
調
印
日
任
命
吋
〈
。
ロ
向
日
常
〈
。
肉
色
君
。
即
応
ゅ
の
宗
教
感
情

ワ
ル
タ
ー
が
宗
教
的
で
あ
っ
た
と
は
殆
ど
す
べ
て
の
文
恵
史
家
の
い
ふ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
世
界
が
脚
意
の
映
像
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
べ
て
が
脚
と

の
聯
闘
に
於
い
て
考
へ
ら
れ
た
中
世
の
代
表
的
存
情
詩
人
と
し
て
こ
れ
ま
た

営
然
の
こ
と
の
や
う
に
も
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
貨
は
如
何
で
あ
っ
た

ら
う
か
、
今
こ
こ
で
は
そ
れ
を
彼
の
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
L

。
中
世
の
持
情
詩
人
の
中
で
も
珍
し
く
ロ

a-ω
匂
百
円

Y
Z
E
H
と
豆
一
口
・

5
8ロ
四
の
る
種
目
に
わ
た
り
、
凡
そ
八
十
の

Ea
と
百
徐
の

ω同】
g
n
v

と
一
つ
の

F
a
n
y
と
い
ふ
嘗
時
と
し
て
は
異
教
に
多
く
の
作
品
を
残
し
て

ゐ
る
彼
の
詩
作
の
中
で
純
粋
に
宗
教
的
な
題
材
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
の
は
、
僅

か
に
一
つ
の

F
a
n
y
と
二
つ
の
穴
司
EN--向
島
と
敏
篇
の
∞
勺
ヨ
喜
一
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
で
は
先
づ

F
a
n
y
か
ら
見
て
行
か
う
と
思
ふ
が
、
円
相
互
戸
と
い
ふ

の
は
、
各
詩
衡
が
同
一
の
霊
君
、
従
っ
て
同
一
の
旋
律
を
持
っ
て
ゐ
た

口
止
と
は
還
っ
て
、
異
な
る
鶴
港
と
旋
律
と
を
も
っ
詩
節
が
幾
度
か
反
覆

さ
れ
、
務
際
、
交
錯
す
る
と
こ
ろ
の
複
雑
多
岐
な
一
詩
型
で
あ
る
。
従
っ
て

量
的
に
も
概
し
七
大
都
の
も
の
で
あ
り
、
極
度
の
技
巧
を
要
す
る
た
め
、
中

耳目
-
F
a
Sロ
島
市
埼
ぐ
o
哲

za角
田
市
の
宗
教
感
情

石

)1( 

敬

世
に
於
て
も
こ
れ
を
試
み
た
詩
人
は
極
少
数
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
た
内

