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「
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
わ
け
の
わ
か
ら
ん
こ
と
が
あ
っ
た
ら
あ
ん
た
は
ど
う
す
る
か
ね
。
頭
の
な
か
で
身
ぶ
り
を
し
て
、
起
こ
っ
た
で

き
ご
と
を
も
う
一
度
や
り
な
お
し
て
は
見
な
い
か
ね
。
あ
れ
が
あ
っ
た
こ
れ
が
あ
っ
た
と
骰
で
な
ぞ
っ
て
見
る
と
、
と
き
ど
き
と
う
に
忘
れ
て
し

ま
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
い
き
さ
つ
を
思
い
出
す
。
つ
ま
り
頭
が
切
り
捨
て
た
こ
と
を
罷
が
思
い
出
し
て
、
お
か
げ
で
思
い
が
け
な
く
で
き
ご
と
全
罷

の
意
味
も
わ
か
っ
て
く
る
」

記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
は
、
二
十
世
紀
戯
曲
史
の
見
逃
し
え
な
い
現
象
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
発
生
源
は
お
そ
ら

く
十
九
世
紀
末
に
あ
る
。
一
例
と
し
て
イ
プ
セ
ン
を
考
え
よ
う
。
劇
的
展
開
の
原
因
が
す
べ
て
過
去
に
内
蔵
さ
れ
、
そ
れ
が
登
場
人

物
た
ち
の
現
在
の
生
き
か
た
と
葛
藤
す
る
中
で
、
決
定
的
な
過
去
が
暴
露
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
現
在
の
態
度
や
行
動
が
決
定
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
は
イ
プ
セ
ン
の
発
明
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
分
析
劇
と
呼
ば
れ
、
確
か
に
構
造
論
的
に
は
ギ
リ

シ
ャ
劇
『
オ
イ
デ
イ
プ
ス
王
j

に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
。
し
か
し
『
オ
イ
デ
イ
プ
ス
王
』
を
は
じ
め
、
イ
プ
セ
ン
以
前
の
分
析
劇
に
は

意
識
の
内
側
か
ら
の
決
定
力
が
欠
け
て
い
た
。
オ
イ
デ
イ
プ
ス
王
は
、
自
分
が
父
を
殺
害
し
、
現
在
妻
と
す
る
女
性
に
よ
っ
て
生
ま

|
—
—
宮
本
研
『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』

か
ら
井
上
ひ
さ
し

記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー

（
山
崎
正
和
「
実
朝
出
帆
j

北
條
義
時
の
台
詞
）

山

下

純

照

『
闇
に
咲
く
花
』

、
|
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れ
た
事
実
を
「
思
い
出
し
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
予
言
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
実
現
を
「
想
起
し
た
」
わ
け
で

は
な
い
。
他
人
の
言
葉
を
通
じ
て
、
真
実
を
「
知
っ
た
」
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
個
人
の
内
面
が
想
起
の
舞
台
と
な
る
モ

ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
分
析
劇
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
過
去
表
象
の
劇
と
し
て
の
伝
統
的
歴
史
劇
（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ

ー
テ
、
シ
ラ
ー
）
に
目
を
転
ず
る
と
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
現
在
の
展
開
だ
け
が
見
ら
れ
、
現
在
と
過
去
と
の
相
剋
が
ア
ク

シ
ョ
ン
の
軸
と
な
る
よ
う
な
事
例
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
登
場
人
物
の
現
在
に
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
過
去
の
瞬
間
が
つ
き
ま
と
っ

て
そ
の
解
決
が
懸
案
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
文
化
的
根
拠
と
し
て
の
過
去
が
否
応
な
い
現
在
の
必
要
と
緊
張
関
係
を
結
び
、
そ
れ

が
原
動
力
に
な
る
よ
う
な
劇
作
法
は
、
や
は
り
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
の
名
に
値
し
よ
う
。

つ
ま
り
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
と
は
、
内
的
な
想
起
が
ア
ク
シ
ョ
ン
の
う
え
で
決
定
的
な
も
の
と
し
て
関
与
し
た
り
、
現
在

と
過
去
と
が
同
等
の
存
在
理
由
を
も
っ
て
葛
藤
を
生
み
出
す
よ
う
な
劇
作
法
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
法
が
誕
生
し
た
原
因

と
し
て
は
、
心
理
学
・
哲
学
・
思
想
的
な
要
因
（
フ
ロ
イ
ト
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ユ
ン
グ
）
や
、
劇
場
機
構
と
メ
デ
ィ
ア
の
革
命
（
電

気
照
明
・
録
音
・
写
真
・
映
画
）
に
よ
る
知
覚
の
変
容
が
絡
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
発
生
理
由
の
詮
索
に
ま

で
は
踏
み
込
ま
な
い
。
ま
た
戯
曲
史
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
世
界
に
単
一
の
戯
曲
史
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
文
化
圏
ー
_
英
語
圏
、
ド
イ
ツ
語
圏
、
そ
し
て
日
本
ー
~
に
お
い
て
は
第
二
次
世
界
大

戦
後
か
な
り
並
行
し
た
、
な
い
し
は
共
通
項
か
ら
な
る
戯
曲
史
の
展
開
が
見
ら
れ
る
事
実
を
念
頭
に
お
く
。
リ
ア
リ
ズ
ム
劇
、
不
条

理
劇
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ド
ラ
マ
、
伝
記
な
い
し
自
伝
劇
は
、
順
序
の
相
異
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
言
語
文
化
圏
に
共

通
し
た
戯
曲
史
の
柱
と
な
っ
て
き
た
。
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
と
い
う
局
面
に
つ
い
て
も
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
英

語
圏
・
ド
イ
ツ
語
圏
に
関
し
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
現
わ
れ
て
い
る
以
上
1

ア
ン
ヌ
・
エ
マ
ー
ト
『
ブ

ラ
イ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ル
の
劇
に
お
け
る
過
去
表
象
二
想
起
と
歴
史
」
、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
モ
ー
キ
ン
『
記
憶
の
演
劇
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
劇
」
、
イ
ン
ゴ
・
ブ
ロ
イ
ア
ー
『
シ
ア
ト
リ
カ
リ
テ
ィ
ー
と
記
憶
ニ
ブ
レ
ヒ
ト
以
来
の
ド
イ
ツ
語
の
歴
史
劇
」
を
挙
げ
て
お
け
ば
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そ
も
そ
も
記
憶
と
い
う
観
点
か
ら
の
作
品
研
究
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
平
川
大
作
氏
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
レ
イ
ン

『
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』
と
井
上
ひ
さ
し
『
父
と
暮
ら
せ
ば
』
に
即
し
て
、
作
品
の
解
釈
概
念
と
し
て
の
記
憶
の
劇
な
い
し
想
起
の
劇

を
提
起
し
て
い
る
。
平
川
氏
に
よ
れ
ば
「
記
憶
の
演
劇
」
と
は
、
想
起
す
る
と
い
う
行
動
を
、
主
題
と
し
て
も
形
式
原
理
と
し
て
も

(
2
)
 

中
心
に
据
え
て
い
る
よ
う
な
劇
を
言
う
。
こ
れ
を
記
憶
の
劇
の
定
義
と
す
る
な
ら
、
本
稿
で
は
い
さ
さ
か
観
点
を
ず
ら
し
て
、
「
現

在
に
お
け
る
過
去
の
記
憶
ま
た
は
想
起
が
、
必
ず
し
も
主
題
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
作
品
構
成
の
最
重
要
の
規

