
「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

吉

　
　

田

次

　
　

郎

　

一
九
二
四
年
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
後
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
又
す
で
に
プ
レ
フ
ァ
ジ
ズ
ム
の
時
期
で
も
あ

る
こ
の
年
に
、
ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
の
「
魔
の
山
」
は
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
長
篇
小
説
は
。
戦
印
直
前
の
七
年
間
（
一
九
〇
七
―
一
九
一

四
年
）
を
、
そ
の
物
語
り
の
内
容
の
時
間
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
い
た
い
一
九
一
三
～
一
九
二
四
年
に
わ
た
る
こ
の
作
品
の
成
立

期
間
に
、
作
者
が
観
察
し
、
経
験
し
た
時
代
の
問
題
を
拭
い
が
た
く
反
映
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
小
説
は
時
間
の
問
題
を
テ
ー
マ
の
一
つ
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
作
者
も
語
り
手
を
し
て
告
白
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ

し
、
ま
た
讃
者
も
そ
の
こ
と
は
た
し
か
に
感
じ
取
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
説
は
時
間
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
見
て
、
そ
の
こ

と
で
時
間
の
問
題
に
、
時
代
性
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
第
七
章
の
は
じ
め

の
「
海
逡
の
散
歩
」
と
題
さ
れ
て
い
る
一
節
を
選
ぼ
う
と
思
う
。
第
五
章
の
は
じ
め
の
「
永
遠
の
ス
ー
プ
と
突
然
の
明
る
さ
」
で
も
、

第
六
章
の
は
じ
め
の
「
い
く
つ
か
の
愛
動
」
で
も
。
語
り
手
は
時
間
の
こ
と
に
鯛
れ
て
い
る
か
、
「
海
逡
の
散
歩
」
は
Ｉ
節
ぜ
ん
た

い
が
一
種
の
時
間
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
終
章
の
導
入
部
で
あ
る
と
い
う
鮎
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
の
に
適
富
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

し
か
し
外
國
語
と
い
う
も
の
は
む
つ
か
し
い
も
の
で
。
よ
く
理
解
し
た
つ
も
り
で
も
、
き
っ
と
ど
こ
か
抜
け
て
い
る
か
ら
、
能
う

か
ぎ
り
正
確
を
心
か
け
て
、
こ
の
一
節
を
丹
念
に
讃
ん
で
み
た
い
。
テ
キ
ス
ト
に
は
．
Ｑ
Ｑ
留
日
ヨ
ー
芯
Ｓ
Ｑ
『
ｒ
’
圃
ｇ
ａ
Ｆ

『
ａ
ロ
回
回
｛
ミ
‘
’
｀
・
芯
宕
を
用
い
る
。
分
量
は
Ｉ
〇
頁
。
。
な
お
「
魔
の
山
」
は
全
穀
が
七
章
に
わ
か
た
れ
、
各
章
は
さ
ら
に
、
そ

れ
ぞ
れ
、
い
ま
畢
げ
た
よ
う
な
標
題
の
付
さ
れ
た
節
か
ら
成
っ
て
い
る
。
以
下
で
節
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。

　

第
七
章
が
は
じ
ま
る
ま
で
の
極
く
荒
筋
を
述
べ
る
と
、
Ｉ
ハ
ム
ブ
ル
ク
の
上
流
市
民
の
家
庭
に
育
っ
た
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ

は
大
學
を
卒
え
て
造
船
技
師
見
習
の
職
務
に
つ
く
前
に
、
従
兄
弟
の
ヨ
ア
ヒ
ム
ー
ツ
ィ
ー
ム
セ
ン
の
見
舞
い
と
自
分
の
保
養
と
を
兼

ね
て
、
三
週
間
の
慄
定
で
、
ス
イ
ス
は
ダ
ヴ
ォ
ス
の
結
核
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
着
く
。
八
月
は
じ
め
の
火
曜
日
、
彼
が
二
十
三
歳
に
な
っ

た
年
で
あ
る
。
す
べ
て
が
新
奇
な
経
験
。
彼
は
次
第
に
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
て
い
く
。
山
に
来
た
日
か
ら
お
ぽ
え
た
鼻
カ
タ
ル
め
い
た

症
状
が
悪
化
し
、
三
週
間
の
終
り
、
院
長
か
ら
肺
浸
潤
の
診
断
を
受
け
て
、
本
式
の
患
者
と
し
て
、
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
（
第
四

章
の
お
わ
り
）
。
ロ
シ
ア
人
の
患
者
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
″
夫
人
へ
の
懸
。
横
臥
療
法
を
や
り
な
が
ら
、
生
理
學
や
醤
學
の
専
門
書
の

勉
強
。
謝
肉
祭
の
夜
の
狂
噪
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
夫
人
に
近
づ
い
て
、
思
い
を
と
げ
る
（
第
五
章
の
お
わ
り
）
。
最
初
の
日
か
ら

交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
文
士
セ
テ
ム
ブ
ジ
ー
ニ
に
。
新
た
に
ユ
ダ
ヤ
人
で
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
ナ
フ
タ
が
加
わ
っ
て
、
前

者
の
進
歩
主
義
と
後
者
の
反
動
主
義
と
が
。
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
た
ま
し
い
を
己
が
も
の
に
し
よ
う
と
、
彼
を
中
に
し
て
論
争

に
火
花
を
散
ら
す
。
一
方
ヨ
ア
ヒ
ム
は
病
気
に
も
構
わ
ず
、
下
山
を
決
行
し
て
軍
務
に
つ
く
が
、
や
が
て
病
勢
が
悪
化
し
て
。
ふ
た

た
び
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
も
ど
り
、
間
も
な
く
死
亡
す
る
（
第
六
章
の
お
わ
り
）
。

さ
て
「
海
逡
の
散
歩
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
鯛
れ
た
よ
う
に
、
第
七
章
の
最
初
の
節
で
あ
る
。
先
ず
は
じ
め
の
と
こ
ろ
、
全
穀



の
ほ
ぽ
四
分
の
一
の
部
分
を
次
に
要
約
し
て
み
よ
う
。
（
以
下
。
本
文
の
要
約
ま
た
は
引
用
の
と
こ
ろ
で
、
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
、

「

　

」
は
原
文
の
引
用
符
を
示
す
。
）

　

時
間
を
、
時
間
そ
の
も
の
を
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
否
だ
。
「
時
が
流
れ
去
っ
た
、
時
が
過
ぎ
た
、
時
は
流
れ
た
」

と
だ
け
。
い
つ
ま
で
も
言
っ
て
い
る
よ
う
な
物
語
り
は
、
同
じ
音
か
和
音
を
、
一
時
間
も
気
で
も
狂
っ
た
よ
う
に
鳴
ら
し
績
け
て
、

こ
れ
が
音
楽
だ
と
稀
す
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
物
語
り
は
時
間
を
「
充
た
し
」
、
時
間
を
「
適
富
に
う
ず
め
」
、
時
間
を

　

「
分
割
し
」
、
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
。
何
か
が
起
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
す
る
勣
で
音
楽
に
似
て
い
る
か
ら
だ
。
ち
な
み
に
、
い

ま
引
用
し
た
の
は
、
故
人
と
な
っ
た
ヨ
ア
ヒ
ム
が
折
に
ふ
れ
て
口
に
し
た
言
葉
で
、
と
う
の
昔
、
我
々
の
耳
か
ら
消
え
去
っ
た
言
葉

な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
蹟
者
が
ど
れ
ほ
ど
の
昔
だ
が
、
は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
る
か
ど
う
か
。
我
々
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。

　

時
間
は
物
語
り
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
時
間
が
生
活
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
。
時
間
は
、
空
間
に
お
け
る
物
慾
と
離
れ

が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
り
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
時
間
は
ま
た
音
楽
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
っ
て
、
音
楽
は
時
間
を

計
測
し
。
時
間
を
組
織
す
る
。
そ
し
て
物
語
り
も
（
一
時
に
輝
い
て
現
存
し
て
い
て
、
物
慾
と
し
て
の
み
時
間
と
結
ば
れ
て
い
る
造

型
美
術
の
作
品
と
異
っ
て
）
、
前
後
と
し
て
の
み
、
経
過
と
し
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
の
で
、
た
と
え
各
瞬
間
に
全
穀
的
に
存
在
し

よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
り
と
し
て
現
わ
れ
る
た
め
に
は
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
物
語
り
は
次
の
聡
で
音
楽
と
異
な
る
。
音
楽
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
時
間
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
「
五
分
間
ワ
ル
ツ
」
と

い
う
名
の
曲
は
五
分
間
つ
づ
く
。
時
間
に
た
い
す
る
開
係
は
そ
れ
以
外
に
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
物
語
り
は
二
種
類
の
時
間
を
も
つ
。

第
一
は
、
そ
れ
固
有
の
時
間
、
物
語
り
が
経
過
す
る
の
に
要
す
る
と
こ
ろ
の
「
音
楽
的
・
現
賓
的
な
時
間
」
と
い
う
べ
き
も
の
（
物

語
り
を
語
る
の
に
要
す
る
時
間
の
こ
と
。
筆
者
註
）
。
第
二
は
物
語
り
の
内
容
の
時
間
。
こ
れ
は
遠
近
法
的
な
も
の
で
、
こ
の
仮
想
の
時
間
が

物
語
の
音
楽
的
時
間
と
、
殆
ど
ぴ
っ
た
り
合
致
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
途
方
も
な
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
そ

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

の
内
容
の
時
間
は
五
分
間
で
あ
る
が
、
そ
の
五
分
間
を
非
常
に
良
心
的
に
う
め
た
た
め
に
、
そ
れ
を
語
り
終
え
る
の
に
、
そ
の
千
倍
も

の
時
間
か
か
か
る
と
い
う
よ
う
な
物
語
り
も
あ
り
う
る
わ
け
だ
。
他
方
で
は
そ
の
反
對
も
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
物
語
り
の
内
容
の
時

間
が
、
そ
れ
を
語
る
に
要
す
る
時
間
よ
り
と
て
つ
も
な
く
長
い
の
で
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
こ
の
現
賓
の
時
間
が
極
く
短
か
い
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ぱ
あ
い
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
物
語
り
は
一
種
の
錬
金
術
的
な
魔
術
、
時
間
の
超
遠
近
法
を
使
う
の
で
。

そ
れ
は
現
賓
の
経
験
の
、
あ
る
種
の
愛
態
的
で
超
感
受
的
な
貢
例
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
阿
片
吸
引
者
た
ち
が
書
い
て
い
る

こ
と
だ
が
、
彼
ら
が
酔
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
短
か
い
時
間
に
見
る
夢
で
は
。
十
年
。
三
十
年
、
六
十
年
が
過
ぎ
去
り
、
時
に
は
人
間

の
時
間
経
験
の
可
能
性
の
限
界
を
さ
え
越
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
夢
の
仮
想
の
時
間
量
は
夢
の
現
賓
の
時
間
量
を
途

方
も
な
く
凌
駕
し
、
そ
こ
で
は
時
間
経
験
の
信
じ
ら
れ
ぬ
よ
う
な
短
縮
が
起
っ
て
い
る
の
だ
。

　

物
語
り
も
、
だ
か
ら
時
間
を
、
こ
の
悪
徳
の
夢
と
同
じ
様
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。
「
扱
う
」
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
か
ら
、

物
語
り
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
時
間
が
、
物
語
り
の
對
象
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
時
間
を
語
る
」

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
だ
と
し
て
も
、
時
間
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
さ
ほ
ど
ば
か
げ
た
企
て
で
な
い
こ
と