容
上
か
ら
冨
吉
ロ
叩
を
題
材
と
す
る
も
の
と
、
宗
教
的
な
も
の
と
に
大
別
さ

れ
、
後
者
に
属
す
る
ワ
ル
罫
1
の
H

包
岳

(Fnyggロ
版
三
頁
一
行
よ

り
。
以
下
作
品
呑
放
は
之
に
倣
ふ
)
も
二
十
九
航
、
百
五
十
行
に
及
ぶ
定
大

な
も
の
で
あ
る
。
-

今
そ
の
内
容
を
概
闇
慨
す
る
と
、
先
づ
「
聯
ょ
、
汝
の
一
一
一
位
一
世
を
・
・
・
・
我

等
信
ず
」
と
キ
リ
ス
ト
教
均
一
雄
史
上
の
大
問
題
で
あ
っ
た
あ
の
三
位
一
醸
の

告
白
よ
り
始
ま
り
、
悪
魔
の
誘
惑
と
肉
謹
の
弱
さ
と
が
我
等
を
様
4
の
罪
に

渇
き
帥
よ
り
遠
ざ
け
た
と
述
べ
、
科
に
向
っ
て
そ
の
カ
も
て
我
等
を
再
び
脚

の
も
と
に
蹄
ら
し
め
給
へ
と
頗
ふ

F

そ
の
時
こ
そ
脚
と
聖
母
マ
リ
ア
の
御
名

が
稽
へ
ら
れ
ん
と
一
去
っ
て
、
こ
こ
で
聖
母
マ
リ
ア
の
讃
美
に
う
つ
り
、
清
浄

受
胎
や
糊
即
ち
御
子
キ
り
ス
ト
が
人
間
と
な
ら
れ
た
奇
績
を
述
べ
、
ま
た
し

て
も
聖
母
と
キ
り
ス
ト
に
守
護
を
顔
ふ
。
と
い
ふ
の
は
彼
等
な
く
し
て
は
何

人
も
こ
の
世
に
於
い
て
も
あ
の
世
に
於
い
て
も
救
は
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
.
も
し
こ
れ
を
否
定
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
愚
者
に
相
還
な
い
。

と
こ
で
一
轄
し
て
悔
悟
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
己
の
過
失
を
心
か
ち
悔
い

な
い
者
が
ど
う
し
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
、
怖
は
常
に
心
の
奥
底



者
と

ZHasp内
同
市
『
〈

O
岡
市

h
d
S
E冊
目
家
数
感
情

か
ら
悔
い
た
罪
で
な
く
て
は
お
赦
し
に
な
ら
な
い
。
然
し
我
々
が
悔
い
る
の

は
稀
で
あ
っ
て
頑
な
心
に
虞
の
悔
い
を
輿
へ
る
こ
と
の
出
来
る
の
は
塑
震
で

あ
る
・
そ
れ
故
に
我
等
に
裂
媛
を
泣
は
し
給
へ
と
父
な
る
融
仰
と
御
子
キ
り
ス

ト
に
顔
ふ
@
こ
こ
で
更
に
再
鱒
し
て
キ
り
ス
ト
教
界
の
腐
敗
に
う
つ
り
、
キ

日
ス
ト
教
界
に
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
事
柄
が
充
詰
問
し
て
ゐ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
は
今
や
病
の
床
に
臥
し
.
官

1
マ
よ
り
の
教
へ
を
察
し
く
待
っ
て
ゐ
る
。

だ
が
こ
の
憎
み
は
み
な

2
5
0ロ
町
内
か
ら
来
て
ゐ
る
と
去
っ
て
ロ
ー
マ
教
皇

を
攻
墜
す
る
a

即
ち
at
キ
リ
ス
ト
教
界
が
名
蝉
民
共
に
そ
な
は
っ
た
震
の
キ
り

ス
ト
殺
を
も
つ
べ
き
で
あ
っ
て
、
口
先
き
だ
け
で
賀
行
を
伴
は
ぬ
キ
り
ス
ト

教
徒
は
宇
ば
異
教
徒
で
あ
る
。
こ
れ
が
我
4
の
最
大
の
憎
み
で
あ
っ
て
、
言

と
行
と
は
相
伴
は
な
け
れ
ば
ど
ち
ら
も
察
し
い
。
胸
よ
、
我
等
に
こ
の
爾
#
唱

を
得
さ
せ
給
へ
。
惑
み
深
き
塑
母
よ
、
我
等
の
篤
に
彼
の
怒
り
を
や
わ
ら
げ

主，‘江市
L

給
へ
と
再
び
加
盟ほ
に
肉
ひ
榊
の
許
に
於
け
る
執
成
を
頗
ふ
。
そ
し
て
最
後
に

も
う
一
度
我
等
の
過
失
に
針
す
る
不
断
の
様
悟
に
よ
り
我
等
の
罪
を
拭
ひ
務

す
ゃ
う
助
け
給
へ
。
悔
い
は
紳
と
汝
を
お
き
て
は
奥
う
る
も
の
な
し
、
と
云

っ
て
終
っ
て
ゐ
る
。

以
上
に
見
る
や
う
に
こ
の
詩
の
大
部
分
を
占
め
て
る
の
は
三
位
一
陸
、
聖

母
マ
リ
ア
の
慮
女
性
、
キ
u
y

ス
ト
の
死
に
よ
る
救
済
、
震
の
悔
い
の
不
句
紋

と
云
っ
た
や
う
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
主
要
題
目
の
告
白
で
あ
り
、
そ
れ
も

そ
の
蛍
時
交
問
的
で
為
っ
た
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
信
係
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
営
時