定
要
素
と
し
て
働
い
て
い
る
よ
う
な
作
品
」
と
い
う
考
察
枠
を
採
用
し
よ
う
。
そ
の
際
当
然
な
が
ら
、
記
憶
の
劇
と
記
憶
の
ド
ラ
マ

ト
ウ
ル
ギ
ー
に
よ
る
劇
と
が
、
ど
の
よ
う
に
互
い
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
‘
―
つ
の
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
下
本
稿
は
、
宮
本
研
「
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』
(
-
九
六
五
）
と
井
上
ひ
さ
し
「
闇
に
咲
く
花
』
(
-
九
八
八
）
を
取
り
あ
げ
て
記

憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
の
系
譜
を
例
証
し
、
先
に
述
べ
た
仮
説
を
裏
づ
け
た
い
。
系
譜
と
言
っ
て
も
作
家
ど
う
し
の
影
響
関
係
を

考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
書
か
れ
た
時
期
を
勘
案
し
、
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
に
歴
史
的
な
変

(
3
)
 

遷
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。

(5) 

一
九
六
四
年
執
筆
、
翌
年
俳
優
座
で
初
演
さ
れ
た
こ
の
劇
で
は
、
劇
中
世
界
の
現
在
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

現
在
つ
ま
り
一
九
六
五
年
と
、
二
十
年
前
す
な
わ
ち
一
九
四
五
年
の
過
去
と
の
関
係
性
が
軸
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
に
執
拗
に
つ
き

ま
と
っ
て
離
れ
な
い
過
去
の
克
服
と
い
う
問
題
を
真
正
面
か
ら
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。

(
6
)
 

冒
頭
、
長
崎
原
爆
投
下
の
偵
察
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
が
、
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
、
自
ら
の
犯
罪

で
あ
る
。

(
4
)
 

ト
ラ
ウ
マ
ヘ
の
反
記
憶
|
|
l
『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』

十
分
だ
ろ
う
ー
'
|
日
本
の
戯
曲
史
に
関
し
て
も
多
分
、
同
様
の
観
察
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
仮
説
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祝
筆
と
い
う
老
婆
は
「
典
礼
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
を
骰
現
し
て
い
よ
う
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

は
、
明
ら
か
に
十
字
架
を
意
味
し
、
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
と
は
「
生
き
て
い
る
原
爆
投
下
者
」
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
で
あ
ろ
う
（
「
ス
ト
ン

（
「
ク
リ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）

性
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
幾
度
も
起
こ
し
た
強
盗
事
件
の
、
裁
判
風
景
の
―
つ
が
演
じ
ら
れ
る
ー
ぃ
つ
も
ど
お

り
、
「
英
雄
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
物
へ
の
無
罪
判
決
と
と
も
に
。
そ
れ
以
外
の
舞
台
は
日
本
の
長
崎
で
、
い
ろ
い
ろ
な
形
状

の
墓
石
群
（
中
に
は
西
洋
式
の
も
あ
る
）
を
控
え
た
、
郊
外
の
小
屋
掛
け
の
家
ま
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
家
野
（
よ
の
）
村

は
長
崎
で
は
「
ザ
ビ
エ
ル
村
」
と
も
別
称
さ
れ
た
（

l-八
）
。
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
と
抵
抗
の
象
徴
の
よ
う
な
土
地
で
あ
り
、
天
主

堂
の
東
北
ニ
キ
ロ
に
あ
る
。
ク
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
天
主
堂
は
迫
害
と
の
「
戦
い
の
m
o
n
u
m
e
n
t」
（
同
）
で
あ
る
。
「
爆
弾
、
な
ぜ
そ

こ
に
落
ち
た
」
（
同
）
と
い
う
問
い
が
彼
を
苦
し
め
る
。
墓
地
は
、
よ
み
が
え
る
過
去
の
巧
み
な
舞
台
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
例
え
ば
劇
は
通
常
の
「
幕
場
」
構
成
で
は
な
く
、
「
序
の
段
」
「
喜
の
段
」
「
怒
の
段
」
「
哀
の
段
」
「
楽
の
段
」
と
名
づ
け
ら
れ

た
五
段
か
ら
な
る
が
、
「
喜
の
段
」
で
狂
言
回
し
を
演
じ
る
「
東
京
日
報
長
崎
支
社
」
の
軽
薄
な
記
者
（
商
売
道
具
の
カ
メ
ラ
を
置

き
忘
れ
る
よ
う
な
男
で
あ
る
）
が
、
墓
石
の
影
か
ら
ぬ
っ
と
現
わ
れ
た
人
影
（
刑
事
の
十
善
寺
）
に
驚
か
さ
れ
る
瞬
間
が
ま
ず
、
墓

へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
楽
の
段
」
も
押
し
詰
ま
っ
た
場
面
、
「
地
鳴
り
の
よ
う
な
歌
声
と
と
も
に
、
墓
石
の
あ
ち

こ
ち
か
ら
ボ
ロ
ボ
ロ
の
装
束
を
ま
と
っ
た
か
な
り
の
数
の
人
影
が
現
わ
れ
」
「
あ
の
時
」
（
一
六
四
）
を
坊
彿
と
さ
せ
る
光
景
は
、
演

刺
的
な
蘇
生
へ
の
黙
示
録
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
主
要
人
物
で
あ
る
祝
筆
（
老
婆
）
、
祝
六
平
太
（
そ
の
息
子
）
、
祝
和
平
（
六
平

太
の
息
子
）
、
祝
あ
ぐ
り
（
和
平
と
同
年
輩
の
養
女
）
の
四
人
が
居
住
す
る
小
屋
の
外
壁
は
、
戦
時
中
の
様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
た

看
板
類
ー
|
_
「
要
塞
司
令
部
御
用
達
]
と
い
っ
た
類
の
1

の
破
片
を
寄
せ
集
め
て
で
き
て
い
る
。
残
骸
の
集
積
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劇
の
空
間
設
定
（
墓
地
、
土
地
柄
、
家
屋
）
が
ま
さ
に
過
去
の
記
憶
へ
の
参
照
指
示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
物
の

設
定
も
ま
た
様
々
な
歴
史
的
・
文
化
的
記
憶
を
喚
起
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
祝
の
家
は
「
水
方
」
す
な
わ
ち
「
洗
礼
を
さ
ず

け
て
さ
ら
く
役
目
の
家
」
（
二
ニ
三
）
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
今
は
「
阿
弥
陀
さ
ん
」
に
宗
旨
替
え
し
て
い
る
の
だ
が
）
。
と
す
れ
ば
、
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づ
け
た
。

ク
リ
ス
と
双
対
を
な
す
も
う
一
人
の
人
間
が
祝
六
平
太
で
あ
る
。
空
爆
の
監
視
硝
だ
っ
た
彼
は
、
太
陽
の
方
角
か
ら
飛
行
し
て
き

た
爆
撃
機
を
双
眼
鏡
で
探
し
求
め
、
敵
機
を
捉
え
る
べ
き
瞬
間
に
失
明
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
長
崎
原
爆
投
下
は
自
分
の
責
任

と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
「
二
十
年
間
、
わ
た
し
ゃ
、
な
あ
ん
も
せ
ん
で
一
心
に
こ
ら
え
て
来
た
と
で
す
」
(
-
五
五
）
。
だ
が
六
平
太

の
抱
え
る
本
当
の
問
題
は
、
「
爆
竹
の
鳴
り
よ
り
ま
し
た
け
ん
、
フ
ト
ン
ば
か
ぶ
っ
て
寝
と
り
ま
し
た
」
(
-
三
五
）
と
い
う
よ
う
な

身
罷
に
刻
み
込
ま
れ
た
恐
怖
感
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
毎
年
、
十
五
日
に
な
っ
て
陛
下
の
放
送
ば
聞
く
と
、
わ
た
し

