
明
は
本
論
に
お
い
て
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
が
「
よ
り
妥
当
な
読
み
」

の
た
め
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
「
妥
当
」
さ
は
「
作
者
と

作
者
側
の
人
々
か
ら
み
て
の
こ
と
」
で
あ
る
し
「
そ
の
よ
う
な
働
き
か
け

が
き
ち
ん
と
理
解
さ
れ
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
」
で
あ
る
か
ら

だ
。
た
と
え
「
津
軽
通
信
」
の
タ
イ
ト
ル
や
構
成
が
作
者
の
意
と
は
関
わ

り
無
く
決
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
太
宰
治
」
と
署
名
さ
れ
た
小
説
集

『
冬
の
花
火
』
に
「
津
軽
通
信
」
が
あ
る
以
上
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽

通
信
」
お
よ
び
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
は
署
名
者
「
太
宰
治
」
や
小
説

集
『
冬
の
花
火
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
る
の
で
あ
り
、
語
用
論
的

に
は
何
ら
関
わ
り
が
な
い
。

小
説
集
『
冬
の
花
火
』
は
、
敗
戦
後
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
の
み
を
集
め
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た
太
宰
の
著
作
物
と
し
て
は
、『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』（
昭

・
６
、
河
北
新

21

報
社
）
に
続
く
二
冊
目
で
あ
る
。
両
書
と
も
敗
戦
後
一
年
余
り
を
過
ご
し

た
津
軽
で
書
か
れ
た
作
品
で
構
成
さ
れ
て
い
る
う
え
、
時
代
状
況
に
対
す

る
直
接
的
な
批
判
が
見
ら
れ
る
た
め
、
太
宰
文
学
に
お
け
る
敗
戦
を
考
え

る
際
に
参
照
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
書
は
『
パ
ン
ド
ラ

の
匣
』
と
と
も
に
太
宰
文
学
に
お
け
る
敗
戦
ま
た
は
敗
戦
後
を
考
え
る
際

の
指
標
と
な
る
書
と
言
え
、
そ
こ
に
「
津
軽
通
信
」
が
収
録
さ
れ
た
意
義

は
大
き
い
。
何
よ
り
「
津
軽
通
信
」
は
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
よ
っ
て

現
れ
て
お
り
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
無
視
で
き
な
い
。

境
界
テ
ク
ス
ト
と
も
記
さ
れ
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ

れ
ば
「
あ
る
種
の
敷
居
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
内
部
と
外
部
の
間
に
存
在

す
る
『
曖
昧
な
領
域
』」
で
あ
り
、「
内
部
（
テ
ク
ス
ト
）
に
対
し
て
も
外

部
（
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
人
々
の
言
説
）
に
対
し
て
も
そ
れ
自
体
と
し
て

厳
密
な
境
界
を
も
た
な
い
『
領
域
』」
で
あ
る
。
内
と
外
の
境
界
で
あ
る
敷

居
は
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
内
と
外
の
ど
ち
ら
に
も
属
し
ど
ち
ら
に
も
属
さ

な
い
、
ま
さ
に
「
曖
昧
な
領
域
」
で
あ
る
。
ま
た
内
と
外
を
分
断
し
つ
つ

接
続
す
る
敷
居
は
、
内
と
外
が
交
流
す
る
「
相
互
作
用tra

n
sa
c
tio
n

の

領
域
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」

は
内
部
に
対
し
て
は
そ
れ
に
属
す
る
五
つ
の
物
語
の
敷
居
で
あ
り
、
小
説

集
『
冬
の
花
火
』
に
属
す
る
他
の
テ
ク
ス
ト
群
の
敷
居
で
も
あ
る
。
小
説

集
『
冬
の
花
火
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
パ
ラ
テ
ク
ス

ト
の
相
互
作
用
性
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
「
津
軽
通
信
」
を
五
つ
の
物
語
で
構
成

さ
れ
た
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

「
津
軽
通
信
」と「
津
軽
通
信
」テ
ク
ス
ト
の
相
互
作
用
お
よ
び
小
説
集『
冬

の
花
火
』
と
「
津
軽
通
信
」
の
相
互
作
用
の
分
析
を
通
し
て
、
敗
戦
直
後

の
津
軽
で
書
か
れ
た
本
テ
ク
ス
ト
の
倫
理
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
津
軽
の
生
家
の
「
居
候
」
と
し
て
の
位
置

岡
本
卓
治
は
、
戦
前
に
書
か
れ
た
『
津
軽
』
に
お
い
て
、「
自
己
の
根
所

（
４
）

の
確
認
」
と
し
て
津
軽
の
「
自
然
」
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
小
説
集

『
冬
の
花
火
』
に
収
録
さ
れ
た
「
冬
の
花
火
」、「
春
の
枯
葉
」
に
お
け
る

津
軽
の
「
自
然
」
は
「
慰
め
や
救
い
は
見
出
せ
な
い
」、「
自
己
を
確
認
す

る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
」
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
う
え
で
「
冬
の
花
火
」、「
春
の
枯
葉
」
と
同
じ
問
題
系
の
作
品
と
し

て
「
庭
」
を
挙
げ
、「
一
国
の
秩
序
崩
壊
の
衝
撃
を
、
自
然
の
方
へ
心
を
傾

け
て
や
り
す
ご
そ
う
と
す
る
長
兄
に
対
し
て
、
太
宰
は
下
り
立
つ
べ
き

〈
庭
〉
な
ど
な
い
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
そ
の
崩
壊
を
受
け
止
め
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
読
解

す
る
。

登
場
人
物
「
私
」
を
作
者
・
太
宰
治
に
直
に
結
び
付
け
る
姿
勢
に
つ
い

て
は
留
保
す
る
も
の
の
、
津
軽
の
自
然
の
捉
え
方
が
敗
戦
を
機
に
変
化
す

る
と
い
う
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
敗
戦
を
戦
時
と
の
分
断
と
捉
え
る
か

連
続
と
捉
え
る
か
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。「
庭
」
一
作

に
つ
い
て
、
岡
本
の
言
う
自
然
観
や
「
私
」
を
焦
点
化
す
れ
ば
、
確
か
に

敗
戦
を
機
に
太
宰
文
学
の
津
軽
は
変
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

118



そ
う
し
た
変
化
と
と
も
に
、
津
軽
は
国
が
破
れ
て
も
昨
日
と
変
わ
り
な
く

降
り
立
つ
こ
と
の
で
き
る
「
庭
」
と
し
て
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
敷
居

が
内
と
外
を
分
断
し
つ
つ
接
続
さ
せ
る
よ
う
に
、
敗
戦
は
、
戦
時
と
敗
戦

後
を
分
断
し
つ
つ
連
続
さ
せ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
敷
居
の
敷
居
性
は
パ

ラ
テ
ク
ス
ト
の
性
質
を
表
す
と
と
も
に
、
敗
戦
を
時
間
軸
に
し
た
「
津
軽

通
信
」
テ
ク
ス
ト
の
全
体
性
と
し
て
も
捉
え
得
る
。

五
つ
の
物
語
は
津
軽
を
舞
台
と
し
た
一
人
称
小
説
で
あ
り
、「
私
」
の
設

定
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」
は
、
五
つ
の
物

語
を
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
と
し
て
統
一
す
る
指
示
で
あ
り
、
こ
れ
と