の
占
般
の
信
仰
か
ら
一
歩
も
出
て
居
ら
ず
、
そ
こ
に
は
特
に
個
人
的
主
観
的

告
白
と
思
は
れ
る
も
の
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
も
特
に
熱
を

-
も
っ
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
む
は
見
え
ず
、
寧
ろ
そ
れ
か
ら
受
け
る
の
は
理
路
整

然
た
る
理
智
的
な
印
象
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
中
で
い
く
ら
か
情
熱
的
と
恩
は

一一

れ
る
の
は
聖
母
マ
リ
ア
に
闘
す
る
部
分
(
四
・
三
よ
り
五
・
三
八
ま
で
で
、

季
一
値
の
約
年
分
に
営
る
)
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
数
世
記
来
の
侮
統
に
よ
っ

て
集
め
ら
れ
た
あ
句
と
あ
ら
ゆ
る
感
句
津
山
の
鵬
首
喰
と
形
容
(
そ
の
多
く
は

〉
旬
。
ロ
の
花
咲
く
校
等
奮
約
聖
書
よ
り
取
ら
れ
、
・
中
世
の
殆
ど
す
へ
て
の

マ
リ
ア
行
情
詩
に
共
通
主
る
)
が
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
と
て
も

C
0
3
2巾
岱
〈
O
ロ

ω可
白
山
肌

σ
2
4
聞
の
名
で
体
へ
ら
わ
プ
ッ
ト
7

リ
1
ト
や
ワ

ル
タ
ー
よ
り
も
後
の
十
三
世
絶
末
の
作
と
考
へ
ら
れ
る
作
者
不
明
の
「
マ
リ

ア
並
び
に
キ
日
ス
ト
讃
歌
」
等
に
較
べ
れ
ば
そ
れ
程
情
熱
的
と
本
思
は
れ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
聖
母
山
田
市
奔
は
中
世
前
牟
に
は
ま
だ
そ
れ
程
で
も
な
か
っ

た
の
が
、
十
二
世
紀
以
降
世
界
終
末
の
信
仰
の
影
響
な
ど
も
お
っ
て
、
人
類

の
罪
業
す
怒
れ
る
一
仰
と
罪
深
き
人
類
と
の
聞
の
キ
リ
ス
ト
に
弐
ぐ
第
二
の
仲

介
者
と
し
て
、
彼
女
は
盆
々
崇
拝
さ
れ
る
や
う
に
な
り
y
こ
れ
が
や
が
て
文

壊
に
も
現
は
れ
て
・

7

リ
ア
讃
歌
と
な
句
、
沼
田
ユ

grrm巾
と
も
な
っ
た

の
で
・
あ
る
が
、
ワ
ル
タ
1
の
立
っ
て
ゐ
る
の
は
ま
だ
合
碍
主
義
的
な
ド
グ
マ

の
立
場
で
あ
っ
て
、
柚
仰
性
を
も
っ
踏
み
な
き
者
と
し
て
の
マ
リ
ア
に
庇
護
を

求
め
讃
美
は
す
る
が
、

mmめ
る
者
と
し
て
同
情
を
探
げ
る
に
は
至
っ
て
ゐ
な

い
。
(
な
ほ
彼
の
名
で
博
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
中
に
マ
リ
ア
の
歎
き
を
歌

っ
た

ω守
口
忌
〔
H
l

・
臼
由
・
臼
H

〕
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
然
し
こ
れ
は
彼
の
作

と
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
)
。

た
だ
一
つ
異
様
に
感
じ
る
の
は
ワ
ル
タ
ー
が
ま
た
し
て
も
貨
の
悔
悟
を
依

く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
あ
げ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
宮
廷
的

ミ

Y
ネ
に
謝
し
て
な
し
た
と
同
じ
こ
ん
を

宗
教
に
掛
制
し
て
し
た
の
で
あ
っ

て
、
嘗
時
行
は
れ
て
ゐ
た
教
曾
主
義
の
因
襲
的
な
形
式
的
信
仰
に
封
ず
る
反

接
、
'
宗
教
の
深
い
人
間
的
把
握
と
も
見
ら
れ
、

そ
こ
に
何
か
ワ
ル
タ
ー
ら
し



い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
、
後
の
ル
9
1
b
z
思
は
す
も
の
が
な
い
で
も
な
い
が
、