が
シ
ャ
ン
と
す
る
と
で
す
…
陛
下
が
い
い
な
は
り
ま
す
。
わ
た
し
が
い
う
た
と
お
り
ち
ゃ
ん
と
こ
ら
え
と
る
か
い
、
祝
六
平
太
」

「
ラ
ジ
オ
の
話
は
空
言
じ
ゃ
な
か
で
す
。
…
陛
下
は
た
し
か
に
い
い
な
は
っ
た
と
で
す
。
こ
ら
え
る
だ
け
こ
ら
え
ろ
、
そ
し
た
ら
世

界
が
平
和
に
な
る
」
(
-
五
六
）
と
主
張
す
る
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
だ
。
昭
和
天
皇
が
戦
後
、
毎
年
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
行

な
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
終
戦
宣
言
の
、
あ
る
年
齢
以
上
の
日
本
人
な
ら
誰
も
が
知
る
あ
の
放
送
に
含
ま
れ
た
天
皇
の
言
葉

を
、
六
平
太
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
の
よ
う
に
想
起
し
続
け
る
以
外
に
耐
え
る
術
が
な
か
っ
た
。
一
人
の
人
間
で
あ
る
天
皇
の

声
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
力
で
全
国
津
々
浦
々
、
国
民
の
耳
の
底
に
達
し
、
記
憶
さ
れ
て
六
平
太
の
よ
う
な
人
物
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
つ

る。 さ
ん
」
と
も
呼
び
か
け
ら
れ
る
(
-
―
二
他
）
）
。
刑
事
の
十
禅
寺
は
、
二
十
年
前
の
真
夏
、
終
戦
の
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
に
ア
メ
リ
カ

人
捕
虜
数
十
人
を
殺
害
し
た
事
件
（
実
際
に
あ
っ
た
事
件
を
下
敷
に
し
て
い
る
）
の
当
事
者
で
、
戦
犯
だ
っ
た
が
釈
放
さ
れ
（
ま

た
）
公
権
力
に
仕
え
て
い
る
。
し
か
し
今
回
、
日
本
に
密
入
国
し
た
う
え
原
爆
資
料
館
か
ら
マ
リ
ア
像
の
首
を
盗
み
出
し
た
ク
リ
ス

を
逮
捕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
十
禅
寺
が
、
「
わ
し
は
も
う
、
や
め
た
ん
じ
ゃ
か
ら
」
(
-
六
二
）
と
言
う
の
は
、
過
去
に
対

(
7
)
 

す
る
彼
自
身
の
向
い
か
た
に
変
化
が
生
じ
た
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。
十
禅
寺
は
名
前
の
字
面
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
相
手
国
の
人

命
を
奪
っ
た
戦
士
た
ち
、
「
戦
犯
」
と
「
英
雄
」
、
刑
事
と
犯
罪
者
と
い
っ
た
面
か
ら
も
ク
リ
ス
と
合
わ
せ
鏡
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
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個
人
の
病
理
は
、
一
回
的
な
事
件
に
よ
っ
て
偶
発
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ト
ラ
ウ
マ
に
転
換
し
て
し
ま
う
背
景
に
は
、
同
時

(
8
)
 

代
を
生
き
る
集
団
の
記
憶
、
モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
い
う
と
こ
ろ
の
集
合
的
記
憶
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
関
与
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
洞
察
は
、
ク
リ
ス
の
人
物
像
に
も
作
用
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
は
実
は
、
終
戦
直
後
に
長
崎
へ
や
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
フ
ラ
ン
シ
ス
11
踏
絵
と
い
う
名
の
女
性
と
関
係
が
あ
り
、
生
ま
れ
た
娘
が
ど
う
や
ら
あ
ぐ
り
な
の
で
あ
る
。
今
回
の
来
日

の
目
的
は
、
「
日
本
の
人
か
ら
罰
う
け
た
い
。
罰
欲
し
い
」
(
-
四
二
）
と
い
う
理
由
の
他
に
、
娘
に
会
い
た
い
と
い
う
感
情
も
働
い

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ク
リ
ス
は
不
用
意
に
、
祝
筆
に
向
か
っ
て
「
日
本
の
人
、
み
ん
な
や
さ
し
い
」
「
わ
た
し
を
責
め
な
い
。
何
も

言
わ
な
い
。
何
も
言
わ
ず
に
、
わ
た
し
を
許
し
て
い
る
」
(
-
四
二
）
と
独
善
的
な
性
根
を
露
呈
し
て
籠
を
激
怒
さ
せ
る
。
鉦
は
核

心
を
つ
く
批
判
を
展
開
す
る
。
「
だ
あ
れ
も
何
に
も
い
わ
ん
と
は
、
人
が
あ
あ
た
を
許
し
と
る
か
ら
じ
ゃ
な
か
」
「
強
盗
ち
ゅ
う
は
よ

か
考
え
じ
ゃ
っ
た
」
「
ば
っ
て
ん
、
よ
か
っ
た
と
は
一
回
目
だ
け
た
い
」
「
八
回
目
は
も
う
癖
た
い
」
「
…
あ
あ
た
は
、
さ
ま
よ
う
と

る
た
い
。
す
る
こ
と
の
の
う
な
っ
て
、
行
く
と
こ
ろ
の
の
う
な
っ
て
、
こ
の
長
崎
に
ま
で
さ
ま
よ
う
て
来
た
と
た
い
。
幽
霊
た
い
」

（
一
四
ニ
ー
一
四
一
―
-
）
。
こ
の
後
、
祝
筆
の
魔
術
的
な
力
に
よ
る
か
の
よ
う
に
、
ク
リ
ス
は
夢
幻
の
世
界
に
迷
い
込
む
。
超
現
実
的

場
面
の
中
で
、
筆
は
あ
ぐ
り
の
姿
を
呼
び
出
し
、
ク
リ
ス
が
彼
女
を
抱
き
し
め
る
と
、
あ
ぐ
り
は
実
の
娘
と
い
う
よ
り
は
盪
惑
的
に

笑
う
誘
惑
者
へ
と
変
じ
て
い
く
。
そ
の
後
、
売
春
婦
た
ち
ゃ
、
ク
リ
ス
の
ア
メ
リ
カ
に
い
る
妻
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
、
そ

し
て
あ
ぐ
り
の
姿
が
か
わ
る
が
わ
る
現
わ
れ
て
彼
を
翻
弄
す
る
。
そ
の
中
で
フ
ラ
ン
シ
ス
の
裸
身
に
被
爆
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
衝
撃

の
シ
ー
ン
が
回
顧
さ
れ
る
。
と
、
そ
の
と
き
能
の
鼓
が
鳴
り
響
き
、
謡
曲
「
安
達
原
』
が
謡
わ
れ
て
、
あ
ぐ
り
が
般
若
の
面
を
つ
け

て
ク
リ
ス
を
驚
か
せ
る
、
と
い
っ
た
趣
向
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
夢
」
か
ら
醒
め
る
と
、
元
の
墓
地
で
あ
る
(
-
四
三

＼
一
四
八
）
。

ク
リ
ス
は
明
ら
か
に
、
無
意
識
の
性
的
抑
圧
を
も
つ
人
物
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
自
分
の
犯
罪
性
を
承
認
さ
せ

る
た
め
の
強
盗
行
為
が
無
効
だ
と
わ
か
っ
た
後
、
ク
リ
ス
が
常
習
犯
へ
と
堕
落
し
て
い
き
、
日
本
に
ま
で
来
て
強
盗
を
犯
す
（
「
本
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物
の
」
聖
母
マ
リ
ア
の
首
を
資
料
館
か
ら
盗
み
出
し
た
）
背
景
に
は
、
罪
を
演
じ
、
そ
の
確
認
を
え
る
こ
と
で
最
終
的
に
は
赦
し
を