も
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
時
の
小
説
」
（
Ｎ
Ｑ
”
『
ｏ
ヨ
；
』
と
い
う
名
稀
は
、
妙
に
夢
幻
的
な
二
重
の
意
味
を
お
び
る
だ
ろ
う
（
時
代
を

扱
っ
て
い
る
小
説
と
い
う
意
味
と
、
時
間
を
扱
っ
て
い
る
小
説
と
い
う
意
味
と
。
筆
者
註
）
。
事
寅
、
は
じ
め
に
我
々
が
時
間
を
物
語
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
う
問
い
を
蛮
し
た
の
は
、
い
ま
進
行
中
の
こ
の
物
語
り
で
、
賓
は
そ
う
い
う
こ
と
を
企
て
て
い
る
の
だ
と
白
状
す
る

た
め
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
次
の
問
い
Ｉ
こ
の
物
語
り
の
途
中
で
故
人
と
な
っ
た
ヨ
ア
ヒ
ム
が
、
あ
の
音
楽
に
か
ん

す
る
所
見
を
談
話
に
は
さ
ん
だ
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
我
々
の
周
り
に
集
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
皆
さ
ん
は
お

ぽ
え
て
い
る
か
と
い
う
問
い
を
ち
ょ
っ
と
出
し
て
み
た
が
、
皆
さ
ん
か
ら
今
は
も
う
は
っ
き
り
お
ぽ
え
て
い
な
い
と
答
え
ら
れ
て
も
、

我
々
は
別
に
怒
り
も
す
ま
い
。
怒
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
満
足
な
の
だ
。
そ
の
理
由
は
簡
軍
で
、
つ
ま
り
、
わ
か
主
人
公
ハ
ッ
ス
ー
カ



ス
ト
ル
プ
の
散
験
に
皆
さ
ん
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
か
ら
。
と
い
う
理
由
、
そ
し
て
彼
も
あ
の
問
い
に
は
確
か
な
答
え
が
で

き
ず
、
し
か
も
と
っ
く
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
小
説
。
時
間
の
小
説
で
も
あ
り
、

時
代
の
小
説
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
。
こ
の
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
要
約
で
、
語
り
手
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
眼
目
は
、
次
の
三
つ
に
な
る
か
と
思
う
。

　

第
一
は
、
物
語
り
に
は
二
種
類
の
時
間
が
あ
る
。
一
つ
は
物
語
り
を
語
る
に
要
す
る
時
間
、
す
な
わ
ち
音
業
的
・
現
賓
的
な
時
間
。

他
は
物
語
り
の
内
容
の
時
間
（
「
魔
の
山
」
な
ら
ば
七
年
間
）
、
す
な
わ
ち
仮
想
の
時
間
。

　

第
二
は
、
こ
の
小
説
は
時
（
Ｎ
ａ
こ
を
扱
お
う
と
企
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は
Ｎ
ａ
’
と
い
う
語
が
も
っ
て
い
る

二
重
の
意
味
、
す
な
わ
ち
時
間
と
時
代
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
。

　

第
三
は
、
主
人
公
の
時
間
経
験
を
。
物
語
り
の
聞
き
手
（
作
者
は
そ
う
い
う
古
風
な
設
定
を
し
て
み
せ
る
の
だ
が
、
賞
際
は
讃
者
）

も
共
に
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
讃
者
に
共
に
さ
せ
よ
う
と
企
て
て
い
る
こ
と
。

　

以
上
の
粘
に
、
さ
し
あ
た
り
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

本
文
は
つ
づ
け
て
。
主
人
公
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
時
間
感
受
が
ど
れ
ほ
ど
鈍
麻
し
て
い
る
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
例
え
は

彼
に
こ
う
問
う
て
み
よ
と
い
う
。

　

ヨ
ハ
ヒ
ム
が
病
勢
の
よ
く
な
い
の
に
下
山
を
決
行
す
る
ま
で
、
彼
と
ハ
ソ
ス
は
ど
れ
く
ら
い
長
く
こ
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
暮
し
た

か
。
下
山
し
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
か
、
そ
の
不
在
期
間
は
ど
の
く
ら
い
、
ま
た
肺
っ
て
き
た
の
は
い
つ
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で
ハ
ッ
ヌ
自

身
は
こ
こ
に
ど
れ
だ
け
滞
在
し
た
か
。
ジ
ョ
ー
ジ
″
夫
人
が
こ
こ
に
居
な
か
っ
た
期
間
は
ど
う
か
、
そ
し
て
い
つ
ま
た
婦
っ
て
き
た

か
。
そ
の
と
き
ま
で
ハ
ソ
ヌ
は
こ
こ
で
ど
れ
だ
け
の
年
月
を
す
ご
し
た
か
。
こ
う
問
う
て
み
る
と
（
も
っ
と
も
誰
も
そ
ん
な
問
い
は

出
さ
な
か
っ
た
し
、
彼
も
出
さ
な
か
っ
た
。
自
分
に
そ
ん
な
こ
と
を
問
う
の
を
お
そ
れ
た
か
ら
）
、
彼
は
額
を
指
で
た
た
い
て
、
答

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と
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六

え
る
す
べ
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
不
安
な
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
気
が
か
り
な
の
は
、
彼
は
自
分
が
何
歳

で
あ
る
か
を
、
冗
談
で
な
く
。
ほ
ん
と
う
に
、
も
う
ず
っ
と
前
か
ら
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
突
飛
に
き
こ
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
一
定
の
條
件
の
も
と
で
は
、
時
間
の
経
過
が
す
っ
か
り
判
明

し
な
く
な
り
、
だ
か
ら
自
分
の
年
齢
も
忘
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
誰
に
で
も
起
り
う
る
の
だ
。
こ
う
い
う
現
象
が
あ
り
う
る
の

は
、
我
々
の
内
部
に
時
間
器
官
と
い
う
も
の
が
何
も
な
く
、
だ
か
ら
時
間
の
経
過
を
外
部
の
何
か
の
支
え
な
し
に
、
我
々
の
ほ
う
か

ら
測
定
す
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
事
故
の
た
め
暗
闇
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
坑
夫
が
、
救
助

さ
れ
る
ま
で
三
日
か
か
っ
た
と
見
つ
も
っ
た
と
こ
ろ
。
賓
は
十
日
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
昏
迷
の
状
況
で

は
、
途
方
に
く
れ
た
人
間
は
時
間
を
長
く
感
ず
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
非
常
に
短
縮
し
て
経
験
す
る
も
の
ら
し
い
。

　

も
う
少
し
本
文
の
要
約
を
績
け
る
と
．
Ｉ
Ｉ
も
ち
ろ
ん
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
し
て
も
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
計
算
し
て
、
時

間
の
粘
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
別
に
む
つ
か
し
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
讃
者
も
、
曖
昧
さ
が
そ
の
健
全
な
分

別
に
反
す
る
と
き
は
、
ち
ょ
っ
と
努
力
し
て
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
よ
う
に
。

　

つ
づ
く
本
文
を
次
に
詳
し
て
み
る
。

　

ハ
ソ
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
し
て
も
、
曖
昧
な
状
態
に
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
と
く
に
快
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

だ
が
、
ぼ
ん
や
り
し
た
、
夢
う
つ
つ
の
状
態
か
ら
抜
け
だ
し
て
、
自
分
が
こ
こ
で
も
う
何
歳
に
な
っ
た
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
、
な
ん
と
か
努
力
し
て
み
る
こ
と
も
彼
は
や
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
尻
ご
み
し
た
の
は
、
賓
は
彼
の
良
心
が
尻
ご
み

し
た
の
で
あ
っ
た
Ｉ
－
ｌ
時
間
に
注
意
し
な
い
こ
と
こ
そ
、
明
ら
か
に
最
も
わ
る
い
無
良
心
で
あ
る
の
に
。
（
傍
点
筆
者
）



　

こ
の
終
り
の
認
容
文
は
語
り
手
の
所
見
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
小
説
の
全
催
の
開
連
か
ら
推
し
て
。
作
者
の
所
見
で
も
あ

る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
た
だ
し
。
こ
の
「
無
良
心
」
が
全
く
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
も
た
し
か

で
、
そ
の
こ
と
に
は
後
で
鯛
れ
た
い
と
思
う
。

　

な
お
こ
こ
で
、
主
人
公
の
時
間
経
験
が
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
で
は
時
間
に
注
意

す
る
良
心
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
す
る
努
力
を
尻
ご
み
さ
せ
る
良
心
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
時
間
に
注
意
す
る
の
は
、
魔
の
山
の

誘
惑
に
抵
抗
す
る
良
心
で
あ
る
が
、
時
間
に
注
意
す
る
の
を
た
め
ら
う
と
い
う
の
は
、
こ
の
誘
惑
に
身
を
ま
か
せ
な
が
ら
、
身
を
ま

か
せ
て
い
る
こ
と
を
自
発
す
る
の
が
こ
わ
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
い
た
い
時
間
と
い
う
も
の
に
無
関
心
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

　

「
魔
の
山
」
の
魔
術
の
と
り
こ
に
な
り
お
わ
っ
た
状
態
な
の
で
あ
る
か
ら
（
ハ
ソ
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
最
後
に
は
懐
中
時
計
も
カ
レ

ン
ダ
ー
も
所
持
し
な
く
な
る
）
、
時
間
の
粘
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
の
は
気
が
と
が
め
る
と
い
う
心
境
は
、
彼
が
ま
だ
時

間
に
つ
い
て
全
く
無
関
心
に
は
な
れ
な
い
段
階
に
今
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
が
ま
だ
「
魔
の
山
」
の
申
し
分
の
な
い
住
民
に
な
り
き
っ

て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
だ
・
そ
ん
な
不
安
定
な
状
態
に
生
す
る
良
心
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ど
こ
か
女
々
し
く
、
断
固
と
し
て

い
な
い
。
だ
が
「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
が
教
養
小
説
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
主
人
公
の
こ
の
不
安
定
さ
が
必
要
な
條
件
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
―
）

　
　
　
　

。

あ
る
の
で
。
そ
れ
が
無
く
な
れ
ば
、
彼
は
も
は
や
作
者
の
言
う
「
教
養
の
た
め
に
旅
す
る
人
」
（
Ｍ
Ｆ
Ｓ
ぶ
呂
ｌ
『
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｑ
『
』
で

あ
る
こ
と
を
や
め
る
わ
け
だ
。
そ
れ
が
第
七
章
の
終
り
。
つ
ま
り
こ
の
長
篇
小
説
の
終
り
に
近
い
頃
の
主
人
公
の
状
態
で
あ
る
。

　

本
文
へ
も
ど
る
と
、
そ
の
よ
う
に
我
が
主
人
公
に
善
い
意
志
が
欠
け
て
い
た
の
は
（
彼
が
悪
い
意
志
を
い
だ
い
て
い
た
と
し
て
の

話
だ
が
）
、
環
境
の
せ
い
も
大
い
に
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
を
大
目
に
み
て
や
っ
て
よ
い
も
の
か
、
そ
れ
は
我
々
に
は
わ
か
ら

な
い
、
と
そ
う
前
置
き
し
て
か
ら
、
ア
ル
プ
ス
高
地
の
季
節
の
う
つ
ろ
い
の
無
秩
序
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
叙
べ
で
ゆ
く
。

　

ン
’
Ｉ
ジ
ャ
夫
人
が
婦
っ
て
き
た
の
は
ア
ト
グ
ェ
ン
ト
の
季
節
で
、
だ
か
ら
天
文
學
的
に
は
冬
の
は
じ
ま
り
も
近
か
っ
た
わ
け
だ