然
し
こ
の
救
ひ
に
は
候
く
事
が
出
来
な
い
と
す
る
悔
い
も
聖
母
の
執
成
に
よ

り
、
脚
よ
句
聖
癒
の
手
-P-
経
て
輿
へ
ら
れ
る
と
一
式
ふ
と
こ
ろ
に
中
世
ら
し
さ

が
感
ぜ
ら
れ
る
。
(
原
詩
は
十
二
世
紀
末
の
作
と
恩
は
れ
る
宮
戸
江
の
云
ヲ

ュg
n
A
gロN
の
中
に
も
マ
リ
ア
に
向
っ
て
「
あ
な
た
の
御
子
は
あ
な
た
の

願
を
挺
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
に
買
の
悔
い
を
お
興
へ
下
さ
る
や
、
コ
彼
に

頼
ん
で
下
さ
い
」
〔
二
九
l
三
O
〕
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
)
。

一
方
悔
悟
を
穐
調
し
た
の
は
、
嘗
時
の
ロ

1
7
教
皇
イ

ν
ノ
セ

ν
ト
三
世

に
よ
っ
て
一
一
蹄
織
化
ぎ
れ
た

2
5
0
Z
5
へ
の
所
嘗
て
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
っ
て
、
こ
の
詩
の
中
で
も
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
界
が
震

の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
雌
れ
た
こ
と
を
歎
き
、
こ
れ
を
偏
に
官

1

マ
教
臭
の
罪

に
蹄
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
教
権
至
上
主
義
の
質
現
わ
ち
は
か
っ
た
イ

y
ノ
セ

y

ト
三
世
と
宰
っ
て
ゐ
た
オ
ッ
ト
1
四
世
の
も
と
で
、
二
二
二
年
か
ら
一
一
一

一
一
一
一
年
に
か
け
て
彼
が
作
っ
た
教
皇
攻
撃
の
痛
烈
極
ま
る
一
連
の

ω宮
5
7

と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
詩
の
成
立
期
も
そ
れ
等
と
略
同
時
代
か
或

は
僅
か
に
遅
れ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
蛍
時
は
教
皇
権
全
盛
の
時
代
で
あ
っ

た
と
は
い
へ
、
シ
Z

R
ウ
ブ
ェ

ν王
朝
の
庇
護
の
下
に
詩
人
濯
は
教
具
や
教

曾
や
僧
侶
に
つ
い
て
自
由
に
考
へ
、
ま
た
自
由
に
も
の
を
一
氏
ふ
こ
と
が
出
来

た
の
で
あ
っ
て
、

J
4
0
-
P
D
H
H
H
S
P
肘

R
7
3
σ
H
n
r
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る

や
う
に
教
唱
権
か
ら
の
離
脱
は
こ
の
時
代
の
特
色
で
あ
る
と
も
い
へ
る
。
で

あ
る
か
ら
ワ
ル
タ
ー
の
場
合
も
教
旦
誹
誘
の
故
を
も
っ
て
彼
の
信
仰
を
云
々

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
れ
が
純
然
た
る
信
仰
告
白
で

は
な
く
、
こ
の
詩
に
は
前
に
も
趨
べ
た
や
う
に
政
治
詩
的
な
一
面
の
あ
る
こ

と
も
見
逃
せ
な
い
。
更
に
叉
営
時
の
行
情
詩
が
近
代
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

dr
く
と

p
q
gロ
ム
。
『
〈
O
M円四

Z
Z仏
帽
の
宗
教
感
情

議
者
が
銘
身
勝
手
に
讃
む
詩

F
S四
-v
・2
W
で
は
な
く
、
多
く
は
作
者
た
る
詩

人
自
身
に
依
っ
て
宮
廷
等
の
集
h
の
前
で
歌
は
れ
、
常
に
餐
同
の
煮
向
や
趣

味
を
無
硯
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
集
開
よ
句
の
制
約
を
布
地
れ
な
か
っ
た

の
m
m
o
-
u
n
y
p白
色
}
丘
町
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
今
こ
の
詩