欲
す
る
歪
ん
だ
精
神
構
造
が
あ
っ
た
。
こ
の
根
源
に
あ
る
の
は
甘
え
で
あ
り
、
ク
リ
ス
が
属
す
る
文
化
の
中
で
は
1

彼
の
宗
派

は
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
聖
母
信
仰
の
伝
統
を
連
想
す
る
の
は
無
理
で
は
な
い
ー
こ
の
甘
え
が
女
性
的
な
も
の
へ
の
思
慕
と

結
合
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
罪
過
の
確
認
を
あ
く
ま
で
自
国
政
府
や
元
敵
国
の
「
日
本
人
」
に
期
待
し
て
い
る
点
を
見
れ
ば
、
六

平
太
の
ト
ラ
ウ
マ
と
同
じ
よ
う
に
、
ク
リ
ス
の
「
甘
え
」
の
構
造
も
、
や
は
り
同
時
代
の
国
家
主
義
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

ク
リ
ス
に
し
て
も
六
平
太
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
か
た
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
真
面
目
な
、
真
実
追
求
者
で
あ
る
と
い
う

見
か
た
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
真
実
に
囚
わ
れ
て
い
る
者
は
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
。
六
平
太
の
息
子
和
平
は
、
ド
ッ
ク
の
労
働

者
だ
が
失
業
す
る
。
彼
に
も
幼
少
期
の
悲
惨
な
記
憶
が
あ
っ
た
。
母
の
和
世
は
被
爆
死
し
て
お
り
、
少
年
期
の
友
が
ケ
ロ
イ
ド
の
せ

い
で
い
じ
め
を
受
け
綸
死
し
て
い
る
（
―
二
五
）
。
今
、
彼
は
母
の
墓
を
あ
ば
き
、
骨
を
売
ろ
う
と
す
る
。
父
の
六
平
太
に
よ
れ

ば
、
「
こ
や
つ
は
、
い
う
と
で
す
。
母
親
の
墓
ば
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
母
親
の
骨
ば
人
に
売
る
て
い
う
と
で
す
。
ド
ン
に
や
ら
れ

た
正
真
正
銘
の
本
物
は
、
母
親
の
骨
し
か
な
か
」
「
だ
け
ん
、
お
れ
の
も
ん
た
い
。
だ
け
ん
、
お
れ
が
売
る
。
そ
げ
ん
い
う
と
で
す

よ
」
(
-
四
九
）
。
和
平
は
、
六
平
太
の
「
こ
ら
え
る
」
行
為
を
批
判
す
る
(
-
五
八
）
。
そ
の
一
方
で
、
彼
自
身
が
母
親
の
骨
の

「
正
真
正
銘
の
本
物
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
祖
母
の
筆
が
平
和
公
園
で
、
焼
け
た
カ
ワ
ラ
ケ
を
原
爆
遺
物
と
称
し
、
売

っ
て
生
計
を
立
て
て
来
た
の
が
、
警
察
に
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
和
平
に
よ
れ
ば
「
平
和
に
な
っ
た
か
ら
で
す
た
い
。

原
爆
ば
思
い
出
さ
せ
る
物
の
邪
魔
に
な
っ
て
来
た
か
ら
で
す
た
い
」
(
-
五
七
）
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
母
の
骨
を
売
る
と
い
う
の

は
真
正
の
記
憶
へ
の
訴
え
で
あ
り
、
彼
な
り
の
抗
議
行
動
な
の
だ
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
真
実
追
究
者
た
ち
と
対
極
を
な
す
よ
う
に
、
自
分
が
売
っ
て
い
る
ビ
ン
や
カ
ワ
ラ
ケ
の
ま
が
い
物
性
を
活
と
し

て
恥
じ
な
い
の
が
祝
筆
で
あ
る
。
彼
女
自
身
が
白
血
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
隠
し
た
ま
ま
、

彼
女
の
抗
議
は
、
ア
メ
リ
カ
人
訪
問
者
た
ち
に
ニ
セ
物
の
原
爆
遺
物
を
売
り
つ
け
て
暮
ら
し
を
立
て
る
と
い
う
ー
ミ
シ
ェ
ル
・
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劇
は
終
わ
る
。

フ
ー
コ
ー
な
ら
反
記
憶
と
い
う
言
葉
を
使
う
に
違
い
な
い
1

形
で
行
な
わ
れ
る
。
十
禅
寺
は
こ
れ
に
対
し
て
幾
度
も
警
告
し
、

結
局
逮
捕
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
筆
の
「
ニ
セ
物
の
ど
こ
が
悪
か
と
で
し
ょ
う
」
（
―
二
九
）
と
い
う
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。

箪
は
「
墓
地
の
な
か
の
、
み
ん
な
を
見
お
ろ
す
場
所
に
立
っ
て
」
（
卜
書
き
、
一
六
四
）
ク
リ
ス
と
六
平
太
の
こ
と
を
「
二
人
と

も
、
ち
っ
と
ば
か
り
足
ら
ん
と
こ
ろ
の
あ
り
ま
し
て
…
」
（
一
六
四
）
と
述
べ
、
「
満
足
じ
ゃ
な
か
こ
ど
も
ほ
ど
親
は
…
」
（
同
）
の

フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
か
え
し
な
が
ら
姿
を
消
す
。
と
、
ま
も
な
く
ち
ょ
う
ど
お
盆
で
、
精
霊
船
の
祭
ば
や
し
が
聞
こ
え
て
く
る
中
、
筆

の
死
が
告
げ
ら
れ
る
。

墓
地
の
中
か
ら
、
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
に
囚
わ
れ
続
け
る
男
た
ち
に
話
し
か
け
、
「
足
り
ん
と
こ
ろ
の
あ
る
」
「
満
足
じ
ゃ
な
か
こ
ど

も
」
と
呼
ぶ
筆
の
人
物
像
は
、
祭
の
中
で
祖
霊
と
い
う
集
合
的
記
憶
に
溶
け
こ
ん
で
行
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
の
諷
刺
的
な
言

葉
は
、
ど
こ
か
し
ら
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
た
一
面
と
あ
い
ま
っ
て
、
決
し
て
鋭
い
メ
ス
と
し
て
突
き
刺
さ
っ
て
は
来
な
い
。
結
局
、

自
分
た
ち
の
ト
ラ
ウ
マ
の
出
ど
こ
ろ
に
男
た
ち
が
気
が
つ
い
た
と
き
、
筆
は
包
容
す
る
霊
と
し
て
彼
ら
を
赦
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
〈
楽
の
段
〉
の
結
末
、
あ
ぐ
り
が
身
ご
も
っ
て
い
る
と
わ
か
り
、
和
平
は
「
子
供
の
出
て
く
る
と
た
い
・
・
・
お
れ
の
」
（
一
六
五
）

と
言
っ
て
、
「
元
気
の
よ
い
お
ハ
ヤ
シ
に
乗
り
、
祭
り
装
束
の
群
に
」
（
卜
書
き
、
同
）
身
を
投
じ
る
。
「
若
者
た
ち
に
か
つ
が
れ
た

精
霊
船
が
波
に
大
き
く
ゆ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
へ
さ
き
に
朱
で
書
か
れ
た
家
名
〈
祝
〉
と
い
う
、
赤
い
大
き
な
文
字