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と
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八

が
、
雪
と
霜
と
い
う
勁
で
は
、
賓
は
と
っ
く
に
冬
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
、
い
つ
も
冬
の
よ
う
な
も
の
で
。
そ
れ
が
た
だ
一

時
的
に
、
空
が
ま
っ
青
に
晴
れ
あ
が
っ
た
、
燃
え
る
よ
う
な
夏
の
日
で
中
断
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
雪
と
い
う
も
の
を
無
視

す
る
と
。
こ
の
夏
の
日
が
ま
た
冬
に
も
訪
れ
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
の
に
、
そ
の
雪
が
ま
た
夏
と
い
わ
れ
る
月
に
も
降
る
の
で
あ
る
。

四
季
を
ご
ち
ｆ
ま
ぜ
に
す
る
こ
の
大
き
な
混
胤
の
こ
と
は
。
ハ
ン
ス
も
故
人
の
ヨ
ア
ヒ
ム
と
何
度
と
な
く
話
し
合
っ
た
も
の
だ
が
。

こ
の
大
混
乱
は
一
年
の
涯
分
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
一
年
を
お
も
し
ろ
い
の
で
長
く
も
し
、
退
屈
な
の
で
短
か
く
も
す
る
と
い
う
あ

ん
ぱ
い
な
の
で
。
だ
い
た
い
も
う
時
間
な
ど
は
問
題
外
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
き
な
混
胤
で
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
さ
れ
る
応
は
、
責
は
「
な
お
、
ま
だ
」
と
「
も
う
．
ま
た
」
と
い
う
感
じ
取

り
、
ま
た
は
意
識
の
状
態
な
の
で
あ
っ
た
、
－
こ
れ
は
こ
の
上
な
く
人
を
ま
ご
つ
か
せ
る
、
奇
怪
な
、
魔
法
に
で
も
か
け
ら
れ

た
よ
う
な
経
駿
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
そ
れ
を
味
わ
う
の
に
、
こ
の
山
上
に
来
た
最
初
の
日
に
．
も

う
或
る
不
道
徳
な
快
味
を
お
ぽ
え
た
の
だ
っ
た
．
つ
ま
り
お
も
し
ろ
い
模
様
で
飾
っ
た
あ
の
食
堂
で
、
一
日
五
度
の
贅
滓
な
食
事

を
と
っ
た
と
き
に
．
ま
だ
そ
の
頃
は
わ
り
と
罪
の
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
種
の
め
ま
い
に
は
じ
め
て
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
る
．

　

右
の
本
文
で
注
意
し
た
い
の
は
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
が
、
客

観
的
な
時
間
の
経
過
、
時
間
の
量
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
感
じ
取
り
、
意
識
す
る
主
観
性
を
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ

こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
不
道
徳
と
か
。
罪
の
な
い
と
か
い
う
言
葉
に
も
、
先
に
鯛
れ
た
無
良
心
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
裏
が
あ
る

こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
主
人
公
は
そ
の
時
間
経
験
の
混
気
に
、
め
ま
い
に
快
味
を
お
ぽ
え
る
よ
う
な
心
の
状
態
に
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
「
魔

の
山
」
の
生
活
に
慣
れ
ひ
た
っ
て
、
「
平
地
」
で
は
、
つ
ま
り
市
民
社
會
の
通
常
で
凡
傭
な
生
活
で
は
で
き
ぬ
よ
う
な
僣
験
を
重



ね
、
そ
の
こ
と
で
、
こ
の
小
説
の
用
語
を
ま
ね
る
と
、
「
錬
金
術
的
に
高
め
ら
れ
ケ
」
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
の

　

「
不
道
徳
」
や

「
罪
ぶ
か
さ
」
、
ま
た
「
無
良
心
」
は
主
人
公
に
と
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
グ
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
作
者
に
と
っ
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
ま
た
、
死
と
病
気
の
暗
い
世
界
を
く
ぐ
り
抜
け
た
う
え
で
の
「
人
生
奉

仕
」
と
い
う
こ
の
作
品
の
思
想
、
「
平
地
」
と
「
魔
の
山
」
の
止
揚
さ
れ
た
、
作
者
の
言
う
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
の
見
地
か
ら
は
、
や
は

り
主
人
公
の
そ
の
よ
う
な
状
態
は
不
道
徳
で
あ
り
、
罪
ぶ
か
い
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
う
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
。
イ
ロ
ニ
ー
と
か
、

判
断
留
保
と
か
、
二
面
性
と
か
呼
ば
れ
る
こ
の
作
家
の
精
紳
の
特
性
の
、
一
つ
の
現
わ
れ
と
見
て
よ
い
と
思
う
が
、
そ
の
こ
と
に
こ

れ
か
ら
も
注
意
し
て
い
こ
う
。

　

本
文
は
次
に
、
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
を
見
舞
っ
た
そ
の
よ
う
な
「
感
劈
と
精
紳
の
ま
ど
わ
し
」
が
、
そ
の
後
は
る
か
に
大
が
か

り
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
斂
べ
て
ゆ
く
。
以
下
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

、

　

時
間
は
、
そ
の
主
観
的
な
経
験
が
弱
ま
り
、
あ
る
い
は
無
く
な
っ
て
も
、
時
間
が
活
動
し
、
「
熟
さ
せ
る
」
（
ｇ
Ｅ
Ｉ
ロ
）
か
ぎ
り
、

客
観
的
な
賓
在
性
を
も
っ
て
い
る
。
棚
に
の
っ
て
い
る
気
密
の
錐
詰
は
時
間
の
外
に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ハ
ン
ス

ー
カ
ス
ト
ル
プ
が
か
つ
て
こ
れ
を
問
題
に
し
た
の
は
、
青
年
の
客
気
か
ら
出
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
Ｉ
職
業
思
想
家
に
と
っ
て
の
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
時
間
は
七
人
の
眠
り
聖
者
に
も
作
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
例
え
ば
あ
る
醤
師
は
。
十
二
歳
の
少

女
が
あ
る
日
眠
り
に
お
ち
て
十
三
年
間
眠
り
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
間
に
成
熟
し
た
女
性
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
を
誰
言
し
て
い
る
。

そ
う
な
る
外
は
な
か
ろ
う
。
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
り
、
だ
か
ら
時
間
を
も
た
ぬ
死
者
に
も
髪
や
爪
は
伸
び
て
く
る
。
自
分
の
年
齢
を

忘
れ
て
し
ま
っ
た
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
し
て
も
髪
や
爪
は
や
は
り
伸
び
て
く
る
の
で
、
だ
か
ら
も
う
何
度
も
村
の
大
通
り
の
床

屋
の
椅
子
に
坐
っ
て
、
耳
ま
で
か
ぶ
さ
っ
た
髪
を
刈
っ
て
も
ら
っ
た
わ
け
だ
。
貢
は
彼
は
い
つ
も
そ
こ
に
坐
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の

　
　

（
ａ
）

た
っ
た
。
或
い
は
む
し
ろ
、
そ
う
や
っ
て
坐
っ
て
、
愛
想
の
よ
い
手
な
れ
た
職
人
と
雑
談
し
て
い
る
と
、
ま
た
は
病
室
の
バ
ル
コ
ニ
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Ｉ
の
戸
の
そ
ば
に
立
っ
て
、
鋏
と
や
す
り
で
爪
を
切
っ
て
い
る
と
、
－

一
〇

　

急
に
例
の
め
ま
い
に
見
舞
わ
れ
て
、
こ
れ
は
珍
ら
し
く
て
お
も
し
ろ
い
が
、
し
か
し
驚
い
た
な
と
い
う
気
持
に
な
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
。
め
ま
い
（
∽
ｇ
ｉ
ロ
ｉ
‘
）
と
い
う
語
が
も
っ
て
い
る
。
よ
ろ
め
き
（
、
｀
。
呂
日
巴
）
と
あ
ざ
む
き
（
“
Ｑ
’
回
巴
の
二

重
の
意
味
で
の
め
ま
い
、
「
ま
だ
」
と
「
ま
た
」
と
が
、
も
う
匪
別
で
き
な
く
て
、
頭
が
く
ら
く
ら
す
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
ま
だ
」
と
「
ま
た
」
と
が
ま
ざ
り
あ
い
。
ぼ
や
け
る
と
。
時
間
の
な
い
「
い
つ
も
」
と
「
い
つ
ま
で
も
」
が
生

ず
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
再
び
留
意
し
た
い
の
は
、
さ
き
に
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
を
見
舞
う
と
言
わ
れ
た
め
ま
い
が
、
よ
ろ
め
き
、
酪
酎
で
あ
り
。

そ
れ
は
又
あ
ざ
む
き
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
時
間
の
な
い
、
時
間
の
外
に
あ
る
か
の
よ
う
な
、
「
い

つ
も
」
と
「
い
つ
ま
で
も
」
の
時
間
感
受
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
を
語
り
手
が
注
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
文
は
次
に
、
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
そ
の
よ
う
な
紳
秘
的
な
誘
惑
を
意
識
的
に
、
故
意
に
呼
び
よ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

誘
惑
に
た
い
す
る
非
難
す
べ
き
満
足
感
を
、
反
對
の
努
力
を
し
て
あ
が
な
お
う
と
し
た
こ
と
も
我
々
は
獣
っ
て
い
ま
い
、
と
前
置
き

し
て
か
ら
、
彼
が
所
持
の
懐
中
時
計
を
観
察
し
て
。
時
間
の
尻
尾
を
つ
か
ま
え
て
や
ろ
う
と
試
み
た
こ
と
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
る
。

　

二
、
三
分
な
り
と
止
め
る
か
、
の
ば
し
て
や
ろ
う
と
、
時
計
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
が
、
秒
針
は
小
き
ざ
み
に
そ
の
道
を
進
ん

で
、
数
字
な
ど
に
は
目
も
く
れ
ず
、
そ
こ
に
達
し
、
そ
れ
に
鯛
れ
、
そ
れ
を
通
り
す
ぎ
、
後
に
し
、
遠
ざ
か
り
、
ま
た
近
づ
い
て
、

そ
こ
に
達
す
る
。
目
標
や
匪
劃
や
標
識
に
は
我
れ
開
せ
ず
と
い
う
風
で
あ
る
。
印
の
数
字
の
と
こ
ろ
で
、
ち
ょ
っ
と
休
む
か
、
せ
め
て

一
仕
事
す
ま
せ
た
と
い
う
小
さ
な
合
圖
で
も
し
た
ら
よ
か
り
そ
う
な
も
の
だ
。
だ
が
他
の
、
数
字
の
つ
い
て
い
な
い
線
の
と
こ
ろ
と



別
に
受
り
も
な
く
、
印
の
数
字
の
と
こ
ろ
も
踏
み
越
え
て
ゆ
く
有
様
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
途
中
の
ど
の
数
字
も
、
腐
切
り
も
、
た

だ
秒
針
の
下
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
。
針
は
た
だ
ど
こ
ま
で
も
進
ん
で
ゆ
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か
っ
た
。
そ

こ
で
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
愛
用
の
時
計
を
ま
た
チ
ョ
ッ
キ
の
ポ
ク
ッ
ト
に
も
ど
し
て
、
時
間
を
そ
の
な
す
ま
ま
に
任
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

本
文
は
こ
こ
で
行
が
愛
っ
て
、
我
々
は
こ
の
若
い
冒
瞼
家
の
内
面
生
活
に
起
っ
た
愛
化
を
、
平
地
の
謹
直
な
人
に
ど
う
分
ら
せ
た