「
私
」
の
設
定
の
共
通
性
は
、
五
つ
の
物
語
の
「
私
」
を
同
一
視
さ
せ
つ

つ
、
五
つ
の
物
語
を
統
一
体
と
す
る
働
き
か
け
と
な
っ
て
い
よ
う
。
次
に

挙
げ
る
の
は
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
の
最
初
に
置
か
れ
た
「
庭
」
の
冒

頭
部
で
あ
る
。

東
京
の
家
は
爆
弾
で
こ
は
さ
れ
、
甲
府
市
の
妻
の
実
家
に
移
転
し

た
が
、
こ
の
家
が
、
こ
ん
ど
は
焼
夷
弾
で
ま
る
や
け
に
な
つ
た
の
で
、

私
と
妻
と
五
歳
の
女
児
と
二
歳
の
男
児
と
四
人
が
、
津
軽
の
私
の
生

れ
た
家
に
行
か
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
。
津
軽
の
生
家
で
は
父
も
母

も
既
に
な
く
な
り
、
私
よ
り
十
以
上
も
年
上
の
長
兄
が
家
を
守
つ
て

ゐ
る
。
そ
ん
な
に
、
二
度
も
罹
災
す
る
前
に
、
も
つ
と
早
く
故
郷
へ

行
つ
て
を
れ
ば
よ
か
つ
た
の
に
と
仰
言
る
お
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
私
は
、
ど
う
も
、
二
十
代
に
於
い
て
肉
親
た
ち
の
つ
ら
よ
ご

し
の
行
為
を
さ
ま
ざ
ま
し
て
来
た
の
で
、
い
ま
さ
ら
図
々
し
く
長
兄

の
厄
介
に
な
り
に
行
け
な
い
状
態
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

二
度
も
罹
災
し
て
二
人
の
幼
児
を
か
か
へ
、
も
う
ど
こ
に
も
行
く
と

こ
ろ
が
無
く
な
つ
た
の
で
、
ま
あ
、
当
つ
て
く
だ
け
ろ
と
い
ふ
気
持

で
、
ヨ
ロ
シ
ク
タ
ノ
ム
と
い
ふ
電
報
を
発
し
、
七
月
の
末
に
甲
府
を

立
つ
た
。
さ
う
し
て
途
中
か
な
り
の
難
儀
を
し
て
、
た
つ
ぷ
り
四
昼

夜
か
か
つ
て
、
や
つ
と
津
軽
の
生
家
に
着
い
た
。
生
家
で
は
皆
、
笑

顔
を
以
て
迎
へ
て
く
れ
た
。
私
の
お
膳
に
は
、
お
酒
も
つ
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
本
州
の
北
端
の
町
に
も
、
艦
載
機
が
飛
ん
で
来
て
、

さ
か
ん
に
爆
弾
を
落
し
て
行
く
。
私
は
生
家
に
着
い
た
翌
る
日
か
ら
、

野
原
に
避
難
小
屋
を
作
る
手
伝
ひ
な
ど
し
た
。

さ
う
し
て
、
ほ
ど
な
く
あ
の
、
ラ
ジ
オ
の
御
放
送
で
あ
る
。

長
兄
は
そ
の
翌
る
日
か
ら
、
庭
の
草
む
し
り
を
は
じ
め
た
。
私
も

手
伝
つ
た
。
（「
庭
」）

兄
弟
そ
ろ
っ
て
庭
の
草
む
し
り
を
す
る
と
い
う
牧
歌
的
な
風
景
に
接
続

さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦
時
か
ら
敗
戦
、
敗
戦
後
と
い
う
定
点
を
示
し
つ
つ

展
開
さ
れ
る
、
戦
火
を
逃
れ
安
住
の
地
を
求
め
て
移
動
を
続
け
た
記
憶
で

あ
る
。「
私
」
の
設
定
で
あ
る
そ
れ
は
、
五
つ
の
物
語
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
形

を
と
り
な
が
ら
反
復
さ
れ
る
。
中
で
も
「
津
軽
通
信
」
冒
頭
に
置
か
れ
た

「
庭
」
は
、
故
郷
・
津
軽
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
最
も
詳
細
に
書
か
れ
て

お
り
、
読
者
は
以
下
に
続
く
物
語
に
そ
れ
を
補
い
つ
つ
読
む
こ
と
に
な
る
。

焼
け
出
さ
れ
て
た
ど
り
着
い
た
津
軽
の
生
家
で
「
私
」
は
「
居
候
」
に

（
５
）

位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
「
津
軽
通
信
」
の
「
私
」
の
属
性
に
な
っ
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て
い
る
。
家
を
失
い
、
剥
き
出
し
の
個
人
と
し
て
生
家
に
あ
る
「
私
」
を

（
６
）

「
居
候
」
と
す
る
位
置
づ
け
は
、
疎
開
者
「
私
」
と
地
元
人
で
あ
る
生
家

の
人
々
と
の
区
別
に
他
な
ら
な
い
。
家
を
失
う
と
い
う
要
素
は
、
東
京
の

住
居
を
「
爆
弾
で
こ
は
さ
れ
」
て
疎
開
し
た
妻
の
実
家
で
再
び
罹
災
し
再

疎
開
す
る
ま
で
を
描
い
た
「
薄
明
」（『
薄
明
』
昭

・

、
新
紀
元
社
）

21

10

に
お
い
て
も
、
実
家
に
暮
ら
す
妻
の
妹
と
の
関
係
性
に
お
い
て
「『
自
分
の

家
』
を
喪
失
し
て
ゐ
る
家
族
」、「『
家
を
喪
っ
た
』
者
の
ヒ
ガ
ミ
」
と
表
現

さ
れ
、
ま
た
、
農
家
が
焼
夷
弾
に
よ
っ
て
焼
え
て
い
く
場
面
で
は
「
屋
根

や
柱
と
共
に
そ
の
家
の
歴
史
を
も
共
に
炎
上
し
て
ゐ
る
の
だ
」
と
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
家
や
家
を
め
ぐ
る
作
品
の
多
い
太
宰
文
学
に
お

い
て
は
建
物
の
喪
失
を
超
え
た
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
家
を
喪
っ
た

疎
開
者
の
敗
戦
後
と
し
て
五
つ
の
物
語
は
あ
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
疎
開
は

空
襲
に
際
し
て
、「
敵
を
迎
へ
撃
つ
構
へ
」
で
あ
り
、
戦
が
終
わ
れ
ば
そ
の

（
７
）

必
要
は
な
く
な
る
。
敗
戦
を
通
過
し
た
疎
開
者
は
、
疎
開
先
に
お
け
る
位

置
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
や
ん
ぬ
る
哉
」
に
描
か
れ
た
、
敗
戦

（
８
）

後
も
行
き
先
が
な
く
疎
開
先
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
で
も
な
お
「
疎
開
者
」

と
呼
ば
れ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
と
見
做
さ
れ
な
い
「
東
京
か
ら
疎
開
し

て
き
て
ゐ
る
家
族
」
の
「
細
君
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。
紅
野
謙
介
が
指
摘

（
９
）

し
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
難
民
」
と
言
え
よ
う
。
こ
の
家
族
よ
り
は
は

る
か
に
恵
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
居
候
」
は
生
家
の
受
け
入
れ
を
示

し
つ
つ
も
地
元
に
根
付
い
た
生
家
の
人
間
と
「
私
」
と
を
区
別
す
る
屈
折

の
表
れ
で
あ
る
と
と
も
に
他
の
疎
開
者
と
の
ゆ
る
や
か
な
連
帯
を
表
し
て

い
る
。「
私
」
も
ま
た
こ
の
先
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
示
さ
れ
な
い
「
居