が
、
空
に
舞
い
ま
す
」
（
卜
書
き
、
一
六
六
）
。
こ
う
し
て
祝
筆
の
人
物
像
へ
と
形
像
化
さ
れ
た
シ
ア
ト
リ
カ
リ
テ
ィ
ー
と
と
も
に
、

『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』
と
い
う
劇
で
は
、
記
憶
の
真
正
性
と
あ
え
て
捏
造
し
た
反
記
憶
、
個
人
の
ト
ラ
ウ
マ
と
集
合
的
抑
圧
、
東

京
か
ら
押
し
寄
せ
る
忘
却
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
土
地
の
霊
、
ア
メ
リ
カ
と
の
赦
し
合
い
、
と
い
っ
た
様
々
な
主
題
が
複
雑
に
絡
ま
り
合

っ
て
い
る
。
構
造
上
、
複
合
的
な
分
析
劇
と
も
い
う
べ
き
相
互
暴
露
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
も
、
真
実
の
解
明
そ
の
も
の
が
決
定
的

な
結
末
を
用
意
す
る
こ
と
は
な
い
。
夢
幻
能
の
趣
向
を
引
用
し
た
モ
ダ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
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『
闇
に
咲
く
花
」
は
、
一
九
八
七
年
に
こ
ま
つ
座
で
初
演
、
翌
年
刊
行
さ
れ
た
。
設
定
は
昭
和
二
十
二
年
の
五
月
か
ら
八
月
十
五

日
ま
で
、
創
作
時
点
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
十
年
前
の
数
ヶ
月
間
が
扱
わ
れ
る
。
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
』
の
よ
う
に
場
面
に
よ
っ
て
現

在
と
過
去
の
往
還
が
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
「
ガ
ラ
ス
の
動
物
園
」
の
よ
う
に
語
り
手
が
劇
の
す
べ
て
を
あ
ら
か
じ
め
回

想
と
し
て
提
示
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
舞
台
の
時
間
進
行
は
、
あ
く
ま
で
暦
の
う
え
の
時
間
に
沿
っ
た
劇
中
の
「
現
在
」
で
あ
っ

て
、
そ
の
時
間
が
後
戻
り
し
た
り
、
異
質
な
外
枠
の
時
間
に
囲
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
」
の

よ
う
に
超
現
実
的
な
夢
幻
場
面
を
用
い
て
、
深
層
の
記
憶
を
暴
き
出
す
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
こ
れ
が
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー

に
よ
る
劇
と
言
え
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
記
憶
の
劇
と
い
う
概
念
を
経
由
し
て
、
そ
の
後
で
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ

ー
と
の
関
係
を
論
じ
た
い
。
ま
ず
、
登
場
人
物
の
行
動
と
し
て
の
想
起
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
時
に
記
憶
な
い
し
想
起
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
。

『
闇
に
咲
く
花
』
は
、
「
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
」
と
は
対
照
的
に
、
東
京
の
庶
民
的
な
一
角
に
あ
る
愛
敬
稲
荷
神
社
を
場
所
と
す
る
。

も
っ
と
も
、
空
爆
で
本
殿
と
拝
殿
は
焼
け
、
神
楽
堂
だ
け
が
残
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
二
幕
六
場
の
ほ
と
ん
ど
古
典
的
な
構
造
を

も
つ
こ
の
作
品
は
、
「
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』
と
は
（
そ
し
て
ま
た
『
道
元
の
冒
険
」
(
-
九
七
一
年
）
「
天
保
十
二
年
の
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
』
(
-
九
七
三
年
）
な
ど
、
二
重
の
劇
構
造
や
ふ
ん
だ
ん
な
引
用
戦
略
に
支
え
ら
れ
た
井
上
ひ
さ
し
自
身
の
以
前
の
諸
作
と

(10) 

仮
託
さ
れ
た
同
時
代
劇
ー
『
闇
に
咲
く
花
愛
敬
稲
荷
神
社
物
語
」

ル
ギ
ー
は
そ
れ
を
目
測
す
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
だ
ろ
う
。

(
9
)
 

全
憧
と
し
て
は
、
情
緒
的
な
観
念
劇

i

作
者
み
ず
か
ら
引
用
す
る
千
田
是
也
の
評
言
に
よ
れ
ば
「
叙
情
詩
的
演
劇
」
ー
に
ま

と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
過
去
の
痛
み
を
鋭
く
把
持
し
た
ま
ま
、
未
来
の
明
る
さ
を
夢
見
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
「
ザ
・

パ
イ
ロ
ッ
ト
』
は
書
か
れ
た
。
こ
こ
に
あ
っ
た
楽
観
が
そ
の
後
の
戦
後
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
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も
）
異
な
っ
て
、
明
快
な
イ
プ
セ
ン
風
分
析
劇
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

ま
り
に
曲
を
奏
で
さ
せ
る
趣
向
が
、
い
わ
ば
音
楽
的
な
額
縁
と
な
っ
て
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
思
わ
せ
る
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
風
の
色
彩
を

与
え
て
い
る
ー
'
|
こ
の
ギ
タ
ー
弾
き
は
劇
の
最
後
に
重
要
な
脇
役
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
が
。
劇
行
動
は
、
絡
ま
り
合
う
二
つ
の

筋
が
一
っ
の
主
題
に
収
束
し
て
い
く
形
式
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
の
中
で
重
要
な
暴
露
が
行
な
わ
れ
る
。

主
た
る
筋
は
、
神
社
の
跡
取
り
息
子
で
、
グ
ア
ム
島
に
出
征
、
帰
還
船
が
沈
没
し
て
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
牛
木
健
太
郎
の
、

思
い
が
け
な
い
生
還
か
ら
始
ま
る
（
五
五
）
。
わ
け
を
聞
く
と
、
ア
メ
リ
カ
船
に
救
助
さ
れ
た
が
、
頭
の
怪
我
で
全
健
忘
症
す
な
わ

ち
記
憶
喪
失
に
陥
っ
て
い
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
野
球
選
手
で
名
投
手
だ
っ
た
健
太
郎
は
、

収
容
所
で
許
可
さ
れ
て
所
員
ら
と
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
た
と
き
頭
部
に
死
球
を
受
け
、
記
憶
喪
失
が
治
っ
て
し
ま
う
。
思
い
出
し
た
の

は
故
郷
の
神
社
、
そ
し
て
野
球
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
と
う
さ
ん
の
祝
詞
を
奉
読
す
る
声
。
ひ
ょ
っ
と
こ
の
面
。
神
鈴
の
音
。
祭
り
の

夜
の
境
内
の
ア
セ
チ
レ
ン
燈
の
匂
い
。
朝
、
あ
た
り
に
立
ち
こ
め
る
杉
の
匂
い
。
拝
殿
の
階
段
で
チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ
を
し
て
い
る

男
の
子
の
ま
じ
め
く
さ
っ
た
顔
」
「
神
田
中
学
の
ナ
イ
ン
。
バ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
ぽ
く
を
脱
み
つ
け
て
い
る
川
上
哲
治
の
目
…
」

（
五
八
ー
五
九
）
。
「
う
れ
し
さ
、
な
つ
か
し
さ
、
く
つ
ろ
ぎ
、
お
だ
や
か
さ

．．． 
」
（
六
0
)
。

主
人
公
の
心
の
原
風
景
へ
の
里
婦
り
は
、
し
か
し
間
も
な
く
再
び
引
き
裂
か
れ
て
い
く
。

G
H
Q法
務
局
主
任
扉
員
を
名
乗
る
諏

訪
三
郎
が
現
わ
れ
、
健
太
郎
が
グ
ア
ム
に
い
た
と
き
投
球
練
習
（
と
い
う
か
正
確
に
は
仮
想
試
合
）
の
相
手
の
島
民
に
思
わ
ず
剛
速