ら
よ
い
も
の
か
と
問
い
。
目
ま
い
が
す
る
よ
う
な
同
一
無
差
別
の
尺
度
が
大
に
な
っ
た
の
だ
と
、
ひ
と
先
ず
答
え
る
。
そ
こ
の
本
文

を
次
に
要
約
す
る
。

　

だ
い
た
い
「
今
」
と
い
う
も
の
が
昨
日
の
、
一
昨
日
の
今
と
瓜
二
つ
の
よ
う
に
似
て
い
る
の
で
、
少
し
油
断
す
る
と
、
互
い
の
区

別
が
し
が
た
く
な
る
よ
う
な
日
々
で
あ
る
が
、
そ
の
今
が
ま
た
そ
の
現
在
を
、
一
ヵ
月
前
、
一
年
前
に
あ
っ
た
現
在
と
混
同
し
、
そ

れ
と
一
緒
に
な
っ
て
、
「
い
つ
も
」
に
ぼ
や
け
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
ぼ
や
け
も
す
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
ま
だ
」

と
「
ま
た
」
と
「
こ
れ
か
ら
」
を
腐
別
す
る
倫
理
的
な
意
識
が
残
っ
て
い
て
も
、
「
今
日
」
が
過
去
と
未
来
を
我
と
区
別
す
る
た
め

の
、
「
昨
日
」
「
明
日
」
と
い
う
名
将
の
意
味
を
ひ
ろ
げ
て
、
そ
れ
を
も
っ
と
大
き
い
開
係
に
適
用
し
た
く
な
る
誘
惑
が
忍
び
こ
ん
で

く
る
。
た
ぶ
ん
も
っ
と
小
さ
な
惑
星
に
は
、
微
細
時
間
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
生
き
て
い
る
生
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
「
短
か
い
」

一
生
に
と
っ
て
は
、
我
々
の
秒
針
の
チ
ク
タ
ク
歩
き
も
時
針
の
の
ろ
の
ろ
し
た
歩
み
に
等
し
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
の
は

別
に
む
つ
か
し
く
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
ま
た
逆
の
生
物
も
想
像
で
き
よ
う
。
そ
の
空
間
に
は
巨
大
な
歩
幅
の
時
間
か
結
び
つ
い
て

い
て
、
「
た
っ
た
今
」
、
「
少
し
あ
と
で
」
、
「
昨
日
」
、
「
明
日
’
」
と
い
う
へ
だ
た
り
の
概
念
が
、
彼
ら
の
経
験
で
は
途
方
も
な
く
拡
大

さ
れ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
と
。
こ
う
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
し
、
寛
容
の
相
對
主
義
の
精
神
で
判
断
し
て
も
、
「
所
か

わ
れ
ば
品
か
わ
る
」
の
格
言
か
ら
し
て
も
、
正
富
で
、
健
全
で
、
立
派
だ
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
一
日
、
一
週
間
、
一
ヵ
月
、
一
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一
二

學
期
と
い
う
も
の
が
。
か
く
も
重
要
な
役
目
を
演
じ
、
生
活
に
か
く
も
多
く
の
髪
化
と
進
歩
を
も
た
ら
す
よ
う
な
年
齢
で
あ
り
な
が

ら
、
或
る
日
、
「
一
年
前
」
と
言
う
か
わ
り
に
「
昨
日
」
、
「
一
年
後
」
と
言
う
か
わ
り
に
「
明
日
」
と
言
う
と
い
う
よ
う
な
悪
癖
に

染
ま
っ
た
り
。
で
な
く
て
も
時
た
ま
そ
の
誘
惑
に
負
け
た
り
す
る
よ
う
な
人
の
子
は
、
い
っ
た
い
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

疑
い
も
な
く
こ
こ
は
「
迷
い
と
乱
れ
」
と
い
う
批
評
が
ぴ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
、
だ
か
ら
我
々
は
心
か
ら
憂
慮
し
て
よ
い
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
讃
ん
で
く
る
と
、
主
人
公
の
時
間
経
験
の
昏
迷
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
賞
人
生
の
活
動
的
な
生
活
か
ら
隔
絶
さ

れ
た
、
い
わ
ば
密
室
の
よ
う
な
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
毎
日
が
常
に
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
生
活
を
多
年
つ
づ
け

て
い
る
と
、
現
在
の
今
と
過
去
の
今
と
が
匪
別
で
き
な
く
な
っ
て
永
遠
の
今
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
又
か
り
に
差
別
感
は
あ
っ
て

も
、
大
ま
か
な
時
間
の
浪
費
者
に
な
っ
て
。
例
え
ば
一
年
後
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
明
日
と
言
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
状
態
を
指
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
ブ
が
サ
ナ
ト
ジ
ム
に
着
い
た
次
の
日
、
ヨ
ア
ヒ
ム
が
八
週
間
前
の
事
を
、
こ
の
あ
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
よ
‘
）

と
言
う
の
を
聞
い
て
、
こ
の
あ
い
だ
な
ど
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
た
し
な
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
ま
だ
「
平
地
」

の
人
間
で
あ
る
こ
と
、
平
地
人
の
時
間
感
受
で
晋
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か
し
今
は
。
こ
と
ご
と

く
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
彼
が
「
魔
の
山
」
の
住
民
た
る
資
格
を
得
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
語
り
手
は
示
唆
し
、
か
つ
そ
の
よ
う

な
状
態
を
「
迷
い
と
乱
れ
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
憂
慮
に
あ
た
い
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
で
。
作
者
が
語
り
手
に
語
ら
せ
た
か
っ
た
趣
旨
は
、
だ
い
た
い
言
い
轟
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
最
後
に
、

こ
の
節
の
標
題
と
さ
れ
た
「
海
逡
の
散
歩
」
が
、
既
述
の
事
柄
の
イ
ラ
予

っ
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
撥
惑
の
境
地
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
捨
て
が
た
い
が
、
し
か
し
ま
た
批
判
の
對
象
と
な
る
べ
き
時
空
の
迷
い

と
乱
れ
の
境
地
が
。
そ
こ
の
本
文
の
大
要
を
述
べ
よ
う
。



　

我
々
の
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
る
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
「
風
景
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
よ
い
も
の
な
ら
、
こ
の
世
に
は
、

時
空
の
へ
だ
た
り
が
既
れ
、
消
え
去
っ
て
、
目
ま
い
が
す
る
よ
う
な
無
差
別
感
を
生
ず
る
の
が
、
或
る
程
度
。
自
然
で
も
あ
り
富
然

で
も
あ
っ
て
。
休
暇
の
お
り
に
そ
の
魔
法
に
か
か
る
の
も
、
別
に
差
支
え
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
風
景
の
環
境
が
存
在
し
て

い
る
。
海
逼
の
散
歩
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
我
が
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
雪
の
山
に
ひ
と
り
ス
キ
ー
を
は
い
て
登
っ
た
と

き
。
あ
た
り
の
雪
景
色
に
よ
く
似
た
ふ
る
さ
と
の
砂
丘
を
な
つ
か
し
く
思
い
浮
か
べ
た
し
、
讃
者
に
も
そ
の
経
験
や
追
憶
が
お
あ
り

だ
ろ
う
か
ら
、
我
々
が
こ
の
あ
や
し
い
迷
い
の
境
地
を
こ
こ
に
持
ち
出
し
て
も
、
我
々
を
見
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　

君
は
歩
き
に
歩
い
て
ゆ
く
…
・
：
君
は
そ
の
よ
う
な
散
歩
か
ら
、
頃
よ
く
家
へ
婦
っ
て
く
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
ろ
う
、
君
は
時
間

か
ら
離
れ
、
時
間
は
君
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

お
お
、
海
よ
、
我
々
は
お
ま
え
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
物
語
り
を
し
て
い
る
が
．
我
々
は
お
ま
え
の
こ
と
を
思

い
、
お
ま
え
を
愛
し
て
い
る
の
だ
し
、
お
ま
え
も
は
つ
き
り
、
大
登
で
呼
ん
で
．
我
々
の
物
語
り
の
な
か
に
居
合
わ
せ
て
も
ら
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
．
今
ま
で
い
つ
も
、
ひ
そ
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
し
．
今
も
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
．

　

ど
よ
め
く
大
海
原
、
淡
い
灰
色
の
大
空
、
唇
に
塩
気
を
ね
ば
り
つ
け
る
き
つ
い
湿
気
．
海
藻
や
小
さ
な
貝
の
ち
ら
ぱ
っ
て
い
る
砂

の
上
を
歩
い
て
ゆ
く
と
、
耳
は
、
の
び
の
び
と
邪
気
も
な
く
空
間
を
吹
い
て
ゆ
く
大
き
な
．
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
、
お
だ
や
か
な
風
に

つ
つ
ま
れ
て
．
頭
が
ほ
ん
の
り
麻
庫
す
る
の
を
感
じ
る
。
Ｉ
Ｉ
Ｉ
我
々
は
歩
き
に
歩
き
、
寄
せ
て
は
返
す
白
波
が
足
を
ぬ
ら
そ
う
と
す

る
の
を
見
る
．
波
は
泡
だ
ち
．
明
る
く
低
く
音
た
て
て
は
ね
返
り
、
次
か
ら
次
に
お
し
よ
せ
．
渚
に
絹
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
る
、
－

こ
こ
で
も
、
あ
そ
こ
で
も
．
外
の
砂
洲
の
と
こ
ろ
で
も
．
そ
し
て
こ
の
も
つ
れ
た
、
一
面
の
、
や
さ
し
く
ざ
わ
め
く
波
音
は
．
我
々
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一
四

の
耳
を
、
世
界
の
ど
ん
な
聾
に
も
閉
ざ
す
の
だ
。
深
い
満
足
感
、
意
識
し
た
忘
却
…
…
。
眼
を
ふ
さ
ご
う
、
永
遠
の
ふ
と
こ
ろ
に
守
ら

れ
て
。
向
う
の
、
白
波
の
た
つ
灰
緑
色
の
は
る
か
沖
に
、
途
方
も
な
く
短
か
く
な
っ
て
地
平
線
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
沖
に
、
あ
そ
こ

に
、
帆
が
ひ
と
つ
見
え
る
。
あ
そ
こ
？

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
「
あ
そ
こ
」
だ
。
ど
れ
ほ
ど
遠
い
？
・

　

ど
れ
ほ
ど
近
い
？

　

そ
れ
は
目

も
く
ら
む
ば
か
り
に
君
の
判
断
か
ら
す
り
ぬ
け
る
。
あ
の
舟
が
岸
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
距
離
か
を
言
う
た
め
に
は
、
君
は
舟
が
じ
た

い
物
栽
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
大
い
さ
か
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
さ
く
て
近
い
の
か
、
大
き
く
て
遠
い
の
か
、
分
ら

な
く
て
君
の
眼
は
ぽ
う
と
な
る
。
君
の
内
部
か
ら
は
、
ど
ん
な
器
官
も
、
感
官
も
、
空
間
に
つ
い
て
委
細
を
教
え
て
く
れ
ぬ
か
ら
だ
…

我
々
は
歩
き
に
歩
く
Ｉ
も
う
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
？
・

　

距
離
を
？
・

　

そ
れ
は
分
ら
な
い
。
歩
を
運
ん
で
い
て
。
何
も
愛
ら
な
い
の

だ
。
あ
そ
こ
で
も
、
こ
こ
で
も
、
以
前
も
、
今
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
。
空
間
の
果
し
な
い
軍
調
さ
の
な
か
に
時
間
は
埋
没
し
、