候
」
の
ま
ま
疎
開
先
に
と
ど
ま
る
疎
開
者
な
の
だ
。
こ
の
位
置
不
明
さ
や

未
決
定
性
が
、
敗
戦
を
通
過
し
た
疎
開
者
と
し
て
津
軽
の
生
家
に
「
居
候
」

す
る
「
私
」
の
位
置
と
言
え
よ
う
。
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
お
い
て
敗

戦
を
通
過
し
た
疎
開
者
は
、「
冬
の
花
火
」
の
数
枝
と
「
春
の
枯
葉
」
の
菊

代
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
二
作
と
も
敗
戦
後
の
津
軽
が
舞
台
で
あ
り
、

和
枝
も
菊
代
も
出
身
地
で
あ
り
近
し
い
家
族
が
住
ま
う
土
地
に
あ
り
な
が

ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
浮
い
た
存
在
で
あ
る
点
で
「
津
軽
通
信
」
の
「
私
」

の
位
置
不
明
さ
や
未
決
定
性
に
通
底
し
て
い
る
。
津
軽
は
、
戦
時
、
敗
戦
、

敗
戦
後
と
い
う
点
／
線
を
折
り
込
み
、
疎
開
者
を
受
け
入
れ
つ
つ
地
元
人

と
分
断
す
る
場
で
も
あ
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」
は
五
つ
の
物
語
を
統
一
す
る

だ
け
で
は
な
く
、「
津
軽
」
と
名
付
け
ら
れ
た
「
通
信
」
と
し
て
テ
ク
ス
ト

を
受
容
さ
せ
る
指
示
で
も
あ
る
。「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
の
中
心
に
位
置

す
る
「
親
と
い
ふ
二
字
」
の
舞
台
が
郵
便
局
で
あ
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

五
つ
の
物
語
は
津
軽
が
舞
台
で
あ
り
、
津
軽
と
い
う
通
信
名
は
統
一
性
を

表
し
て
い
よ
う
。
一
般
に
、
通
信
に
は
、
発
信
元
と
受
信
先
が
存
在
す
る
。

発
信
元
は
、
五
つ
の
物
語
の
語
り
手
「
私
」
や
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ

た
署
名
者
「
太
宰
治
」
が
想
定
さ
れ
る
が
、
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
五
つ
の
物
語
を
「
私
」
が
見
聞
き
し
た
話
と
捉
え
る
の
な
ら
ば
、

五
つ
の
物
語
は
「
私
」
に
届
け
ら
れ
た
通
信
と
な
り
、
そ
の
場
合
「
私
」

は
受
信
者
で
あ
り
発
信
元
と
な
ろ
う
。
ま
た
五
つ
の
物
語
が
小
説
集
と
し

て
流
通
し
て
い
る
以
上
、
受
信
者
は
読
者
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
正
し
い
発
信
元
と
受
信
先
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
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「
津
軽
通
信
」
は
受
信
先
不
明
、
発
信
元
不
明
の
疑
似
通
信
な
の
だ
。
受

信
先
不
明
、
発
信
元
不
明
の
通
信
は
、
ひ
と
た
び
発
信
さ
れ
れ
ば
、
そ
の

位
置
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ど
こ
に
届
く
か
あ
る
い
は
ど
こ

に
も
届
か
な
い
の
か
未
決
定
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
。
こ
の
位
置
不
明
さ
、

未
決
定
性
は
、
先
述
し
た
敗
戦
を
通
過
し
た
疎
開
者
と
し
て
津
軽
の
生
家

に
「
居
候
」
す
る
「
私
」
の
位
置
そ
の
も
の
で
あ
る
。
疑
似
通
信
「
津
軽

通
信
」
は
、「
私
」
の
暗
喩
と
言
え
よ
う
。

位
置
不
明
の
通
信
は
、
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
お
け
る
「
未
帰
還
の

友
に
」
の
表
象
で
も
あ
る
。「
未
帰
還
の
友
に
」
は
、
出
征
し
た
ま
ま
敗
戦

後
の
今
も
未
帰
還
の
「
君
（
鶴
田
君
）」
に
「
僕
」
が
呼
び
か
け
る
疑
似
通

信
で
あ
る
。
消
息
不
明
の
「
君
」
に
発
信
さ
れ
た
通
信
は
宛
先
不
明
で
あ
り
、

「
君
」
の
元
に
届
く
か
不
明
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
。
ま
た
「
二
度
も
罹
災

し
て
、
た
う
と
う
、
故
郷
の
津
軽
の
家
の
居
候
と
い
ふ
事
に
な
り
」
と

「
津
軽
通
信
」
の
「
私
」
と
同
じ
身
の
上
を
語
る
「
僕
」
は
、「
君
」
に

と
っ
て
駄
目
な
先
生
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。「
僕
」
は
、
駄
目
な
先
生

と
し
て
、
あ
る
い
は
敗
戦
を
通
過
し
た
疎
開
者
と
い
う
位
置
不
明
さ
や
未

決
定
性
と
に
よ
っ
て
、
消
息
不
明
の
「
君
」
と
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
て

お
り
、
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
も
ま
た
「
津
軽
通
信
」
テ
ク
ス
ト
に
関
連

す
る
。

三
、
駄
目
な
男
の
話
へ
収
斂
す
る
話
型
①

駄
目
な
男
の
現
れ
方

先
述
の
通
り
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
「
津
軽
通
信
」
は
、
五
つ
の
物
語
を
統

一
す
る
働
き
か
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
互
的
に
作
用
す
る
の
が
、
敗
戦
を

通
過
し
た
疎
開
者
「
私
」
と
い
う
五
つ
の
物
語
共
通
の
設
定
で
あ
る
。
そ

れ
に
加
え
、
五
つ
の
物
語
の
「
私
」
は
「
未
だ
に
私
に
は
、
こ
の
や
う
な

全
然
駄
目
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」（「
親
と
い
ふ
二
字
」）
が
端
的
に
示
す
よ
う

に
、
世
間
的
に
は
駄
目
な
男
と
し
て
も
造
形
さ
れ
て
い
る
。
五
つ
の
物
語

は
深
刻
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
、
末
尾
に
描
か
れ
た
「
私
」
の
駄

目
さ
が
深
刻
さ
を
脱
臼
す
る
話
型
で
も
共
通
し
て
お
り
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

の
作
用
を
強
化
し
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
に
お
い
て
共
通

の
話
型
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
の
確
認
で
あ
る
。

「
庭
」
に
は
、
兄
と
草
む
し
り
を
し
な
が
ら
太
閤
と
利
休
の
関
係
に
つ

い
て
口
に
出
さ
れ
る
「
私
」
の
言
葉
こ
と
ご
と
く
が
兄
に
論
駁
さ
れ
な
が
ら
、

「
私
」
の
内
面
に
お
い
て
は
「
男
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
ん
な
に
、
何
も
か

も
勝
ち
つ
く
さ
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
ぬ
も
の
か
し
ら
」
と
戦
時
的
と
も
言