球
を
投
じ
て
し
ま
い
怪
我
を
負
わ
せ
た
の
が
理
由
で
、
彼
に

C
級
戦
犯
の
嫌
疑
が
か
か
っ
て
お
り
グ
ア
ム
に
送
還
す
る
と
言
う
。
行

け
ば
処
刑
さ
れ
る
。
衝
撃
か
ら
、
健
太
郎
の
記
憶
喪
失
が
再
発
し
て
し
ま
い
、
言
葉
づ
か
い
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う

（
こ
の
部
分
は
台
詞
が
カ
タ
カ
ナ
書
き
さ
れ
る
）
。
諏
訪
は
様
子
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
周
囲
の
者
た
ち
は
、
神
田
中
学
の
野
球
仲

間
で
今
は
神
経
科
医
の
稲
垣
を
筆
頭
に
、
健
太
郎
の
記
憶
を
取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
試
み
る
。
稲
垣
が
、
か
つ
て
の
神
田
中

学
ナ
イ
ン
一
人
一
人
の
名
を
呼
ぶ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
健
太
郎
は
次
々
と
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
か

一
人
の
ギ
タ
ー
弾
き
を
舞
台
に
常
在
さ
せ
、
各
場
の
始
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ぶ
せ
て
、
稲
垣
は
一
人
一
人
の
戦
死
の
状
況
を
伝
え
て
い
く
。
こ
の
、
登
場
人
物
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
観
客
に
ま
で
突
き
刺
さ
る
一

連
の
矢
の
よ
う
な
想
起
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
、
健
太
郎
は
記
憶
を
回
復
し
て
い
く
の
で
あ
る
(
-
三
九
ー
一
四
五
）
。

そ
れ
と
と
も
に
、
記
憶
回
復
と
い
う
主
題
は
彼
個
人
の
問
題
か
ら
環
境
と
し
て
の
時
代
・
社
会
全
橿
へ
と
照
射
さ
れ
て
い
く
。
ま

ず
、
孤
児
と
し
て
拾
わ
れ
て
育
っ
た
自
分
の
生
い
立
ち
が
思
い
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
健
太
郎
は
、
日
本
社
会
の
中
で
誰
か
に
産
み
落

と
さ
れ
、
た
ま
た
ま
愛
敬
神
社
に
拾
わ
れ
て
育
っ
た
エ
ヴ
リ
マ
ン
的
人
物
像
と
理
解
し
て
よ
い
。
次
い
で
記
憶
が
す
っ
か
り
回
復
し

た
瞬
間
、
普
通
の
言
葉
づ
か
い
に
戻
っ
た
健
太
郎
は
、
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
戦
争
前
の
愛
敬
神
社
を
想
起
す
る
の
み
な
ら
ず
、

神
社
が
戦
争
中
に
致
命
的
に
変
質
し
て
い
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
。
父
親
で
あ
る
宮
司
・
牛
木
公
麿
は
、
わ
ず
か
五
年
前
の
戦
争
協

力
も
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
振
る
舞
う
。
神
田
の
空
襲
の
と
き
神
社
の
境
内
で
焼
死
罷
が
火
葬
に
さ
れ
た
、
と
聞
か
さ
れ
た
健
太
郎
は

言
う
。
「
こ
こ
で
何
人
火
葬
に
さ
れ
た
ん
で
す
？
」
「
そ
の
記
憶
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
数
を
父
さ
ん
の
忘
れ
っ
ぽ
い
頭
に

し
つ
か
り
刻
み
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ら
の
人
た
ち
に
詫
び
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
し
な
い
う
ち
は
神
社
の
関
係
者
は
み
ん
な
全
健

忘
症
で
す
。
病
院
に
入
っ
た
方
が
い
い
。
父
さ
ん
、
つ
い
こ
の
あ
い
だ
お
こ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
だ
め
だ
、
忘
れ
た
ふ
り
を
し
ち

ゃ
な
お
い
け
な
い
。
過
去
の
失
敗
を
記
憶
し
て
い
な
い
人
間
の
未
来
は
暗
い
よ
」
(
-
四
九
）
。

こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
健
太
郎
を
グ
ア
ム
に
送
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
諏
訪
は
地
元
の
お
巡
り
を
使
っ
て
、
健
太
郎
の
回
復
の
様
子

を
G
H
Q自
慢
の
録
音
機
と
隠
し
マ
イ
ク
で
記
録
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
を
再
現
し
て
聞
か
せ
る
。
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
健
太
郎
の
渾

身
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
再
び
響
く
皮
肉
な
「
劇
場
の
機
知
」
の
後
、
ま
も
な
く
彼
は
裁
判
に
か
か
る
た
め
に
去
っ
て
い
く
。
一
月
後
、

八
月
十
五
日
、
諏
訪
が
ま
た
や
っ
て
来
る
。
「
考
え
る
こ
と
が
日
ま
し
に
多
く
な
り
、
大
き
く
な
り
、
苦
く
な
り
、
つ
と
め
を
や
め

ま
し
た
。
田
舎
へ
帰
り
ま
す
」
（
一
七
五
）
。
そ
し
て
、
健
太
郎
が
最
後
ま
で
握
り
し
め
て
い
た
と
い
う
遺
品
の
ボ
ー
ル
を
残
し
て
去
る
。

こ
う
し
た
重
い
主
題
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
か
の
よ
う
に
、
「
闇
に
咲
く
花
』
で
は
、
も
う
―
つ
の
筋
が
終
始
展
開
し
て
、
現
実
を

生
き
抜
く
庶
民
の
た
く
ま
し
さ
が
笑
い
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
宮
司
の
牛
木
公
麿
は
、
近
所
の
女
性
た
ち
を
雇
っ
て
玩
具
の
面
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作
り
の
I

お
か
め
、
ひ
ょ
っ
と
こ
、
天
狗
に
般
若
、
野
球
選
手
な
ど
の
面
ー
~
工
房
を
経
営
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
食

べ
て
行
か
れ
ず
、
闇
商
売
に
精
を
出
し
て
い
る
の
だ
。
地
域
担
当
の
巡
査
も
そ
の
当
た
り
は
心
得
た
も
の
で
、
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か

っ
た
り
す
る
。
こ
の
巡
査
は
、
あ
の
諏
訪
に
使
わ
れ
も
す
る
一
方
で
、
捨
て
子
と
見
る
と
拾
っ
て
き
て
育
て
て
し
ま
う
お
人
好
し
で

あ
り
（
拾
わ
れ
た
中
に
は
混
血
児
も
い
る
）
、
結
局
警
察
を
辞
め
て
、
健
太
郎
亡
き
愛
敬
神
社
の
副
宮
司
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

副
筋
は
笑
い
と
ユ
ー
モ
ア
の
喜
劇
的
救
済
で
は
あ
る
が
、
最
後
に
は
戦
争
の
記
憶
と
い
う
主
題
に
流
れ
込
ん
で
い
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
場
毎
に
冒
頭
で
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
い
た
加
藤
さ
ん
と
い
う
素
性
不
明
の
人
物
は
、
ど
う
や
ら
元
「
銀
座
ラ
ッ
キ
ー
ダ
ン
ス
ホ

ー
ル
」
の
ギ
タ
ー
弾
き
だ
っ
た
が
、
事
件
を
起
こ
し
て
ブ
タ
箱
入
り
し
て
い
た
。
「
い
か
に
も
元
高
級
軍
人
と
い
っ
た
感
じ
の
闇
屋