勁
か
ら
勣
へ
の
運
動
は
、
無
差
別
か
領
し
て
い
る
と
き
、
も
は
や
運
動
で
な
く
な
り
、
そ
し
て
運
動
が
も
は
や
運
動
で
な
い
よ
う
な

と
こ
ろ
で
は
、
時
間
も
な
い
。

　

ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
に
「
甘
い
眠
り
」
（
一
九
〇
九
年
）
と
い
う
随
想
が
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
眠
り
へ
の
愛
着
と
海
へ
の
愛
着
は
、

自
分
の
幼
い
と
き
か
ら
の
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
無
と
か
、
永
遠
な
る
も
の
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
へ
の
、
私
術
家
ら
し
く
な
い
愛

着
に
そ
の
共
通
の
根
を
有
し
て
い
る
の
で
、
自
分
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
抗
う
の
は
、
矯
正
と
紀
律
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｓ
）

あ
り
、
巌
粛
き
わ
ま
る
語
を
用
い
る
な
ら
。
モ
ラ
ル
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
モ
ラ
ル
と
は
何
か
、
藤
術
家

　

「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
死
」
（
一
九
こ
一
年
）
で
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
矯
正
と
紀
律
に
よ
っ
て
制
作
を
か
ち
と
っ
て
き
た
老
匠
を
つ
い
に

滅
ぼ
す
の
は
、
抑
え
ら
れ
て
心
の
底
に
か
く
れ
て
い
た
無
へ
の
、
永
遠
な
る
も
の
へ
の
傾
情
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ジ
ド
の



海
逡
で
美
少
年
の
水
着
の
姿
態
に
見
惚
れ
る
彼
の
眼
の
前
に
は
、
そ
の
解
穀
し
て
ゆ
く
心
に
照
悳
す
る
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
、
茫
洋

と
し
た
海
原
が
果
し
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
魔
の
山
」
で
は
、
主
人
公
の
時
間
経
験
の
昏
迷
と
混
胤
を
語
る
と
こ
ろ
で
、

同
じ
イ
メ
ー
ジ
と
境
地
が
呼
び
か
え
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
境
地
の
魅
惑
と
、
そ
れ
へ
の
疑
い
と
批
判
。
第
一
次
大
戦
前
の
作
者
の
こ
の
内
心
の
劇
は
、
だ
か
ら
彼
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
へ
の
韓
向
な
ど
と
言
は
れ
る
二
十
年
代
の
こ
の
長
篇
小
説
で
も
ま
だ
績
い
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
「
ヴ
ェ
ニ

ス
の
死
」
で
も
「
魔
の
山
」
で
も
、
語
り
手
は
ど
ち
ら
も
、
主
人
公
の
誘
惑
へ
の
深
ま
り
を
、
憂
慮
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
こ
と
だ
。

し
か
し
前
者
で
は
本
気
で
、
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
。
後
者
で
は
も
っ
と
距
離
を
お
い
て
、
鯨
裕
を
も
っ
て
。
こ
の
違
い
は
、
前
者
で

は
主
人
公
が
老
大
作
家
。
後
者
で
は
む
し
ろ
並
の
青
年
イ
ン
テ
リ
グ
ン
チ
″
で
あ
る
と
い
う
對
象
の
違
い
だ
け
か
ら
く
る
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。

　

上
述
の
よ
う
な
こ
の
作
家
の
内
心
の
デ
ィ
ア
ン
ク
テ
ｆ
ｌ
ク
、
自
己
自
身
と
の
だ
た
か
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
鹿
じ
て
の
ヴ

ァ
ジ
ェ
ー
ジ
・
ン
を
示
し
な
が
ら
。
第
一
次
大
戦
前
の
彼
の
諸
作
品
の
主
題
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
同
時
に
そ
れ
が

時
代
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
感
づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
蓼
術
家
と
し
て
の
存
在
。

そ
の
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
豊
験
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
戦
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
こ
れ
が
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、

ま
た
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
富
代
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
は
ご

と
か
の
言
葉
で
呼
ば
れ
る
世
界
。
マ
ン
の
用
語
で
い
え
ば
死
の
世
界
、
言
葉
を
か
え
れ
ば
ド
イ
ツ
ー
ロ
マ
ン
的
世
界
が
。
精
仰
の
面

で
は
反
理
性
論
や
非
合
理
主
義
の
か
た
ち
で
ふ
た
た
び
前
景
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
。
政
治
仕
會
の
分
野
で
は
反
動
的
國
粋
主
義
や
、

さ
ら
に
拾
頭
し
て
く
る
ナ
チ
ズ
ム
と
し
て
賞
勢
力
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
極
め
て
危
瞼
な
反
人
間
的
野
畳
へ
通
じ
て
い
る

こ
と
を
い
ち
は
や
く
洞
察
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
六

　

だ
か
ら
ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
は
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
ブ
が
死
と
病
気
の
魔
力
に
誘
惑
さ
れ
、
そ
の
世
界
を
領
し
て
い
る
時
間
意
識
の

と
り
こ
に
な
る
’
こ
と
に
ヽ
も
っ
と
し
っ
か
り
、
そ
れ
は
憂
う
べ
き
こ
と
だ
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ
。
だ
。
し
か
し
こ
こ
に
も
彼
の
二
面

性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
憂
う
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
判
断
の
う
し
ろ
に
は
、
し
か
し
拒
否
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
保
留

が
聞
こ
え
て
い
る
か
ら
だ
。
も
し
拒
否
す
べ
き
な
ら
、
だ
い
た
い
「
魔
の
山
」
と
い
う
作
品
が
成
り
立
つ
ま
い
。
眠
り
と
海
の
魅
惑

は
き
わ
め
て
強
く
、
そ
れ
に
う
ち
克
つ
た
め
に
は
。
み
づ
か
ら
も
危
瞼
に
身
を
挺
し
て
。
海
の
深
み
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
来
な
け
れ
ぱ

な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
彼
の
豊
験
か
ら
得
た
持
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
性
と
し
て
も
意
志
と
し
て
も
、
海
は
彼
の
制
作
か
ら
一
生
の

あ
い
だ
消
え
去
る
ま
い
。
さ
き
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
海
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
高
山
で
物
語
り
を
し
て
い
て
も
、
「
我
々
は
お
ま

え
の
こ
と
を
思
い
、
お
ま
え
を
愛
し
て
い
る
の
だ
し
、
お
ま
え
も
は
っ
き
り
、
大
馨
で
呼
ん
で
、
我
々
の
物
語
り
の
な
か
に
居
合
わ

せ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
ま
で
い
つ
も
。
ひ
そ
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
今
も
そ
う
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
」
と
い
う
語
り
手
の
妙
に
し
み
じ
み
し
た
感
慨
は
、
や
は
り
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
。

　

本
文
の
ほ
う
は
次
に
行
が
改
っ
て
。
「
海
漫
の
散
歩
」
の
節
の
最
後
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
。
こ
こ
は
全
文
を
譚
し
て
み
よ
う
と

思
う
。

　

中
世
の
學
者
た
ち
は
、
時
間
は
錯
受
で
あ
っ
て
、
時
間
が
因
果
性
と
連
績
で
経
過
す
る
と
い
う
の
は
、
我
々
の
五
官
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
産
物
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
。
も
の
の
員
の
存
在
は
動
か
ぬ
今
で
あ
る
、
と
説
い
た
。
か
か
る
晋
想
を
最
初
に
し
た
博
士
は
海

逡
を
散
歩
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
Ｉ
永
遠
と
い
う
も
の
の
、
ほ
の
か
な
苦
が
み
を
唇
に
感
じ
な
が
ら
。

こ
の
疑
問
文
は
、
姿
の
た
い
そ
う
優
雅
な
イ
ロ
ニ
ー
だ
。
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
た
い
し
て
教
育
者
の
役
目
を
演
ず
る
人
物
た
ち



の
一
人
で
あ
る
ナ
フ
タ
が
、
中
世
の
博
士
ら
の
思
想
を
岨
述
す
る
イ
エ
ズ
ス
會
士
の
教
授
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
本
文
は

つ
づ
け
て
。

　

と
も
あ
れ
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
我
々
が
い
ま
語
っ
て
い
る
の
は
休
暇
中
の
特
典
、
生
活
の
鈴
暇
の
空
想
な
の
で
、
そ
れ
に
は
倫

理
的
な
精
紳
は
、
活
動
的
な
男
子
が
ぬ
く
い
砂
浴
み
に
す
ぐ
飽
き
る
よ
う
に
。
た
ち
ま
ち
飽
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
認

識
の
諸
手
段
と
諸
形
式
を
批
判
し
て
、
そ
れ
ら
の
絶
對
的
な
妥
富
性
を
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
の
は
。
も
し
そ
れ
が
理
性
に
そ
の

限
界
を
、
理
性
が
そ
れ
を
踏
み
越
え
た
ら
、
自
分
の
本
来
の
任
務
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
限
界
を
指
し
示
す
と

い
う
意
味
で
な
く
て
、
別
の
意
味
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
條
理
で
、
破
廉
恥
で
、
邪
悪
（
Ｓ
Ｅ
ａ
Ｓ
ｇ
ａ
ｒ
ｇ
）
で
あ

ろ
う
。
我
々
は
、
セ
テ
ム
ブ
リ
ー
ニ
氏
の
よ
う
な
人
が
、
い
ま
そ
の
運
命
が
語
ら
れ
て
お
り
、
彼
が
あ
る
機
會
に
「
人
生
の
厄
介

息
子
」
と
い
み
じ
く
も
呼
ん
だ
青
年
に
向
っ
て
、
教
育
者
と
し
て
き
っ
ぱ
り
、
形
而
上
學
を
「
悪
」
と
名
づ
け
た
こ
と
を
、
ほ
ん

と
う
に
感
謝
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
。
批
判
の
原
理
の
意
義
と
目
的
と
目
標
は
唯
ひ
と
つ
、
義
務
の
観
念
、
生
の

命
令
で
あ
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
あ
り
得
る
と
言
明
す
る
が
。
こ
の
言
明
こ
そ
我
々
の
愛
す
る
故
人
（
ヨ
ア
ヒ
ム
ー
ツ
ィ
ー
ム
セ
ン
の
こ

と
・
筆
者
註
）
の
思
い
出
を
最
も
よ
く
重
ん
じ
る
こ
と
な
の
だ
。
然
り
、
立
法
者
た
る
智
慧
は
理
性
を
批
判
し
て
、
そ
の
境
界
を

標
示
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
境
界
の
と
こ
ろ
に
生
の
旗
を
う
ち
立
て
て
、
こ
の
旗
の
も
と
で
服
務
す
る
こ
と
を
、
人
間
の
兵
士

と
し
て
の
義
務
だ
と
宣
言
し
た
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
饒
舌
家
（
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
院
長
ベ
ー
レ
ン
ス
の
こ
と
。
筆
者
註
）
の
い
わ
ゆ
る

　

「
く
そ
勉
強
」
の
た
め
に
、
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
軍
人
の
従
兄
弟
は
つ
い
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
我
々
は
そ
の
こ
と
を
考

慮
し
て
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
を
大
目
に
み
て
や
っ
て
、
彼
の
不
謹
慎
な
時
間
の
切
り
盛
り
、
永
遠
と
の
悪
ふ
ざ
け
も
、
そ
の
せ

い
で
彊
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八

　