え
る
必
勝
主
義
を
批
判
す
る
よ
う
な
思
想
に
よ
っ
て
兄
の
意
見
に
反
駁
す

る
場
面
が
あ
る
。
兄
に
笑
顔
を
向
け
、
表
だ
っ
た
反
駁
を
控
え
る
態
度
は
、

一
見
、
追
従
と
と
れ
る
が
、
こ
れ
が
兄
の
家
で
「
居
候
」
と
し
て
あ
る

「
私
」
な
り
の
弁
え
で
あ
る
と
と
も
に
「
何
も
か
も
勝
ち
つ
く
さ
な
い
」

思
想
の
実
践
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
と
兄
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
兄
の
否
定
と
は
な
ら
ず
」
と
見
る
か
あ
る
い
は
「
弟
の
言
動
が
、
兄
の

（

）

機
嫌
を
直
し
、
円
満
な
終
結
に
導
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
弟
の
『
愛

情
表
現
』
は
十
分
に
成
功
し
て
い
る
」
と
見
る
か
等
、
直
接
発
話
に
表
れ

（

）

る
関
係
性
が
焦
点
化
さ
れ
て
き
た
。
発
言
と
し
て
は
表
れ
な
い
も
の
の
、

「
私
」
の
内
面
で
兄
の
思
想
は
反
駁
さ
れ
て
お
り
、「
私
」
と
兄
の
思
想
は

直
接
交
わ
ら
な
い
が
ゆ
え
に
テ
ク
ス
ト
上
で
拮
抗
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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と
は
い
え
「
私
」
語
り
と
い
う
形
式
上
、「
私
」
の
思
想
は
あ
る
種
の
特
権

性
を
有
し
て
い
る
う
え
、
反
駁
の
内
容
は
戦
時
的
と
と
れ
る
主
義
へ
の
批

判
と
言
え
る
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
兄
は
自
ら
の
正
し
さ
を
疑
わ
な
い
、

「
私
」
に
緊
張
感
を
与
え
る
存
在
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

よ
り
兄
よ
り
も
「
私
」
の
思
想
の
方
が
正
当
で
あ
る
か
の
よ
う
な
志
向
が

読
み
取
れ
る
の
だ
が
、
結
末
に
示
さ
れ
る
の
は
、
病
身
で
あ
り
な
が
ら
朝

早
く
か
ら
ま
め
ま
め
し
く
草
む
し
り
す
る
兄
と
、
か
ぜ
を
ひ
い
て
離
れ
の

奥
の
間
で
火
鉢
を
抱
え
つ
つ
兄
の
手
伝
い
を
す
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る

「
野
蛮
人
の
弟
」・「
私
」
の
対
置
で
あ
る
。
兄
に
対
し
て
世
間
的
に
は
圧

倒
的
に
駄
目
な
男
の
話
に
収
斂
す
る
話
型
は
「
私
」
の
思
想
を
正
当
と
す

る
志
向
を
脱
臼
さ
せ
る
よ
う
作
用
し
て
い
る
。

「
や
ん
ぬ
る
哉
」
で
は
、
疎
開
者
で
あ
る
「
私
」
に
「
東
京
の
空
襲
の

話
」
を
興
味
本
位
で
聞
き
出
そ
う
と
し
た
う
え
に
、
生
活
に
困
窮
し
て
い

る
「
疎
開
者
」
の
奥
さ
ん
を
「
正
論
を
以
て
一
矢
報
い
て
や
つ
た
」
話
を

す
る
地
元
人
の
医
師
を
「
俗
物
」
と
見
な
し
強
い
反
撥
を
覚
え
な
が
ら
も

「
微
笑
し
て
立
ち
上
り
、
お
礼
と
そ
れ
か
ら
お
世
辞
」
を
言
う
「
私
」
の

そ
の
「
お
世
辞
」
が
失
言
に
な
っ
て
し
ま
う
結
末
と
な
っ
て
い
る
。

「
私
」
の
失
敗
譚
つ
ま
り
は
駄
目
さ
に
収
斂
す
る
話
型
に
よ
り
、
疎
開
者

と
地
元
人
の
軋
轢
と
い
う
深
刻
さ
や
「
私
」
の
反
撥
を
正
当
と
す
る
志
向

が
脱
臼
さ
れ
る
。

（

）

「
親
と
い
ふ
二
字
」
で
は
、
出
征
し
た
跡
取
り
息
子
は
未
帰
還
、
一
緒

に
暮
ら
し
て
い
た
末
娘
は
空
襲
に
よ
る
火
傷
が
も
と
で
逝
去
、
自
ら
は
頼

り
な
い
身
の
上
で
あ
り
な
が
ら
娘
の
貯
金
を
下
ろ
し
て
は
酒
に
か
え
る

「
無
筆
の
あ
は
れ
な
爺
さ
ん
」
の
話
を
「
私
」
か
ら
聞
い
た
女
房
の
「
ウ

ソ
、
ウ
ソ
。
お
父
さ
ん
は
、
ま
た
、
て
れ
隠
し
の
作
り
話
を
お
つ
し
や
つ

て
る
。
ね
え
、
坊
や
」
と
の
言
動
が
結
末
に
置
か
れ
る
。「
私
」
は
「
急
に

兄
の
家
か
ら
立
ち
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
り
し
た
時
」
に
備
え

て
い
た
「
貯
金
の
ほ
と
ん
ど
全
部
」
を
ウ
ヰ
ス
キ
イ
に
換
え
て
し
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
「
て
れ
隠
し
」
に
「
ウ
ソ
」
話
を
し
た
の
だ
と
す
る
女
房
の

言
葉
は
「
私
」
の
駄
目
さ
を
前
景
化
す
る
と
と
も
に
、
戦
争
で
子
供
を

失
っ
た
親
と
い
う
悲
劇
性
を
脱
臼
し
て
い
る
。

「
嘘
」
は
、
戦
時
、
入
営
せ
ず
に
自
宅
に
逃
げ
帰
っ
た
夫
を
匿
う
た
め

に
平
然
と
嘘
を
つ
い
た
妻
の
嘘
の
つ
き
方
に
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
や
う
な

思
ひ
」
を
し
た
小
学
校
時
代
の
同
級
生
の
話
を
聞
い
た
「
私
」
が
、
結
末

で
「
頗
る
軽
薄
な
感
想
」
を
述
べ
る
物
語
で
あ
る
。
戦
時
な
ら
、
夫
と
妻

の
行
為
は
体
制
へ
の
反
逆
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
非
国
民
と
し
て
指
弾
さ
れ

る
。
そ
れ
が
敗
戦
後
は
同
時
代
評
で
岩
上
順
一
「
文
芸
時
評

嘘
を
吐
く

世
界
」（「
文
学
時
標
」
昭

・
６
）
が
示
し
た
よ
う
に
「
棍
棒
と
暴
力
と

21

が
支
配
し
て
ゐ
た
監
獄
よ
り
ひ
ど
い
軍
隊
」
で
あ
る
「
日
本
軍
隊
に
た
い

す
る
嫌
悪
」
が
さ
せ
た
「
人
間
性
の
真
実
」
に
根
ざ
し
た
行
為
と
な
る
。

岩
上
は
、
妻
が
夫
を
匿
っ
た
「
ほ
ん
と
う
の
意
味
」
を
く
み
取
る
こ
と
を

せ
ず
、
そ
の
行
為
を
「
単
純
な
『
嘘
』」
と
し
て
し
ま
っ
た
作
者
を
批
判
し

て
い
る
。
岩
上
の
批
判
は
、
敗
戦
後
の
社
会
に
お
け
る
公
的
な
正
し
さ
に

基
づ
い
て
お
り
、
道
徳
的
に
ま
と
も
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「『
女
の