の
性
質
も
お
の
づ
か
ら
わ
か
る
や
、

2
ほ
気
が
す
る
。
即
ち
こ
れ
は
彼
一
個
人

の
信
仰
告
白
で
は
な
く
、
彼
が
出

O
B三
戸
時
常
と
し
て
属
し
て
ゐ
た
集
閣
の

た
め
に
集
闘
の
名
に
依
つ
て
な
し
た
信
仰
告
白
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
勿

論
そ
の
場

A

管
内
容
は
そ
の
集
聞
の
意
向
に
依
っ
て
制
約
さ
れ
は
す
る
が
、
然

し
そ
の
表
現
の
仕
方
に
は
作
者
で
あ
る
詩
人
自
身
の
気
持
が
反
映
す
る
こ
と

は
一
式
ふ
ま
で
も
な
い
。

-次は

-hEEZ-乱
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
十
字
軍
へ
の
参
加
を
鞠
誘
す

る
純
粋
に
宗
教
的
な
も
の
と
、
十
字
軍
参
加
の
鴛
の
愛
人
と
の
別
離
や
、
世

俗
的
愛
と
脚
へ
の
愛
と
の
首
相
搬
を
取
り
扱
っ
た
ミ
げ
J

ネ
的
な
も
の
と
あ
っ

て
、
後
者
は
様
々
の
内
容
を
持
つ
が
、
前
者
は
そ
の
嘗
時
盛
に
行
は
れ
た
十

字
軍
参
加
動
誘
の
説
教
と
略
似
た
内
容
を
持
っ
て
ゐ
る
。
「
絢
(
即
ち
人
間

と
な
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
)
は
我
々
の
鴛
に
受
難
し
給
う
た
の
で
あ
る
か
ら
、

我
世
帯
は
そ
れ
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
等
の
罪
に
叫
到
す
る
袖
仰
の
怒
り
が

型
地
を
失
は
し
め
給
う
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
我
等
の
相
績
財
霞
で
あ
る

か
ら
、
我
柑
一
ザ
は
失
地
を
岡
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
践
へ
の
参
加
は

天
園
に
於
い
て
優
位
を
請
求
す
る
権
利
を
輿
へ
る
」
と
い
ふ
・
の
が
誇
教
の
要

旨
で
あ
る
が
、
宗
教
的
十
字
軍
の
歌
に
於
い
て
も
こ
の
や
う
な
内
容
が
色
々

に
礎
形
さ
れ
て
歌
は
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
ぐ
己
島
一
巾
N

巾
唱
2
5
H
U
Z
5

(
4
0
・
M
M
)

で
始
ま
る
ワ
ル
タ
1
の
も
こ
れ
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ

と
い
さ
さ
か
趨
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
は
、
回
口
吋
3
2
7
そ
の
他
が
一
去
っ
て
ゐ



dr〈町二円
7
2
4
0
ロ
内
山
市
吋
ぐ
o
m市
一
】
唱
一
四
一
色
帽
の
宗
敬
感
情

る
や
う
に
、
こ
れ
は
十
字
軍
参
加
の
人
々
が
歌
ふ
篤
に
作
っ
た
コ
ー
ラ
ス
用

の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
キ
り
ス
ト
の
事
闘
が
断
片

的
に
述
べ
ら
れ
、
そ
の
聞
に
脚
部
ち
キ
リ
ス
ト
や
裂
母
に
向
っ
て
救
助
を
願

砂
、
同
志
に
向
っ
て
十
字
軍
へ
の
参
加
を
勧
誘
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も

と
コ

1
ラ
ズ
用
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
土
篇
主
語
も
一
人
稽
叉
は
二
人
橋
の

複
数
形
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
個
人
的
主
閥
的
告
白
の
入
る
徐
地
の
な
い
の
は

云
ふ
ま
で
も
な
い
.