こ
れ
で
「
海
盗
の
散
歩
」
の
節
は
終
る
。
こ
の
と
こ
ろ
は
こ
の
節
の
結
論
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
イ
ロ

ー
ニ
ジ
ュ
な
も
の
は
な
い
と
私
は
感
じ
る
。
こ
こ
で
作
者
が
語
り
手
に
言
わ
せ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
主
観
的
な
時
間
経
験

か
ら
褐
立
し
て
い
る
時
間
の
流
れ
を
否
定
す
る
の
は
形
而
上
學
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
形
而
上
學
は
、
認
識
論
の
問
題
た

る
こ
と
を
越
え
て
、
生
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
時
間
の
客
観
性
を
認
識
す
る
の
は
理
性
で
あ
る
が
、
理
性
も
そ
の

限
界
を
知
る
べ
き
で
あ
り
。
そ
の
境
界
覧
に
は
生
の
旗
が
立
っ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
そ
の
生
に
奉
仕
せ
よ
と
い
う
の
が
智
慧
の

要
求
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
か
と
思
う
。
時
間
の
問
題
は
、
こ
の
小
説
の
。
死
と
病
気
を
く
ぐ
り
抜
け
て
の
生
へ

の
奉
仕
と
い
う
主
題
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
（
Ｓ
ｎ
ｉ
ａ
、
一
『
Ｅ
Ｑ
ｇ
ｇ
ａ
』
と
い
う
人
が
「
ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
に
お
け
る
時
間
の
概
念
」

　

（
｛
｝
Ｑ
『
“
Ｑ
Ｉ
”
’

ａ
ａ
Ｎ
ａ
”
ｇ
’
、
｛
。
ｒ
ｏ
∃
Ｓ
‘
’
、
’
ｇ
巳

　

と
い
う
論
文
を
書
い
て
マ
ン
に
献
呈
し
た
そ
の
綾
状
の
な
か
で
（
一
九
三
八
年
）
、
マ
ン
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｇ
）

分
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
一
度
も
讃
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
「
魔
の
山
」
を
書
き
上
げ
る
ま
で
の
マ
ン
が
、
富
時
の
時
間
空

間
に
か
ん
す
る
哲
學
上
の
問
題
を
ど
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
た
か
、
ま
た
知
っ
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い

る
資
料
で
は
判
然
と
し
な
い
。
が
、
さ
き
に
も
鯛
れ
た
よ
う
に
、
二
十
年
代
の
彼
の
た
た
か
い
は
。
富
時
の
ド
イ
ツ
の
精
紳
界
を
領

し
て
い
た
反
理
性
論
や
非
合
理
主
義
の
傾
向
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
敵
手
た
ち
が
、
理
性
的
自
然
認
識
で
あ
る
自
然
科
學

が
捷
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
、
意
識
か
ら
掲
立
し
た
「
因
果
性
と
連
績
で
経
過
す
る
時
間
」
の
概
念
を
拒
否
し
た
こ
と
は
富
然
で
あ
る
。

そ
こ
で
ト
ー
マ
ヌ
ー
マ
ン
は
「
魔
の
山
」
で
時
間
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
自
分
の
反
論
を
作
品
と
い
う
か
た
ち
で
對
置
さ
せ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
認
識
論
の
問
題
と
し
て
よ
り
、
は
る
か
に
多
く
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
が

生
に
た
い
す
る
利
と
害
と
い
う
硯
覧
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
彼
は

こ
の
小
説
で
時
間
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
、
そ
の
こ
と
は
後
で
述
べ
る
。



　

右
に
詳
し
た
文
章
の
な
か
で
、
人
隠
の
認
識
の
諸
手
段
と
諸
形
式
と
い
う
言
葉
か
あ
る
が
。
こ
の
手
段
と
形
式
と
は
、
前
後
の
脈

絡
か
ら
し
て
、
前
者
は
理
性
（
そ
の
他
に
何
か
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
）
、
後
者
は
時
間
と
空
間
が
意
味

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
存
在
の
形
式
が
時
間
と
空
間
で
あ
る
ゆ
え
に
。
精
神
の
行
篤
と
し
て
の
認
識
の
形
式
も
時

間
と
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
マ
ン
が
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
。
こ
れ
も
判
然
し
な
い
。
そ
し
て
理
性
に
よ
る
世
界
（
自
然
と
仕

會
）
の
認
識
に
そ
の
限
界
を
指
し
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
不
可
知
論
の
導
入
、
そ
れ
へ
の
譲
歩
と
受
け
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が

次
の
故
人
ヨ
ア
ヒ
ム
の
思
い
出
云
々
以
下
の
文
章
に
な
る
と
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
理
性
は
理
論
的
で
な
く
賓
践
的
な
理
性
が
意

味
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

そ
こ
で
立
法
的
な
智
慧
が
理
性
を
批
判
し
て
、
そ
の
境
界
を
標
示
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
魔
の
山
」
に
つ
い
て
み
る

と
。
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
に
教
育
者
と
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ー
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
セ
テ
ム
ブ
ジ
ー
ニ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
）

こ
の
生
徒
か
ら
「
理
性
の
角
笛
ば
か
り
吹
い
て
い
る
」
と
評
さ
れ
て
、
つ
い
に
彼
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
照
膳
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
の
市
民
階
級
の
革
命
的
な
理
念
で
あ
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
今
や
古
び
て
、
強
力
に
拾
頭
し
て
き

た
ア
ン
チ
ー
ヒ
Ｊ
Ｉ
マ
ニ
ズ
ム
に
十
分
に
對
抗
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
マ
ソ
の
事
貴
認
識
か
ら
来
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
既
述

の
よ
う
に
彼
は
後
者
と
た
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
両
者
に
た
い
す
る
マ
ン
の
批
判
は
、
ど
こ
ま
で
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
’
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
場
所
で
、
彼
は
古
び
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
合
理
主
義
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る

の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
境
界
を
標
示
し
た
智
慧
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
例
の
第
六
章
の
「
雪
」
の
節
で
、
ハ
ッ
ス
・

カ
ス
ト
ル
プ
が
そ
の
「
思
想
の
夢
」
の
な
か
で
つ
か
ん
だ
「
人
間
は
死
の
考
え
に
屈
し
て
は
な
ら
ぬ
。
善
意
と
愛
と
を
重
ん
じ
る
が

　
　
　
　

（
Ｓ
）

た
め
で
あ
る
」
と
い
う
、
あ
の
悟
り
を
意
味
し
て
い
る
と
解
譚
し
て
お
く
。

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇

　

そ
れ
で
は
智
慧
が
理
性
の
境
界
黙
に
立
て
る
「
生
の
旗
」
。
「
そ
の
旗
の
も
と
で
の
服
務
」
、
あ
る
い
は
「
生
の
命
令
」
な
ど
と
言

わ
れ
る
と
き
、
そ
の
生
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
と
は
、
マ
ン
が
「
精
紳
」
や
「
自
然
」
と
と
も
に
。

そ
の
作
家
活
動
の
は
じ
め
か
ら
大
切
に
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
無
規
定
で
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
内

容
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
な
い
。
あ
る
と
き
は
現
賓
の
祓
會
生
活
と
と
れ
る
し
（
そ
の
ば
あ
い
は
精
祁
に
對
立
す
る
賓
生
活
の
意
味

で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
、
あ
る
と
き
は
人
間
の
生
命
の
Ｉ
切
の
い
と
な
み
に
ま
で
篆
大
し
て
考
え
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
前
者

は
後
者
よ
り
規
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
、
祀
會
を
構
成
し
て
い
る
階
級
や
層
の
多
様
さ
。
そ
の
對
立
や
矛
盾
は
ほ
と
ん

ど
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
の
旗
の
も
と
で
の
服
務
、
生
へ
の
奉
仕
と
い
っ
て
も
、
「
魔
の
山
」
全
健
の

開
連
か
ら
見
て
、
そ
の
具
替
的
な
内
容
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ー
マ
イ
ス
タ
ー
」
で
も
「
緑
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
」
で
も
。
若
い
主
人
公
の
人
生
遍
歴
は
生
へ
の
奉
仕
へ
向
っ
て
開

か
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
市
民
祀
會
の
な
か
の
一
定
の
職
業
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
し
か
し
そ
の
賓
生
活
の
展
開
は
描

か
れ
な
い
）
。
「
魔
の
山
」
に
登
っ
て
き
た
ハ
ソ
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
、
セ
テ
ム
プ
リ
ー
ニ
は
も
う
最
初
の
日
か
ら
、
早
く
「
平
地
」

へ
婦
っ
て
働
け
、
と
繰
り
返
し
勧
告
す
る
。
具
催
的
に
は
造
船
技
師
の
責
務
に
つ
け
、
と
い
う
こ
と
だ
。
作
者
も
こ
の
意
見
を
支
持
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ｇ
）

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
ハ
ン
ス
ー
カ
ヌ
ト
ル
プ
は
進
ん
で
「
魔
の
山
」
の
魔
法
の
と
り
こ
に
な
り
。
数
年
後
に
は
す
っ

か
り
こ
こ
の
住
民
に
な
り
お
え
、
「
平
地
」
か
ら
、
つ
ま
り
現
代
の
資
本
制
仕
會
の
ふ
つ
う
の
賓
生
活
か
ら
完
全
に
疎
隔
さ
れ
た
状

態
に
な
る
。
し
か
し
つ
い
に
第
一
次
大
戦
の
勃
発
が
「
晴
天
の
露
屋
」
（
終
節
の
標
題
）
と
な
っ
て
彼
を
そ
の
深
い
眠
り
か
ら
呼
び
さ

ま
し
。
彼
は
參
戦
を
志
願
し
て
下
山
し
て
ゆ
く
。
結
尾
の
場
面
、
我
々
が
ふ
た
た
び
彼
に
ま
み
え
る
と
き
は
、
彼
は
銃
剣
ひ
っ
さ
げ

て
敵
陣
へ
突
貫
し
て
ゆ
く
兵
士
と
し
て
視
界
を
す
ぎ
て
ゆ
き
。
そ
の
姿
は
喧
噪
と
雨
と
薄
暮
の
な
か
に
消
え
う
せ
る
。
そ
し
て
こ
の

長
篇
小
説
の
幕
が
下
り
る
。



　

平
地
の
む
し
ろ
平
凡
な
青
年
知
識
人
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
が
平
地
で
は
叢
験
で
き
な
か
ろ
う
よ
う
な
精
細
と
肉
叢
の

冒
瞼
を
経
て
、
つ
い
に
到
り
着
い
た
生
へ
の
奉
仕
か
、
こ
の
よ
う
な
す
が
た
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
語
り
手
も
そ
う
な
ら
、

我
々
も
ま
た
或
る
痛
ま
し
さ
を
お
ぽ
え
、
何
か
鐸
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
と
に
残
る
の
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

恐
ら
く
作
者
も
意
圖
し
た
効
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

「
魔
の
山
」
を
讃
ん
で
我
々
は
、
こ
れ
は
た
し
か
に
ド
イ
ツ
傅
統
の
教
養
小
説
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
だ
と
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
加
）

者
が
意
圖
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
教
養
小
説
と
い
う
古
い
嚢
に
、
現
代
の
青
年
知
識
人
の
人
間
形
成
と
い
う
新
し
い
酒
を
盛
ろ
う
と

す
れ
ば
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
な
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
作
者
は
こ
の
小
説
に
よ
っ
て
賓
際
に
示
し
て
み
せ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、