嘘
』
が
、
国
家
を
超
え
た
人
道
と
平
和
と
い
う
理
念
（
ひ
い
て
は
憲
法
九

条
の
精
神
）
へ
と
ひ
ら
か
れ
て
い
く
可
能
性
を
、
太
宰
は
つ
い
に
肯
定
す
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る
こ
と
な
く
世
を
去
っ
た
」
と
述
べ
る
鈴
木
直
子
「
太
宰
治
『
嘘
』
論
」

（『
太
宰
治
研
究
』

、
平

・
６
、
和
泉
書
院
）
の
説
に
通
じ
て
い
よ
う
。

13

17

「
頗
る
軽
薄
な
感
想
」
は
戦
時
・
敗
戦
後
の
い
ず
れ
の
社
会
的
正
し
さ
に

も
コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
ら
ず
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
悲
劇
の
悲
劇
性
を
脱
臼
し

て
い
る
点
で
「
津
軽
通
信
」
の
全
体
性
を
表
し
て
い
る
。
問
題
は
そ
こ
に

何
を
読
み
取
る
か
で
あ
ろ
う
。「
嘘
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「
戦
争
が
終
つ
た
ら
、
こ
ん
ど
は
ま
た
急
に
何
々
主
義
だ
の
、
何
々

主
義
だ
の
、
あ
さ
ま
し
く
騒
ぎ
ま
は
つ
て
、
演
説
な
ん
か
し
て
ゐ
る

け
れ
ど
も
、
私
は
何
一
つ
信
用
で
き
な
い
気
持
で
す
。
主
義
も
、
思

想
も
、
へ
つ
た
く
れ
も
要
ら
な
い
。
男
は
嘘
を
つ
く
事
を
や
め
て
、

女
は
慾
を
捨
て
た
ら
、
そ
れ
で
も
う
日
本
の
新
し
い
建
設
が
出
来
る

と
思
ふ
。」

私
は
焼
け
出
さ
れ
て
津
軽
の
生
家
の
居
候
に
な
り
、
鬱
々
と
し
て

楽
し
ま
ず
、
ひ
よ
つ
こ
り
訪
ね
て
来
た
小
学
時
代
の
同
級
生
で
い
ま

は
こ
の
町
の
名
誉
職
の
人
に
向
つ
て
、
そ
の
や
う
な
八
つ
当
り
の
愚

論
を
吐
い
た
。

（「
嘘
」）

右
の
引
用
に
現
れ
る
の
は
、
世
の
中
が
変
わ
れ
ば
す
ぐ
に
変
わ
る
主
義

思
想
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
夫
婦
の
振
る
ま
い
は
戦
時

と
敗
戦
後
と
で
は
受
容
の
さ
れ
方
が
異
な
る
。
共
同
体
を
支
配
す
る
主
義

が
変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
注
視
す
べ
き
は
主
義
の
変
化
に
よ
っ
て
戦
時

に
崩
壊
し
て
い
た
道
徳
的
な
ま
と
も
さ
が
、
戦
後
す
ぐ
に
復
活
し
た
こ
と

で
は
な
い
か
。
こ
の
背
景
に
あ
る
の
は
「
道
徳
性
が
た
ん
な
る
習
俗
の
集

ま
り
に
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
恣
意
的
に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
慣
例
、
習

慣
、
約
束
事
に
墜
し
て
」（
ア
レ
ン
ト
）
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

（

）

る
。
脱
走
兵
と
そ
の
妻
と
い
う
重
い
話
を
聞
い
て
「
そ
の
お
嫁
さ
ん
は
あ

な
た
に
惚
れ
て
や
し
ま
せ
ん
か
？
」
と
の
感
想
は
、
確
か
に
「
頗
る
軽
薄
」

で
あ
る
が
、
こ
の
駄
目
さ
は
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
主
義
に
自
動
的
に

慣
習
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
態
度
と
し
て
、
物
語
冒
頭
で
示
さ
れ
た
思
想

へ
の
懐
疑
の
実
践
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
お
い
て
同

じ
く
思
想
へ
の
懐
疑
が
示
さ
れ
る
「
苦
悩
の
年
鑑
」
に
お
け
る
「
私
に
は

思
想
な
ん
て
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
す
き
、
き
ら
ひ
だ
け
で
す
よ
」
に

通
じ
る
。「
す
き
、
き
ら
ひ
」
と
い
う
基
準
は
極
め
て
個
人
的
で
、
何
ら
か

の
思
想
に
支
配
さ
れ
て
い
る
共
同
体
に
あ
っ
て
は
慣
習
に
従
わ
な
い
無
責

任
な
価
値
観
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
自
ら
の
判
断
で
行
動
す
る
主
体

性
の
表
れ
で
も
あ
る
。
同
じ
く
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
収
録
さ
れ
た

「
チ
ヤ
ン
ス
」
に
お
け
る
「
恋
愛
は
、
チ
ヤ
ン
ス
で
な
い
と
思
ふ
。
私
は

そ
れ
を
、
意
志
だ
と
思
ふ
」、「
恋
愛
に
限
ら
ず
、
人
生
す
べ
て
チ
ヤ
ン
ス

に
乗
ず
る
の
は
、
げ
び
た
事
で
あ
る
」
も
ま
た
、
恋
愛
と
い
う
極
め
て
通

俗
的
な
題
材
を
と
り
な
が
ら
も
、「
チ
ャ
ン
ス
に
乗
ず
る
」
こ
と
を
否
定
し

自
ら
思
考
し
判
断
す
る
主
体
性
を
重
視
す
る
点
で
、
同
質
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
示
す
。

「
雀
」
は
、
小
学
校
時
代
の
友
人
で
、
白
衣
の
傷
痍
軍
人
と
し
て
帰
還

し
た
慶
四
郎
君
と
偶
然
再
会
し
た
「
私
」
が
、
慶
四
郎
君
か
ら
、
戦
時
、

射
的
場
の
娘
・
ツ
ネ
ち
や
ん
を
空
気
銃
で
撃
っ
て
し
ま
っ
た
告
白
を
聞
く
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物
語
で
あ
る
。「
金
木
行
の
軽
便
鉄
道
」
車
内
で
の
偶
然
の
再
会
は
「
加
藤

慶
四
郎
君
は
白
衣
で
あ
る
。
胸
に
傷
痍
軍
人
の
徽
章
を
つ
け
て
ゐ
る
。
も

う
そ
れ
だ
け
で
私
に
は
万
事
が
察
せ
ら
れ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
傷
痍
軍
人

と
は
「
戦
争
で
負
傷
、
罹
病
し
た
軍
人
」
で
あ
り
、
白
衣
は
陸
海
軍
病
院

の
病
院
着
で
あ
る
。
敗
戦
間
際
か
ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
前
に
か
け

て
、
街
頭
や
車
内
な
ど
の
公
共
の
場
に
は
白
衣
の
傷
痍
軍
人
が
募
金
を
募

る
姿
が
見
ら
れ
、
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
白
衣
は
傷
痍
軍
人
の
記
号