4
う
一
つ
の
〉

]
E
e丘
町

σ自
-
n
y
E円
宅
巾
『
色
白

(
H
P
白
骨
)
は
、
前
の
が

聖
地
到
着
前
の
十
学
軍
の
歌
で
あ
る
の
に
謝
し
て
、
こ
れ
は
型
地
を
踏
む
こ

と
が
出
来
た
者
の
立
場
か
ら
歌
っ
て
ゐ
て
、

今
phわ
れ
償
値
あ
り
て
生
く
、

わ
が
罪
あ
る
限

き
よ
き
園
、
み
な
人
の

ほ
め
た
た
ふ
る
地
を
見
・
た
れ
ば
。

わ
が
臥
頃
の
願
叶
ひ

わ
れ
は
来
た
れ
旬
、

胸
、
人
と
な
り
て
さ
ま
よ
ば
れ
し
地
に
。

と
い
ふ
第
二
却
に
績
い
て
、
第
二
節
以
下
で
は
こ
の
地
で
起
っ
た
奇
蹟
、
郎

、
魔
女
マ
リ
ア
に
依
る
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
か
ら
批
札
機
、
受
難
、
冥
府
く
だ
り

復
活
、
昇
天
、
最
後
の
審
剣
の
預
言
と
型
の
如
く
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
が
整
然

と
述
べ
ら
れ
、
最
後
の
節
で

キ
リ
ス
ト
者
、
ユ
ダ
ヤ
入
、
は
た
田
輔
教
の
者

と
の
地
を
ば
己
が
世
襲
の
地
な
め
と
主
張
す
。

脚
よ
裁
き
絵
へ
か
し

図

そ
が
三
位
一
髄
の
た
め
。

世
は
こ
ぞ
り
て
そ
を
得
ん
と
写
ふ
。

我
等
の
頗
こ
そ
豆
し
け
れ
、

令

我
等
の
願
叶
へ
給
ふ
ぞ
こ
と
わ
り
。

と
一
去
っ
て
ゐ
る
。

以
上
に
見
る
や
う
に
そ
の
大
部
分
は
キ
リ
ス
ト
の
坐
涯
に
つ
い
て
の
記
述

に
営
て
ら
れ
、
ワ
ル
タ
ー
が
自
己
に
関
し
て
一
云
っ
て
ゐ
る
の
は
第
一
節
だ
け

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ヮ
ル
タ
ー
が
そ
の
第
一
節
で
去
っ

て
ゐ
る
や
う
に
果
し
て
聖
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と

J

い
ふ
こ
主
で
あ
る
・
こ
れ
に
は
爾
読
あ
っ
て
始
め
は
こ
の
詩
句
を
そ
の
ま
ま

信
じ
で
肯
定
設
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
否
定
読
の
方
が
優
勢
で
あ

る
。
，
賞
際
こ
り
詩
を
繰
り
返
し
讃
ん
で
み
て
も
長
年
の
顔
が
叶
へ
ら
れ
た
と

い
ふ
の
に
、
あ
の
一
三
二

O
年
皇
帝
7
P
1
F
り
ヒ
二
世
か
ら
長
年
望
ん
で

ゐ
た
采
邑
を
も
ら
っ
た
時
の

ω宮
R
V
(凶
∞
・
臼
同
)
に
示
さ
れ
た
や
う
な
赤

裸
身
な
喜
び
の
感
情
は
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
事
か
ら
見
て
も
、
こ

れ
は
ワ
ル
タ

1
U
何
人
的
な
歌
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
前
の
門
広
円
げ
や
コ
ー

ラ
ス
用
の
十
字
軍
の
歌
と
同
じ
意
味
で
、
失
張
り
集
闘
の
た
め
に
作
っ
た
も

の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

ω口
H
H
O

ロσmwny
は
こ
れ
を
フ
リ
ー
ド

p
ヒ
一
一
世

の
委
託
に
依
っ
て
作
っ
た
も
の
と
い
っ
て
ゐ
る
が
(
事
賞
こ
れ
は
約
一
世
紀

牟
前
巡
時
行
と
い
ふ
同
じ
ゃ
う
な
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
肘
N
N
O
己