が
ダ
ン
サ
ー
集
め
て
札
び
ら
を
切
っ
た
り
し
て
い
る
と
す
る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、
こ
の
ギ
タ
ー
弾
き
が
い
き
な
り
フ
ロ
ア
ヘ
お
ど

り
込
ん
で
殴
り
か
か
る
わ
け
で
す
」
（
一
七
一
）
。
加
藤
さ
ん
は
二
千
四
百
人
が
ほ
ぼ
全
滅
し
た
南
方
戦
線
の
わ
ず
か
な
生
き
残
り
の

一
人
だ
っ
た
の
だ
。
「
兵
卒
は
ほ
と
ん
ど
全
滅
し
た
の
に
六
九
名
の
連
隊
将
校
は
あ
ら
か
た
無
傷
。
そ
れ
ば
か
り
か
戦
後
は
闇
屋
の

親
方
に
な
っ
た
り
、
中
に
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
部
に
雇
わ
れ
た
り
す
る
者
ま
で
い
る
」
(
-
七
二
）
。
加
藤
さ
ん
は
「
亡
く
な
っ

た
戦
友
、
迷
惑
を
か
け
た
現
地
民
、
そ
れ
か
ら
亡
く
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
兵
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
た
め
に
、
ど
こ
か
の
森
の
中
で
九

千
九
百
九
十
九
曲
、
ギ
タ
ー
を
弾
く
ん
だ
」
（
一
七
三
）
と
言
い
残
し
て
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
を
去
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
風
の
爽
や

か
さ
を
醸
し
出
す
ギ
タ
ー
の
音
色
と
、
食
べ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
闇
商
売
の
苦
労
を
お
か
し
く
描
く
喜
劇
的
な
筆
致
は
、
そ
の
明

る
い
表
情
の
裏
側
に
、
一
部
の
日
本
人
に
対
す
る
名
状
し
が
た
い
感
情
を
秘
め
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
『
闇
に
咲
く

•.••.••• 

花
』
で
は
、
そ
の
感
情
を
い
わ
ば
愛
敬
の
な
い
剛
速
球
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
し
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
べ
く
、
も
う
―
つ
の
「
劇
場
の

機
知
」
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
神
田
明
神
、
靖
国
神
社
と
い
っ
た
、
周
囲
の
大
神
社
の
「
平
和
の
太
鼓
」
が
や
か
ま
し
く
鳴

り
響
く
中
、
加
藤
さ
ん
の
ギ
タ
ー
は
そ
れ
と
競
い
合
う
よ
う
に
、
「
ほ
ん
と
う
に
平
和
で
、
や
さ
し
く
、
明
る
＜
て
浄
ら
か
な
曲
」

（
卜
書
き
、
一
七
六
）
を
奏
で
る
。
や
が
て
「
太
鼓
の
音
が
ぐ
ん
ぐ
ん
遠
ざ
か
り
、
ギ
タ
ー
の
音
だ
け
が
残
る
」
（
同
）
。
仮
面
工
房
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に
神
楽
堂
と
い
う
設
定
と
あ
わ
せ
て
見
れ
ば
、
ま
る
で
す
べ
て
は
、
お
稲
荷
さ
ん
の
仮
面
劇
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
終
わ
り
か
た
で

以
上
の
描
写
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
闇
に
咲
く
花
」
は
典
型
的
な
記
憶
の
劇
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
本
稿
の
意
味
で
記
憶

の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
時
代
設
定
は
あ
く
ま
で
過
去
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
去

じ
た
い
が
重
層
化
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
二
年
、
戦
争
中
、
さ
ら
に
は
戦
争
前
と
い
う
、
三
つ
の
時
間
層
が
人
物
た
ち
の
中
に
織

り
込
ま
れ
て
い
て
‘
―
つ
が
他
方
を
喚
起
し
た
り
、
互
い
に
対
立
し
て
、
重
層
的
時
間
の
相
互
葛
藤
が
ア
ク
シ
ョ
ン
の
軸
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
『
闇
に
咲
く
花
」
も
、
や
は
り
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で

そ
の
う
え
で
さ
ら
に
課
題
に
な
る
の
は
、
『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
」
と
の
比
較
で
あ
ろ
う
。
た
だ
ち
に
言
え
る
の
は
、
『
ザ
・
パ
イ
ロ

ッ
ト
』
に
見
ら
れ
た
「
創
作
の
現
在
」
に
お
け
る
過
去
の
克
服
と
い
う
性
格
は
、
「
闇
に
咲
く
花
」
の
少
な
く
と
も
表
面
に
は
出
て

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
も
、
時
代
の
文
脈
を
考
慮
す
れ
ば
異
な
る
風
景
が
見
え
て
来
る
。
そ
の
鍵
は
「
過
去
の
失
敗

を
記
憶
し
て
い
な
い
人
間
の
未
来
は
暗
い
よ
」
と
い
う
健
太
郎
の
台
詞
に
あ
る
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
当
時
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
］
西
ド
イ
ツ
大
統
領
の
終
戦
四
十
周
年
記
念
演
説
(
-
九
八
五
年
）
の
フ
レ
ー
ズ
「
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

現
在
に
も
盲
目
と
な
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
翌
一
九
八
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
家
論
争
」
は
、
ナ
チ
ス

に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
事
実
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
「
歴
史
修
正
主
義
者
」
た
ち
の
言
説
と
、
左
翼
知
識
人
ら
の
批
判
の
応
酬
を

引
き
起
こ
し
た
。
同
時
期
の
日
本
で
は
、
一
九
八
五
年
、
首
相
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
が
戦
後
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
、
中
国
・
緯
国

(12) 

の
批
判
に
よ
っ
て
大
き
く
政
治
問
題
化
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
再
軍
備
へ
の
欲
望
は
常
に
国
内
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
政

治
的
緊
張
の
文
脈
に
お
い
て
見
る
と
き
、
『
闇
に
咲
く
花
」
に
お
け
る
昭
和
二
十
二
年
(
-
九
四
七
年
）
と
は
、
一
九
八
七
年
の

「
歴
史
的
仮
面
」
で
あ
り
、
「
仮
託
さ
れ
た
現
在
」
な
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
「
過
去
と
し
て
の
過
去
」
を
描
く
の
が
歴
史
劇
で
あ
る

あ
る
。

は
な
い
か
。
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注
(
2
)
 

(
1
)
 ー

ル
の
前
期
の
劇
は
ま
さ
し
く
個
人
的
記
憶
の
心
理
劇
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
劇
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
中
期
の
劇
の
場
合
に

も
、
記
憶
と
想
起
の
要
素
は
様
々
な
形
で
機
能
し
て
い
る
。
後
期
の
い
く
つ
か
の
作
品
は
個
人
の
内
面
的
な
想
起
の
劇
と
歴
史
劇
の
中

間
態
で
あ
る
と
い
う
。
モ
ー
キ
ン
の
書
物
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
、
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
、
サ
ム
・
シ
ェ
パ
ー
ド
、
ス
ー
ザ
ン
11

ロ
リ
・
パ
ー
ク
ス
、
ト
ー
マ
ス
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
と
い
う
英
語
圏
・
ド
イ
ツ
語
圏
の
作
家
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ロ
イ
ア
ー

の
書
物
で
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
か
ら
始
め
て
、
主
と
し
て
ハ
イ
ナ
ー
・
キ
ッ
プ
ハ
ル
ト
、
ペ
ー
タ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ス
ら
ド
イ
ツ
語
作
家
の
い
わ

ゆ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
演
劇
（
お
よ
び
歴
史
劇
）
を
記
憶
．
想
起
と
の
関
連
で
詳
論
し
て
い
る
。