（

）

で
あ
り
こ
の
記
号
性
を
纏
っ
て
列
車
に
乗
っ
て
い
る
慶
四
郎
君
を
見
て

「
察
せ
ら
れ
た
」
と
は
、
慶
四
郎
君
が
募
金
行
為
を
し
て
い
た
可
能
性
を

示
唆
す
る
。
そ
の
慶
四
郎
君
か
ら
聞
く
告
白
や
「
戦
争
は
、
君
、
た
し
か

に
悪
い
も
の
だ
」
は
、
殺
戮
の
体
験
者
の
言
葉
と
し
て
一
層
重
み
を
増
す

と
と
も
に
、
敗
戦
後
の
厭
戦
思
想
の
結
束
点
と
な
る
が
、
こ
の
話
を
聞
い

た
「
私
」
は
「
奇
妙
な
錯
覚
」
か
ら
勘
違
い
の
発
言
を
し
て
し
ま
う
。「
私
」

の
錯
覚
は
、
慶
四
郎
君
の
痛
み
を
リ
ア
ル
に
生
き
た
か
ら
こ
そ
起
き
た
の

で
あ
り
、
共
同
性
の
表
れ
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
錯
覚
が
引
き
起
こ
し

た
発
言
は
、
慶
四
郎
君
か
ら
「
馬
鹿
、
何
を
言
つ
て
や
が
る
」
と
言
わ
れ

る
馬
鹿
な
発
言
に
変
換
さ
れ
、
痛
み
や
重
さ
は
脱
臼
さ
れ
る
。

三
、
駄
目
な
男
の
話
へ
収
斂
す
る
話
型
②

二
つ
の
機
能

こ
の
章
の
冒
頭
で
、
五
つ
の
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
深
刻
な
内
容
を
含
ん
で

お
り
、
物
語
末
尾
で
「
私
」
の
駄
目
さ
が
そ
の
深
刻
さ
を
脱
臼
す
る
話
型

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
①
で
見
て
き
た
五
つ
の
物
語
の
分
析
を
通
し

て
、
駄
目
な
男
の
話
に
収
斂
す
る
話
型
に
は
、
二
種
類
の
機
能
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
出
来
る
。
一
つ
は
、
あ
る
思
想
を
絶
対
化
し
な
い
機
能
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
深
刻
な
話
を
深
刻
に
し
な
い
機
能
で
あ
る
。

「
津
軽
通
信
」
の
配
列
を
「
私
」
と
主
要
な
登
場
人
物
の
心
的
距
離
の
遠

近
で
見
る
と
、「
庭
」
と
「
や
ん
ぬ
る
哉
」
は
遠
く
、
後
続
の
三
つ
は
近
い
。

「
庭
」
と
「
や
ん
ぬ
る
哉
」
の
主
な
登
場
人
物
は
兄
と
中
学
時
代
の
同
級

生
で
あ
り
、「
私
」
が
相
手
に
対
し
て
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
冒

頭
で
語
ら
れ
る
。
表
面
に
出
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
「
私
」
が
反
撥
を
覚
え

る
二
人
は
、
単
に
「
私
」
と
は
異
な
る
思
想
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
自
ら
の
正
し
さ
を
疑
わ
な
い
人
物
と
し
て
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
心
象
と
し
て
現
れ
る
「
私
」
の
反
撥
や
反
駁
は
、
語
り
手
と
し
て

の
特
権
性
を
帯
び
る
が
ゆ
え
に
読
者
に
共
感
を
働
き
か
け
る
が
、
物
語
末

尾
で
示
さ
れ
る
「
私
」
の
駄
目
さ
は
「
私
」
の
反
駁
や
反
発
を
正
当
化
す

る
志
向
を
脱
臼
す
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
嘘
」
の
冒
頭
に
提
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
時
代
が

変
わ
れ
ば
変
更
さ
れ
る
、
共
同
体
を
支
配
す
る
主
義
に
対
す
る
懐
疑
で

あ
っ
た
。「
私
」
の
思
想
を
絶
対
化
し
な
い
話
型
は
、
思
想
へ
の
懐
疑
の
表

れ
で
あ
り
、「
私
」
の
思
想
も
ま
た
変
わ
り
ゆ
く
思
想
の
一
つ
で
あ
る
可
能

性
の
示
唆
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
つ
の
思
想
を
絶
対
化
し
な
い
懐
疑
は

多
様
さ
へ
向
け
た
寛
容
さ
で
あ
る
と
と
も
に
、
玉
葱
の
皮
を
剥
き
つ
づ
け

る
よ
う
な
あ
て
ど
な
さ
で
も
あ
る
。「
津
軽
通
信
」
が
位
置
不
明
の
通
信

で
あ
る
よ
う
に
、
思
想
へ
の
懐
疑
は
位
置
不
明
の
位
置
と
い
う
途
方
も
な

さ
へ
と
追
い
込
む
。
し
か
し
そ
れ
が
ユ
ー
モ
ア
を
ま
と
っ
た
駄
目
な
男
の

話
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
位
置
に
も
ま
た
明
る
さ
が
あ
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る
こ
と
の
構
造
化
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
薄
明
」
に
お
け
る
、
空
襲
で

家
も
隣
家
も
焼
失
し
、
板
塀
以
外
の
目
標
物
を
失
っ
た
焼
土
を
見
て
「
み

ん
な
焼
け
ち
ゃ
っ
た
ね
」
と
言
っ
て
微
笑
す
る
子
供
や
、『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』

の
末
尾
に
お
け
る
「
こ
の
道
は
、
ど
こ
へ
つ
づ
い
て
ゐ
る
の
か
。
そ
れ
は
、

伸
び
て
行
く
植
物
の
蔓
に
聞
い
た
は
う
が
よ
い
。
蔓
は
答
へ
る
だ
ら
う
、

『
私
は
な
ん
に
も
知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
伸
び
て
行
く
方
向
に
陽
が
当

る
や
う
で
す
。』
／
さ
や
う
な
ら
」
と
の
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。
焦
土
あ
る

い
は
「
ど
こ
へ
つ
づ
い
て
ゐ
る
の
か
」、「
な
ん
に
も
知
ら
な
い
」
と
い
う

位
置
不
明
の
位
置
に
あ
り
な
が
ら
微
笑
し
陽
を
確
信
す
る
態
度
は
、
位
置

不
明
と
い
う
位
置
で
明
る
さ
が
見
出
さ
れ
る
「
津
軽
通
信
」
の
構
造
に
接

続
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
薄
明
」、『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』、「
津
軽
通
信
」

は
同
じ
系
譜
と
言
え
よ
う
。

駄
目
な
男
の
話
に
収
斂
す
る
話
型
の
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
、
深
刻

な
話
を
深
刻
に
し
な
い
機
能
に
お
け
る
深
刻
な
話
は
、
戦
争
を
背
景
に
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
疎
開
者
と
地
元
人
の
分
断
、
生
活
に
困
窮
す
る
疎

開
者
、
戦
争
で
子
供
を
亡
く
し
た
親
、
入
営
を
拒
否
し
て
隠
れ
て
い
た
夫

の
自
殺
未
遂
、
そ
の
夫
を
匿
お
う
と
し
て
嘘
を
吐
い
た
妻
、
傷
痍
軍
人
、

戦
場
の
殺
戮
の
宿
酔
等
で
あ
る
。
五
つ
の
物
語
の
「
私
」
は
、
疎
開
者
で

は
あ
る
が
生
活
に
困
窮
は
し
て
お
ら
ず
、
疎
開
先
で
あ
る
生
家
の
歓
迎
を

受
け
て
お
り
、
空
襲
を
体
験
し
た
も
の
の
家
族
は
全
員
無
事
で
あ
り
、
入

営
も
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
、
彼
女
等
が
体
験
し
た
深
刻
さ
か
ら
は