主
人
公
の
人
生
穀
験
は
死
と
病
気
の
領
す
る
高
山
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
行
わ
れ
、
彼
の
教
養
の
た
め
の
旅
は
、
い
わ
ぱ
仕
會
か
ら
隔
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（
ｎ
）

離
さ
れ
た
密
室
の
中
で
経
過
し
て
ゆ
き
。
そ
れ
を
く
ぐ
り
抜
け
て
人
生
奉
仕
に
つ
い
た
主
人
公
の
「
そ
の
行
手
は
よ
く
な
い
」
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
認
）

う
い
う
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
だ
。
作
者
の
言
う
「
更
新
さ
れ
た
教
養
小
説
」
が
こ
の
よ
う
な
結
果
で
終
っ
て
い
る
こ
と
は
、
生
の
旗
の

も
と
で
の
服
務
の
道
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
、
作
者
が
は
っ
き
り
知
り
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
自
愛
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。

　

ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
滞
在
は
一
九
〇
七
年
八
月
の
初
め
か
ら
一
四
年
八
月
ま
で
、
ま
る
七
年
間
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
終
節
の
「
晴
天
の
扉
震
」
の
と
こ
ろ
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
冒
頭
に
彼
が
七
年
こ
の
山
上
に
い
た

こ
と
が
言
わ
れ
、
や
が
て
大
戦
勃
登
に
よ
っ
て
彼
が
下
山
す
る
と
こ
ろ
で
、
や
っ
と
そ
の
七
年
間
の
年
次
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
勣
に
も
こ
の
小
説
に
お
け
る
時
間
の
扱
い
方
の
一
端
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
の
小
論
の
は
じ
め
に
鯛
れ
た
物
語
り
の
現
貢
の
時

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
Ｉ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二

間
と
内
容
の
時
間
（
こ
こ
で
は
七
年
間
）
と
の
関
係
を
、
「
魔
の
山
」
に
つ
い
て
以
下
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
ワ
イ
ガ

ン
ト
が
早
く
か
ら
注
意
し
た
こ
と
で
あ
る
が
｛
｝
｛
Ｑ
『
ヨ
呂
ロ
』
．
Ｓ
ａ
£
ｇ
Ｒ
、
｛
。
ｇ
∃
Ｓ
Ｋ
Ｑ
ロ
ロ
ｉ
Ｚ
ｏ
ｇ
’
。
ｅ
ａ
Ｎ
呂
び
ａ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｂ
）

ぼ
ｇ
ｊ
Ｚ
Ｑ
Ｓ
べ
ｏ
ｇ
｝
｀
Ｓ
）
、
そ
の
後
こ
の
問
題
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

現
代
の
我
々
は
物
語
り
を
聞
く
の
で
は
な
く
て
蹟
む
の
で
あ
る
か
ら
、
物
語
り
を
語
る
に
要
す
る
時
間
、
す
な
わ
ち
現
賓
の
時
間

は
頁
斂
に
よ
っ
て
相
對
的
に
測
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
我
々
が
選
ん
だ
テ
キ
ス
ト
に
捷
っ
て
。
こ
の
物
語
り
の
現
賓
の
時
間
と
内

容
の
時
間
と
の
開
係
を
簡
軍
な
表
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

到
着
の
夜
と
次
の
一
日
（
第
一
－
三
章
）

以
後
の
三
週
間
（
第
四
章
）

八
月
末
か
ら
翌
年
（
一
九
〇
八
年
）
三
月
上
旬
ま
で
六
ヵ
月
強
（
第
五
章
）
…
・

そ
れ
以
後
、
翌
年
（
一
九
〇
九
年
）
十
一
月
ま
で
約
一
年
九
ヵ
月
（
第
六
章
）

そ
れ
以
後
、
一
九
一
四
年
八
月
ま
で
約
四
年
九
ヵ
月
（
第
七
章
）

　

…
：

ご
二
頁

こ
一
五
頁

二
二
二
頁

二
六
九
頁

二
四
七
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計

　

九
八
四
頁

　

こ
の
表
か
ら
分
る
よ
う
に
、
は
じ
め
の
七
ヵ
月
で
（
第
五
章
の
終
ま
で
）
全
穀
の
紙
数
の
ほ
ぽ
半
分
が
費
さ
れ
て
お
り
。
な
か
で
も

朝
か
ら
夜
ま
で
の
第
一
日
は
、
そ
れ
を
語
る
の
に
相
對
的
に
最
も
多
く
の
時
間
が
か
か
る
が
。
そ
れ
に
反
し
て
内
容
の
時
間
と
し
て

は
最
も
長
い
第
七
章
は
、
相
對
的
に
最
も
短
か
い
時
間
で
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
現
賓
の
時
間
と
内
容
の
時
間
と
の
開
係
は
反
比
例
し

て
お
り
、
し
か
も
そ
の
反
比
例
は
物
語
り
の
初
め
の
ほ
う
と
終
り
の
ほ
う
と
で
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
着
い
た
八
月
上
旬
の
火
曜
日
の
夜
と
次
の
一
日
の
彼
の
初
経
験
は
、
お
そ
ら
く
世
界

文
學
に
も
あ
ま
り
例
が
な
い
よ
う
な
緻
密
さ
で
、
こ
の
長
篇
小
説
の
ほ
ぽ
八
分
の
一
の
紙
数
を
費
し
て
語
ら
れ
る
。
次
の
像
定
の
三
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週
間
、
そ
の
終
り
に
風
邪
の
つ
も
り
で
院
長
に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
。
肺
浸
潤
の
診
断
を
受
け
て
患
者
と
し
て
幾
る
こ
と
が
き
ま

る
ま
で
も
（
第
四
章
）
。
出
来
事
の
起
こ
る
曜
日
が
一
々
知
ら
さ
れ
な
が
ら
語
り
つ
が
れ
る
。
第
五
章
に
入
る
と
。
い
よ
い
よ
正
規
の

患
者
に
な
っ
た
主
人
公
が
、
「
魔
の
山
」
の
錬
金
術
的
作
用
の
も
と
に
、
精
神
と
官
能
の
経
験
を
深
め
て
ゆ
く
過
程
が
語
ら
れ
て
ゆ

く
。
そ
の
初
め
の
う
ち
は
日
付
も
か
な
り
正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
だ
ん
だ
ん
月
の
名
で
、
月
の
初
め
か
終
り
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
、
物
語
り
の
時
間
か
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
こ
れ
は
第
六
章
の
終
り
ま
で
つ
づ
く
）
。
そ
し
て
第
五
章
の
終
り
、
ハ
ッ

ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
に
と
っ
て
「
魔
の
山
」
の
主
な
吸
引
力
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
″
夫
人
に
、
謝
肉
祭
（
翌
年
の
三
月
上
旬
）
の
夜
の
放

逸
な
雰
圖
気
に
た
す
け
ら
れ
て
求
愛
し
、
セ
テ
ム
ブ
リ
ー
ニ
の
言
い
ま
わ
し
に
よ
れ
ば
「
柘
榴
の
賓
を
味
わ
ア

ひ
と
先
ず
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
来
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
で
物
語
り
全
部
の
現
貢
の
時
間
は
、
ほ
ぽ
半
ば
過
ぎ
去
っ
て
い
る
。

　

第
六
章
に
入
っ
て
ナ
フ
タ
が
現
わ
れ
、
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
啓
蒙
主
義
と
浪
曼
主
義
と
の
對
立
が
主
人
公
を
あ
い
だ
に
挾
ん
で

の
知
的
論
争
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
が
、
他
方
ヨ
ア
ヒ
ム
は
義
務
の
観
念
、
生
の
命
令
に
聴
従
し
て
、
病
勢
が
す
す
ん
で
い
る
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｕ
）

構
わ
ず
下
山
す
る
。
そ
し
て
こ
の
小
説
の
頂
上
と
い
う
べ
き
、
主
人
公
が
新
し
い
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
の
慄
感
に
達
し
た
と
作
者
の
言
う

　

「
雪
」
の
一
節
は
。
同
年
（
一
九
〇
八
年
）
の
終
り
か
ら
翌
年
の
初
め
に
か
け
て
の
冬
の
一
日
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
そ
の
次
の
節
。

　

「
軍
人
と
し
て
、
そ
し
て
け
な
げ
に
」
で
は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
は
病
勢
の
悪
化
の
た
め
に
再
び
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
も
ど
っ
て
く
る
が
、
間

も
な
く
死
に
。
そ
し
て
第
六
章
が
終
る
。
こ
れ
が
ハ
ン
ス
が
来
て
か
ら
三
年
目
（
一
九
〇
九
年
）
の
十
一
月
。
内
容
の
時
間
は
全
豊
の

三
分
の
一
し
か
経
過
し
て
い
な
い
が
、
現
賓
の
時
間
は
す
で
に
四
分
の
三
に
達
し
て
い
る
。

　

さ
て
そ
の
後
の
五
年
弱
を
占
め
る
第
七
章
に
入
る
と
、
先
ず
「
海
逡
の
散
歩
」
と
い
う
本
筋
か
ら
の
脇
路
の
よ
う
な
一
節
が
お
か

れ
る
。
そ
し
て
次
の
節
で
、
謝
肉
祭
の
翌
日
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
去
っ
た
ン
ざ
・
Ｉ
・
ジ
ャ
夫
人
が
。
ヘ
ー
パ
ー
コ
ル
ッ
に
伴
わ
れ
て
蹄
っ
て

く
る
が
、
ア
ト
グ
・
‘
ン
ト
の
頃
だ
と
だ
け
注
記
さ
れ
、
ヨ
ア
ヒ
ム
の
死
ん
だ
年
の
翌
年
の
そ
の
頃
か
と
讃
者
は
推
察
す
る
だ
け
で
。

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四

少
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
以
後
。
語
り
手
も
主
人
公
と
同
様
に
時
間
の
経
過
に
次
第
に
無
関
心
に
な
っ
て
ゆ
き
、
終
節
に
入
る
直

前
の
ナ
フ
タ
と
セ
テ
ム
ブ
ジ
ー
ニ
の
決
闘
も
二
月
だ
と
い
う
だ
け
で
、
い
つ
の
年
か
わ
か
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
終
節
に
入
る
と
、
冒
頭
で
い
き
な
り
「
七
年
間
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
は
こ
の
山
上
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
と
ど
ま
っ

た
」
と
言
わ
れ
、
無
精
鴛
を
は
や
し
、
時
計
も
カ
レ
ン
ダ
ー
も
持
つ
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
我
々
の
眼
の
前
に
あ
ら
わ

れ
る
。
が
、
ぽ
け
て
寝
そ
べ
っ
て
い
る
彼
を
。
と
っ
ぜ
ん
天
地
に
と
ど
ろ
き
わ
た
る
晴
天
の
害
意
が
そ
の
長
い
眠
り
か
ら
ゆ
り
起
こ

す
。
そ
し
て
彼
が
參
戦
を
志
願
し
て
山
を
降
り
て
ゆ
く
と
き
、
讃
者
は
は
じ
め
て
、
こ
の
物
語
り
の
内
容
の
時
間
が
一
九
〇
七
年
の

員
夏
か
ら
一
四
年
賀
夏
ま
で
の
七
年
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　

時
間
に
つ
い
て
ハ
ソ
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
感
劈
が
混
胤
し
。
昏
迷
し
て
ゆ
く
過
程
は
、
彼
が
「
魔
の
山
」
の
魔
力
に
つ
か
ま
れ
、

そ
の
な
か
へ
深
入
り
し
て
ゆ
く
過
程
と
照
鹿
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
者
は
こ
の
照
鹿
に
ま
た
照
庖
す
る
よ
う
に
、
語
り
手
を
し
て
時