平
川
大
作
「
「
記
憶
の
演
劇
」
試
論
ー
「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
」
と
『
父
と
暮
ら
せ
ば
」
を
中
心
に
」
。
日
本
演
劇
学
会
紀
要
「
演

Geschichtsdrama seit Brecht•Koln: 
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と
す
れ
ば
、
「
闇
に
咲
く
花
」
は
歴
史
劇
で
は
な
く
、
過
去
に
仮
託
さ
れ
た
同
時
代
劇
な
の
で
あ
る
。
加
藤
さ
ん
の
ギ
タ
ー
は
、

九
八
0
年
代
の
願
い
や
希
望
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
担
っ
て
い
る
。
「
東
京
の
全
神
社
」
（
一
七
五
）
か
ら
鳴
り
響
く
「
平
和
の
太

鼓
」
は
、
過
去
か
ら
連
綿
と
続
く
暗
い
水
脈
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
両
者
の
競
い
合
い
こ
そ
は
、
現
在
と
過
去
の
葛
藤
の
聴
覚
的
表

現
な
の
で
あ
る
。
『
闇
に
咲
く
花
」
は
、
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
を
継
承
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』
に

見
ら
れ
た
楽
観
的
な
夢
は
も
は
や
感
じ
ら
れ
な
い
。
喜
劇
的
な
色
彩
と
は
裏
腹
に
、
「
闇
に
咲
く
花
』
の
後
に
残
る
余
韻
は
危
機
の
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(6) 

(
5
)
 

(
4
 

(
3
)
 と

予
想
し
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

劇
学
論
叢
」
四
二
（
二
0

0
四
年
）
、
五
十
一

1
六
十
七
頁
。
な
お
平
川
氏
が
「
記
憶
の
演
劇
」
と
言
う
と
き
、
演
劇
は
上
演
を
意
識

し
て
読
ま
れ
た
削
テ
ク
ス
ト
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
拙
稿
で
は
こ
れ
を
た
ん
に
劇
と
呼
ぶ
。
ち
な
み
に
英
語
圏
で
は
、

memory'play

の
名
で
呼
ば
れ
る
作
品
に
も
う
少
し
緩
や
か
な
定
義
を
適
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
の
現
在
に
お
け
る
記
憶
な
い
し
想
起

が
、
劇
構
造
の
重
要
な
要
素
で
さ
え
あ
れ
ば
こ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
格
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
ガ
ラ
ス
の
動

物
固
』
と
ミ
ラ
ー
「
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
死
』
で
あ
り
、
比
較
的
最
近
の
作
で
は
フ
リ
ー
ル
「
ル
ー
ナ
ッ
サ
で
踊
ろ
う
j

へ
の
言
及
が
最

も
多
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
memory-playを
検
索
す
る
と
、
演
劇
批
評
や
大
学
の
講
義
題
目
で
は
、
上
記
―
―
一
作
以
外
に
少
な
く

と
も
十
数
個
の
作
品
が
こ
の
概
念
で
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
未
開
拓
の
研
究
分
野
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
ず
か
二
人
の
作
家
を
挙
げ
て
系
譜
と
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
経
過
報
告
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た

い
。
例
え
ば
今
回
の
線
上
に
坂
手
洋
二
を
持
っ
て
く
る
の
は
無
理
の
な
い
位
置
づ
け
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
別
役
実
の
不
条
理
劇
や
山
崎

正
和
の
史
劇
お
よ
び
伝
記
劇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
本
•
井
上
・
坂
手
と
は
異
質
な
記
憶
の
ド
ラ
マ
ト
ウ
ル
ギ
ー
を
も
と
に
し
て
い
る
も
の

以
下
、
台
詞
の
引
用
お
よ
び
卜
書
き
に
よ
る
場
面
記
述
に
つ
づ
く
数
字
は
「
宮
本
研
戯
曲
集
2
』
（
白
水
社

を
示
す
。

一
九
八
九
年
）
の
頁

厳
密
に
は
、
扇
田
昭
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
六
五
年
八
月
と
い
う
「
少
し
だ
け
未
来
」
に
設
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
扇
田
氏

は
、
作
者
の
未
来
志
向
を
見
て
と
り
、
「
宮
本
研
好
み
の
こ
と
ば
に
従
え
ば
、
お
そ
ら
く
は
戦
後
と
い
う
歴
史
の
時
間
を
「
祭
り
す
て

る
」
た
め
に
、
こ
の
戯
曲
は
書
か
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
扇
田
昭
彦
「
「
見
果
て
ぬ
夢
」
の
軌
跡
」
（
『
宮
本
研
戯
曲
集
2
』
所
収

三
百
四
十
一
頁
）
。

表
記
の
慣
行
か
ら
判
断
し
て
、

Livingstone
の
日
本
式
発
音
だ
ろ
う
。
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
の
以
下
の
行
為
は
実
在
し
た
モ
デ
ル

（
ク
ロ
ー
ド
・
イ
ー
ザ
リ
ー
）

の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
。
作
者
に
よ
る
解
説
「
『
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
』
の
美
学
」
（
『
宮
本
研
戯
曲
集
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(12 
(11) の

を
耳
に
し
、

場
し
な
い
。

間
テ
ク
ス
ト
性
の
観
点
か
ら
は
、
十
禅
寺
は
宮
本
研
『
明
治
の
棺
」
の
末
尾
で
旗
中
（
田
中
）
正
造
の
死
後
に
廃
業
す
る
尾
行
の
斎

藤
や
、
井
上
ひ
さ
し
『
闇
に
咲
く
花
」
の
結
末
で
や
は
り
辞
職
す
る

G
H
Q法
務
局
雇
員
の
諏
訪
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
。

M
a
u
r
i
c
e
 H
a
l
b
w
a
c
h
s
:
 L
a
 m
e
m
o
i
r
e
 collective, 1
9
5
0
.
 (
モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
「
集
合
的
記
憶
j

小
関
藤
一
郎
訳

一
九
八
九
年
）

「
銀
座
ラ
ッ
キ
ー
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
」
は
、
井
上
ひ
さ
し
の
前
々
作
『
花
よ
り
タ
ン
ゴ
ー
銀
座
ラ
ッ
キ
ー
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
物
語
』

（
一
九
八
六
）
の
表
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
施
設
の
名
前
で
あ
る
。
た
だ
し
「
加
藤
さ
ん
」
は
前
作
に
は
登

同
時
代
の
記
憶
を
分
か
ち
も
つ
一
人
と
し
て
個
人
的
回
想
を
許
さ
れ
た
い
。
筆
者
は
一
九
八
三
年
、
あ
る
銀
行
の
支
店
長
が
、
東
南

ア
ジ
ア
ヘ
の
円
借
款
が
焦
げ
つ
い
て
い
る
と
述
べ
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
占
領
し
て
差
し
押
さ
え
れ
ば
い
い
、
と
冗
談
を
飛
ば
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

一
瞬
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
遅
く
と
も
当
時
か
ら
、
財
界
に
は
こ
の
類
の
プ
ラ
ッ
ク
ジ
ョ
ー
ク
が
流
通
し
て
い
た

(10) 
井
上
ひ
さ
し
「
闇
に
咲
く
花

愛
敬
稲
荷
神
社
物
語
」
講
談
社
文
庫

(
9
)
 
「
ザ
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
美
学
」
『
宮
本
研
戯
曲
集
2
』
三
百
二
十
七
頁
。

路
社

(
8
)
 

(
7
)
 2

」
所
収
）
参
照
。

一
九
九
一
年
に
よ
り
卜
害
き
な
い
し
台
詞
の
頁
数
を
記
す
。

子，ィ
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