免
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
私
」
と
彼
等
は
分
断
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、「
私
」
は
生
家
の

人
々
と
区
別
す
る
「
居
候
」
を
称
し
て
い
る
。
そ
の
区
別
が
疎
開
者
と

「
私
」
の
連
帯
を
表
す
な
ら
ば
、
深
刻
な
話
を
深
刻
に
し
な
い
機
能
は

「
私
」
と
深
刻
な
話
の
当
事
者
達
と
を
分
断
し
つ
つ
も
接
続
さ
せ
る
機
能

と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

哲
学
者
の
合
田
正
人
は
、
戦
争
体
験
な
ど
外
傷
的
経
験
（「
異
常
な
日

常
」）
を
伝
え
よ
う
と
す
る
試
み
の
、
伝
え
る
側
と
受
け
取
る
側
双
方
の
難

し
さ
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

詩
人
の
石
原
吉
郎
が
み
ず
か
ら
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
生
活
に
つ
い
て
記

し
て
い
る
よ
う
に
、「
私
た
ち
は
の
が
れ
が
た
く
、
日
常
に
と
ら
え

ら
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
日
常
と
な
り
え
な
い
ど
ん
な
悲
惨
も
極
限
も
、

こ
の
世
に
は
な
い
」
と
す
る
な
ら
、「
異
常
な
日
常
」
が
「
異
常
化
し

た
日
常
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
日
常
化
し
た
異
常
」
で
も
あ
る
と
い

う
認
識
の
う
ち
に
こ
そ
、
し
ば
し
ば
世
代
間
格
差
と
し
て
表
象
さ
れ

る
、「
経
験
し
た
者
」
と
「
経
験
し
な
い
者
」
と
の
根
深
い
対
立
を
問

い
た
だ
す
た
め
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（『
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
を
読
む
』）

（

）

「『
経
験
し
た
者
』
と
『
経
験
し
な
い
者
』
と
の
根
深
い
対
立
」
と
は
、

戦
争
を
知
る
も
の
と
知
ら
な
い
者
の
「
世
代
間
格
差
」
で
あ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
戦
時
を
生
き
た
人
間
に
お
け
る
そ
の
格
差
は
、
誰
が
そ
う

な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
無
差
別
的
状
況
下
だ
か
ら
こ
そ
一
層
深
刻
な
分

断
と
な
り
得
る
。
戦
火
の
中
、
再
疎
開
先
へ
向
か
う
列
車
で
着
の
身
着
の
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ま
ま
の
「
乞
食
の
家
族
」
の
「
私
た
ち
」
に
蒸
し
パ
ン
を
恵
ん
だ
見
ず
知

ら
ず
の
「
お
嬢
さ
ん
」
に
「
一
種
の
に
く
し
み
を
含
め
」
て
「
お
嬢
さ
ん
。

あ
の
時
は
、
た
す
か
り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
乞
食
は
、
私
で
す
」
と
言
い

た
い
「
私
」
の
疑
似
通
信
「
た
づ
ね
び
と
」（「
東
北
文
学
」
昭

・

）

21

11

は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。「
根
深
い
対
立
」
を
問
い
た
だ
す
た
め
の
鍵
が
、

「『
異
常
な
日
常
』
が
『
異
常
化
し
た
日
常
』
で
あ
る
と
同
時
に
『
日
常
化

し
た
異
常
』
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
」
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
な
ら
ば
、

「
津
軽
通
信
」
の
駄
目
な
男
の
物
語
に
収
斂
す
る
話
型
は
、
異
常
な
日
常

で
あ
る
深
刻
な
話
の
先
に
駄
目
な
男
を
ユ
ー
モ
ア
を
纏
っ
て
置
く
こ
と
で
、

異
常
な
日
常
を
異
常
な
日
常
の
ま
ま
に
提
示
し
な
い
話
型
と
捉
え
得
る
。

そ
れ
は
日
常
と
接
続
さ
せ
る
話
型
で
あ
り
、
右
の
引
用
に
お
け
る
「『
異
常

な
日
常
』
が
『
異
常
化
し
た
日
常
』
で
あ
る
と
同
時
に
『
日
常
化
し
た
異

常
』
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
」
の
形
象
化
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。「
津
軽

通
信
」
は
、
彼
等
と
「
私
」、
戦
争
を
知
る
者
と
知
ら
な
い
者
を
区
別
し
つ

つ
も
接
続
す
る
敷
居
と
言
え
よ
う
。

四
、
お
わ
り
に

パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
性
質
を
表
す
敷
居
を
手
が
か
り
に
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

「
津
軽
通
信
」
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
五
つ
の
物
語
の
共
通
性
で
あ
る
位

置
不
明
と
い
う
位
置
や
駄
目
な
男
の
物
語
に
収
斂
す
る
話
型
が
、
小
説
集

『
冬
の
花
火
』
の
他
の
テ
ク
ス
ト
群
と
の
接
続
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら

読
み
取
れ
る
倫
理
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
苦
悩
の
年
鑑
」
の
末
尾
に
提
示
さ
れ
る
「
私
の
い
ま
夢
想
す
る
境
涯
」

は
「
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
感
覚
を
基
調
と
し
、
そ
の
倫
理
の

儀
表
を
天
皇
に
置
き
、
我
等
の
生
活
は
自
給
自
足
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
風
の
桃

源
」
で
あ
っ
た
。
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に
お
い
て
具
体
的
に
未
来
が
夢

想
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
く
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
「
冬
の
花
火
」
で
数
枝
の
夢
想
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
の

桃
源
は
潰
え
て
し
ま
う
。『
冬
の
花
火
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
現

在
は
ど
こ
に
向
か
う
と
も
知
れ
な
い
位
置
不
明
の
位
置
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
明
る
さ
が
見
出
さ
れ
る
「
津
軽
通
信
」
は
、
小
説
集
『
冬
の
花
火
』

に
明
る
さ
を
与
え
て
い
る
。
深
刻
な
話
を
深
刻
に
語
ら
な
い
機
能
が
日
常

と
接
続
さ
せ
る
機
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
説
集
『
冬
の
花
火
』
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
も
「
津
軽
通
信
」
は
戦
争
あ
る
い
は
敗
戦
後
と
い
う
「
異

常
な
日
常
」
を
日
常
へ
と
接
続
す
る
敷
居
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）

山
内
祥
史
『
太
宰
治
の
年
譜
』（
平

・

、
大
修
館
書
店
）
に
拠
る
。

24

12

（
２
）
『
太
宰
治
必
携
』（
昭

・
９
、
學
燈
社
）
の
「
太
宰
治
作
品
論
事
典
」

55

に
は
「
津
軽
通
信
」
の
項
目
が
あ
り
、
荻
久
保
泰
幸
に
よ
る
解
説
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
に
出
た
『
太
宰
治
事
典
』（
平
６
・
５
、
學

燈
社
）、『
太
宰
治
作
品
研
究
事
典
』（
平
７
・

、
勉
誠
社
）、『
太
宰

11

治
大
事
典
』（
平

・
１
、
勉
誠
出
版
）
に
作
品
名
「
津
軽
通
信
」
の

17

項
目
は
な
い
。『
太
宰
治
必
携
』
の
「
津
軽
通
信
」
に
は
「『
津
軽
通
信
』

の
解
明
と
『
津
軽
』
の
探
求
と
を
連
動
さ
せ
る
必
要
」
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。『
太
宰
治
作
品
研
究
事
典
』
に
お
け
る
長
野
隆
に
よ
る
「
庭
」
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の
解
説
に
は
、「
津
軽
通
信
」
を
「〈
戦
時
下
〉
に
「
津
軽
」
を
提
出
し