間
を
扱
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
讃
者
に
も
。
主
人
公
の
時
間
経
験
を
経
験
さ
せ
よ
う
と
心
を
く
ば
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
七
年
間
の
は
じ
め
の
二
年
強
が
物
語
り
を
語
り
終
え
る
に
要
す
る
現
賓
の
時
間
の
約
四
分
の
三
、
あ
と
の

五
年
弱
が
四
分
の
一
で
あ
る
。
事
実
、
讃
者
に
は
第
六
章
の
終
り
ま
で
の
二
年
間
の
ほ
う
が
、
第
七
章
の
五
年
間
よ
り
ず
っ
と
長
い

よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
ハ
ン
ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
感
じ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
六
章
ま
で
で
、
彼
の
「
魔
の
山
」
に
お
け
る
教
育
は
。
作
者
の
言
う
「
錬
金
術
的
な
高
ま
り
」
は
、
事
買
上
終
っ
た
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
彼
、
上
流
都
市
民
の
別
に
波
瀾
と
て
な
い
生
活
を
送
っ
て
き
た
が
、
高
山
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
訪
れ
て
、

死
と
病
気
の
世
界
の
魔
法
に
進
ん
で
か
か
り
た
が
っ
た
よ
う
な
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
平
地
で
は
知
り
え
ぬ
よ
う
な
般
験
を
積
み
重
ね

た
そ
の
二
年
間
は
、
充
実
し
た
時
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
僣
験
か
ら
彼
が
彼
な
り
の
答
え
を
出
し
（
「
雪
」

の
節
）
、
彼
に
と
っ
て
良
心
と
義
務
観
念
の
化
身
の
よ
う
に
み
え
た
ヨ
ア
ヒ
ム
も
死
ん
で
し
ま
い
、
ペ
ー
パ
ー
コ
ル
ン
と
の
短
か
い
期



間
の
接
鯛
を
除
け
ば
、
彼
を
更
に
教
育
す
る
よ
う
な
要
素
も
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
と
、
「
魔
の
山
」
の
魔
術
は
そ
の
本
来
の
力
、
青

年
を
（
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
患
者
は
青
年
子
女
が
屋
倒
的
に
多
い
）
活
動
的
な
賓
人
生
か
ら
遠
ざ
け
て
、
一
種
の
植
物
的
生
活
に
否
応

な
く
慣
ら
せ
る
と
い
う
麻
庫
力
を
登
揮
す
る
だ
け
だ
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で
の
時
間
は
空
虚
な
時
間
だ
ろ
う
。
充
賓
し
た
時
間
は
長

く
思
わ
れ
、
空
虚
な
時
間
は
短
か
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
う
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
魔
法
に
か
か
っ
て
い
る
時
間
に
、
あ
の
ハ

ン
ヌ
カ
ー
ス
ト
ル
プ
の
目
ま
い
が
、
時
間
の
経
過
の
匪
別
が
ぼ
や
け
て
、
時
間
の
な
い
「
い
つ
も
」
と
「
い
つ
ま
で
も
」
の
幻
惑
が

見
舞
う
の
だ
。
讃
者
の
ほ
う
は
、
ま
さ
か
そ
の
よ
う
な
目
ま
い
に
は
お
そ
わ
れ
ま
い
が
、
こ
の
頃
の
彼
と
付
き
合
っ
て
い
る
と
、
や

は
り
時
間
の
オ
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ル
ン
グ
が
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
く
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
物
語
り
も
終
り
に
近
づ
い
た
と
き
、

作
者
は
語
り
手
を
し
て
、
物
語
り
の
内
容
の
時
間
を
明
ら
か
に
さ
せ
、
且
つ
そ
れ
が
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
で
あ
っ
た
か
を
、
讃
者
に

は
っ
き
り
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　

「
魔
の
山
」
と
い
う
作
品
を
。
時
間
を
扱
う
小
説
と
い
う
観
黙
か
ら
な
が
め
る
と
、
ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
は
こ
こ
で
時
間
の
客
観
性

に
た
い
し
て
、
時
間
の
主
観
性
の
一
つ
の
ア
そ
ヘ
ク
ト
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ば
あ
い
彼
は
。
客
観
的
な
時

間
の
流
れ
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
の
試
み
を
や
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
文
學
に
お
け
る
こ
の
作
家
の
位
置
を
き
め
る
一
つ

の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
る
か
と
思
う
。

　

二
十
世
紀
、
こ
と
に
第
一
次
大
戦
と
ロ
シ
ヤ
革
命
に
よ
っ
て
資
本
制
飲
會
が
は
げ
し
く
ゆ
ら
い
だ
頃
か
ら
、
知
識
人
の
あ
る
者
た

ち
に
と
っ
て
、
世
界
の
骨
組
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
、
世
界
が
不
條
理
に
う
つ
り
、
さ
ら
に
個
人
に
た
い
す
る
靴
會
か

ら
の
墾
迫
感
が
強
ま
っ
た
こ
と
も
原
因
し
て
、
自
然
や
靴
會
の
賓
在
の
世
界
を
精
神
の
要
求
で
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
、
多
か
れ
少
か
れ

超
現
食
主
義
的
な
文
學
や
美
術
が
一
勢
力
を
形
づ
く
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
今
世
紀
の
文
化
の
分
野
に
お
け
る
特
徴
的
な
現
象
で
あ

る
。
時
間
の
こ
と
で
は
、
因
果
性
と
連
績
で
過
ぎ
て
ゆ
く
時
間
を
拒
否
し
て
、
あ
る
い
は
凡
俗
な
も
の
と
見
く
だ
し
て
、
主
観
的
に

　
　
　
　

「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六

般
験
さ
れ
た
時
間
を
こ
そ
。
そ
れ
も
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
員
賓
在
で
あ
る
と
措
定
す
る
よ
う
な
傾
向
が
そ
れ
で
あ

る
。
時
間
に
限
ら
ず
、
個
人
の
般
験
の
異
常
性
と
い
う
こ
と
は
現
代
の
き
わ
だ
っ
た
現
象
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
歌
い
、
あ
る
い
は

波
べ
る
こ
と
は
、
時
代
の
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
文
學
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
異
常
性
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
中
心
に

据
え
る
こ
と
と
、
ひ
と
つ
の
全
般
的
連
開
の
な
か
で
異
常
性
と
し
て
、
そ
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
と
は
、
作
家
の
世
界
を
観
ず
る
態

度
と
し
て
は
根
木
的
に
異
な
る
。
そ
し
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
態
度
は
後
者
な
の
だ
。
「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
は
、
他
の
要
素
を

度
外
覗
し
て
も
。
作
者
が
そ
の
よ
う
な
態
度
で
主
人
公
の
時
間
経
験
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
で
も
時
代
小
説
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
意
味
で
時
間
の
小
説
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
Ｎ
Ｉ
吽
ｏ
日
ｇ
な
の
で
あ
る
。
（
一
九
六
五
・
「
一
こ

註

　

以
下
の
註
で
Ｑ
Ｓ
と
あ
る
の
は
。
本
文
の
な
か
で
挙
げ
た
全
集
の
、
ま
た
り
と
あ
る
の
は
、
甲
ｉ
Ｑ
｛
―
｀
‐
Ｓ
Ｓ
゛
ｊ
回
ｒ
｛
日
｛
ミ
Ｋ
・

　
　

｛
Ｓ
｛
の
略
記
で
あ
る
。
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圓

　

こ
の
文
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
何
も
せ
ず
、
床
屋
の
仕
事
に
我
が
身
を
任
せ
き
っ
て
、
ぼ
ん
や
り
坐
っ
て
い
る
よ
う

　
　

な
状
態
、
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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φ
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∽
Ｓ
ａ
帥
印
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呉
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（
ン
タ
“
Ｑ
乱
に
’
？
Ｓ
ａ

㈲

　

テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
の
こ
の
論
文
は
一
九
五
二
年
に
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
マ
ン
の
疆
状
は
こ
の
本
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
圃
に
は
収

　
　

め
ら
れ
て
い
な
い
。
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倒

　

（
ン
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圓

　

マ
ン
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
学
生
の
た
め
に
行
っ
た
講
演
「
魔
の
山
案
内
」
（
Ｍ
Ｆ
富
ｉ
ｇ
ｎ
Ｆ
Ｉ
ロ
Ｎ
自
ｒ
ａ
ｒ
ｉ
’
芯
Ｓ
）
の
な
か
で
、



　
　

次
の
よ
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
　

自
分
も
ダ
ヴ
ォ
ス
の
サ
ナ
リ
ト
ウ
ム
で
療
養
し
て
い
る
妻
を
見
舞
っ
た
と
き
、
気
管
支
炎
に
か
か
っ
て
院
長
の
診
察
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
肺

　
　

に
異
常
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
、
半
年
間
こ
こ
で
療
養
す
る
の
が
利
口
な
や
り
方
だ
と
す
す
め
ら
れ
た
。
「
も
し
そ
の
忠
告
に
し
た
が
っ
て

　
　

い
た
ら
、
た
ぶ
ん
私
は
今
な
お
そ
こ
で
寝
て
い
る
か
、
知
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
「
魔
の
山
」
を
書
く
ほ
う
を
選
び
ま
し
た
。
そ
し

　
　

て
こ
の
小
説
の
な
か
で
、
短
い
三
週
間
の
滞
在
中
に
受
け
た
印
象
を
利
用
し
ま
し
た
。
そ
の
印
象
は
、
若
い
人
た
ち
に
た
い
す
る
Ｉ
結
核
は

　
　

若
者
の
病
気
で
す
Ｉ
こ
の
環
境
の
危
険
さ
を
、
私
に
理
解
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
」
。
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Ｉ
’
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乱
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㈲

　

さ
き
に
言
及
し
た
テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
も
、
ま
た
コ
ー
プ
マ
ン
も

　

ぶ
｛
Ｑ
一
日
刄
｝
｛
ｏ
ｏ
り
ヨ
自
タ
｛
｝
Ｆ
’
。
ま
ぎ
り
ｒ
呂
如
』
ａ
Ｆ
ｉ
Ｆ
ｒ
ｇ
｝
ｇ

　
　

Ｆ
）
ヨ
呂
’
ご
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｓ
ａ
Ｋ
～
？
回
呂
芯
Ｓ
）
、
「
魔
の
山
」
の
時
間
の
問
題
を
扱
い
な
が
ら
、
小
説
に
お
け
る
時
間
の
二
重
性
に
つ
い

　
　

て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
両
者
と
も
、
そ
こ
で
は
時
間
の
問
題
か
モ
ラ
ル
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
な
い
。
ル
カ

　
　

ー
チ
は
ア
ヴ
ァ
ン
ト
ガ
ル
ト
文
学
と
の
関
連
に
お
い
て
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
ト
ー
マ
ス
ー
マ
ン
の
時
間
の
扱
い
方
に
触
れ
、
例
え
ば
ハ
ン

　
　

ス
ー
カ
ス
ト
ル
プ
の
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
時
間
経
験
に
、
ヨ
ア
ヒ
ム
ー
ツ
ィ
ー
ム
セ
ン
の
ノ
ー
マ
ル
な
時
間
経
験
か
対
比
さ
れ
て
い
る
点
を
指

　
　

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
例
の
。
小
説
の
現
実
の
時
間
と
内
容
の
時
間
の
問
題
は
扱
っ
て
い
な
い
。
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「
魔
の
山
」
の
時
間
の
こ
と

二
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