た
作
者
＝
太
宰
が
、
敗
戦
の
〈
国
〉
と
な
っ
た
〈
戦
後
日
本
〉
と
と
も

に
自
身
の
〈
故
郷
〉
で
あ
る
〈
津
軽
〉
の
〈
家
〉
の
〈
中
〉
を
仮
の
ス

ミ
カ
と
し
、
こ
の
世
界
へ
遍
く
向
け
て
発
し
て
い
た
表
現
群
」
す
な
わ

ち
「《
津
軽
も
の
》」
と
位
置
づ
け
る
指
摘
が
あ
る
。

（
３
）

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
ス
イ
ユ
』（
平

・
３
、
水
声
社
）

13

（
４
）

岡
本
卓
治
「『
冬
の
花
火
』『
春
の
枯
葉
』」（『
一
冊
の
講
座

太
宰

治
』
昭

・
３
、
有
精
堂
）

58

（
５
）

津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』
昭

・
５
、
人
文
書
院
）
に
よ
る

53

と
、
津
軽
か
ら
上
京
し
て
見
た
東
京
の
旧
宅
は
、
空
襲
前
と
「
大
し
た

変
わ
り
も
な
い
よ
う
に
見
え
」
た
と
い
う
。「
家
を
喪
う
」
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
必
要
な
要
素
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
「
庭
」
に
は
「
居
候
の
弟
」、「
や
ん
ぬ
る
哉
」
に
は
「
こ
ち
ら
（
津

軽
）
に
来
て
か
ら
」
と
移
動
を
示
し
た
後
「
空
襲
の
話
」
を
所
望
さ
れ

る
「
私
」
が
描
か
れ
、
疎
開
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
親
と
い

ふ
二
字
」
に
は
「
二
度
も
罹
災
し
て
、
た
う
と
う
津
軽
の
兄
の
家
へ
逃

げ
込
ん
で
居
候
と
い
ふ
身
分
」、「
嘘
」
に
は
「
焼
け
出
さ
れ
て
津
軽
の

生
家
の
居
候
に
な
り
」、「
雀
」
に
は
「
こ
の
津
軽
に
来
た
の
は
八
月
」

と
の
書
き
出
し
と
、「
戦
災
と
い
ふ
や
つ
だ
。
念
い
り
に
二
度
だ
」
と

い
う
発
話
が
あ
り
、「
私
」
が
疎
開
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
山

崎
正
純
「
疎
開
す
る
太
宰
治
」（「
言
語
文
化
学
研
究

日
本
語
日
本
文

学
編
」
平

・
３
）、
李
承
俊
「『
津
軽
人
』
太
宰
治
の
疎
開
」（「
跨
境

21

／
日
本
語
文
学
研
究
」
平

・
６
）
は
「
津
軽
通
信
」
を
「
疎
開
者
小

27

説
」・「
疎
開
文
学
」
と
位
置
づ
け
る
。

（
７
）
「
進
ん
で
疎
開
し
よ
う
」（「
毎
日
新
聞
」
昭
和

・
3
・

）

19

21

（
８
）

安
藤
宏
「『
八
月
十
五
日
』
と
疎
開
文
学
」（『
展
望
太
宰
治
』
平

・
21

６
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）
に
は
、
疎
開
作
家
の
言
説
が
、「
疎
開
先
が
郷
里

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
共
通
」
し
て
「
地
方
文
化
の
興
隆
に
賛
意
を
示

し
つ
つ
も
、
自
ら
は
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
く
意
思
が
表
白
さ
れ
」、「
流

浪
の
悲
し
み
へ
と
収
斂
し
て
い
く
構
造
を
持
っ
て
い
る
」
と
、「
津
軽

通
信
」
の
「
私
」
の
造
形
に
通
じ
る
指
摘
が
あ
る
。

（
９
）

紅
野
謙
介
「
難
民
の
記
憶
」（「
国
文
学
」
平

・

）

14

12

（

）

九
里
順
子
「『
庭
』
論
」（『
太
宰
治
研
究
』

、
平

・
６
、
和
泉

10

13

17

書
院
）

（

）

池
嶋
達
矢
「
太
宰
治
『
庭
』
論
」（「
兵
庫
教
育
大
学

近
代
文
学
雑

11

誌
」
平

・
２
）

25

（

）

こ
の
点
に
つ
い
て
李
承
俊
「『
津
軽
人
』
太
宰
治
の
疎
開
」（
前
掲
）

12

は
「
疎
開
を
め
ぐ
る
『
争
い
』
に
関
し
て
、
直
接
『
私
』
は
一
言
の
意

見
も
発
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
『
争
い
』
に
関
し
て
一
方
へ
肩
入
れ
す

る
よ
う
な
描
写
は
見
ら
れ
ず
、
作
中
の
『
私
』
が
『
や
ん
ぬ
る
哉
』
と

呟
い
た
の
が
声
を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
声
に
な
ら
な

い
言
葉
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

述
べ
、
そ
こ
に
「
自
分
た
ち
の
命
を
守
っ
て
く
れ
て
食
糧
を
提
供
し
て

く
れ
た
受
け
入
れ
側
を
批
判
す
る
」
こ
と
を
抑
圧
す
る
「
疎
開
者
」
の

立
場
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
発
話
に
お
い
て
「
私
」
は
「
一
方
へ
肩
入

れ
」
し
て
い
な
い
。
が
、「
私
」
の
反
撥
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
明
示

さ
れ
た
「
私
」
の
反
撥
を
正
当
化
す
る
志
向
が
失
言
に
よ
っ
て
脱
臼
さ

れ
る
力
学
に
注
目
す
る
の
が
本
論
で
あ
る
。

（

）

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
責
任
と
判
断
』（
平

・
２
、
筑
摩
書
房
）

13

19

（

）

白
衣
の
傷
痍
軍
人
に
つ
い
て
は
植
野
真
澄
「『
白
衣
募
金
者
』
と
は

14

誰
か
」（「
待
兼
山
論
叢

日
本
文
学
篇
」
平

・

）
を
参
照
。
帰
宅

17

12

す
る
こ
と
を
妻
子
に
知
ら
せ
て
い
な
い
理
由
を
「
外
国
土
産
で
も
た
く

さ
ん
あ
る
ん
な
ら
い
い
け
ど
、
ど
う
も
ね
え
、
何
も
あ
り
や
し
な
い
ん

だ
」
と
言
っ
て
「
顔
を
そ
む
け
、
窓
外
の
風
景
を
眺
め
る
」
慶
四
郎
君

の
言
動
は
、
募
金
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

（

）

合
田
正
人
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
読
む
』（
平

・
８
、
日
本
放
送
出
版

15

11

協
会
）
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付
記

小
説
集
『
冬
の
花
火
』
収
録
の
作
品
の
引
用
は
『
冬
の
花
火
』（
昭

・
７
、
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
旧
字
は
新
字
に
改

22め
た
。
そ
れ
以
外
の
本
文
は
『
太
宰
治
全
集
』（
平
元
・
6
～
平
4
・

4
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。
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