-aと

内
容
の
上
か
ら
も
非
常
に
よ
く
似
て
ゐ
る
て
も
し
さ
う
だ
と
す
る
と
、
こ

こ
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
方
げ
は
作
者
の

W
げ
で
は
な
〈
こ
の
詩
を
歌
ふ
者

d
E
H
で
あ
っ
て
、

F
巴
n
y
や
初
め
の
十
字
軍
の
歌
で
風
ひ
ら
れ
て
ゐ
た

耳
目
と
略
同
じ
も
の

E
見
ら
れ
、
(
な
ほ
こ
の
詩
で
も
最
後
の
詩
節
で
は
主



語
は
三
『
に
な
っ
て
ゐ
る
)
こ
れ
等
は
何
れ
も
ワ
ル
タ
1
の
例
人
的
主
観
的

告
白
と
は
思
へ
な
い
の
で
お
る
。
か
う
見
て
来
る
と
ワ
ル
タ
1
の
宗
教
的
持

情
詩
の
中
で
も
純
停
に
個
人
的
主
観
的
な
も
の
と
一
式
へ
る
の
は
驚
く
程
少

、v
さ
て
突
に
宮
廷
的
縛
統
に
依
っ
て
束
縛
さ
れ
て
ゐ
た

Eaと
は
痘
ひ
、

ワ
ル
タ
ー
が
騎
士
階
級
出
身
の
詩
人
と
し
て
は
初
め
て
吟
遊
詩
人
の
手
か
ら

受
け
取
り
、
そ
の
中
に
自
己
の
信
僚
を
吐
露
し
、
彼
の
内
外
生
活
の
跡
が
比

較
的
よ
く
時
間
さ
れ
て
ゐ
る
∞
℃
2
n
y
を
見
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
百
に

依
る

ω官
毎
回
戸
の
中
で
も
宗
教
的
内
容
を
も
つ
も
の
は
歎
篤
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
ー
そ
の
中
の
一
つ
、
作
品
H
0

・
H

で
は

大
い
な
る
一
胸
ょ
、
汝
は

我
等
そ
を
考
ふ
る
は
無
益
な
る
程
大
い
な
り
。

汝
の
カ
と
無
窮
と
は
は
か
り
難
し
.

わ
れ
そ
を
考
へ
あ
ぐ
む
者
あ
る
を
知
る
。

そ
は
今
も
普
も
我
等
の
知
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
・

汝
は
徐
り
に
も
大
き
く
絵
り
に
も
小
し
、
そ
は
捉
へ
難
し
。

そ
が
た
め
に
日
に
夜
を
費
す
は
愚
な
る
痴
者
。

誘
致
に
て
も
教
義
に
で
も
究
明
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
を
、
知
ら
ん
と
や
は

す
る
・

と
去
ひ
、
前
の

F
a
n
y
や
十
字
軍
の
歌
に
於
け
る
ド
グ
マ
的
合
理
主
義
的

態
度
と
は
反
針
に
、
脚
の
探
究
し
雌
捕
さ
が
強
調
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
こ
に
は
脚

秘
思
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
ワ
ル
タ
E
に
は
全
く
異
質
な

も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
は
殆
乞
類
を
見
な
い
。
気
分
の
上
で
そ
れ
に
近
い
の

は
健
か
に
一
篇

さ
と
P
2
4
0ロ
門
戸
内
円
ぐ

b
m
m
z
a弘司
，
の
宗
教
感
情

現
繭
も
て
今
日
わ
れ
を
起
だ
し
め
給
へ
。

主
な
る
脚
ょ
、
わ
れ
い
一
っ
こ
に
向
ふ
と
も

汝
の
陪
謹
の
下
に
馬
乗
り
行
か
し
め
給
へ
:
:

と
素
直
な
信
心
深
い
朝
の
祈
り
の
う
ち
に
天
の
枕
幅
が
わ
が
身
を
訪
れ
ん
こ

と
を
求
め
る
作
品
記
・
同
∞
だ
け
で
あ
る
。

衣
の
作
品
目
闘
"
臼
で
は
「
榔
よ
・
・
・
汝
を
父
と
呼
び
な
が
ら
、
わ
れ
を
兄

弟
と
せ
ざ
る
者
は
弱
き
心
も
て
強
き
言
い
ふ
も
の
・
設
ら
等
し
き
も
の
よ
り

浩
ら
る
;
:
組
、
肉
を
卸
み
、
白
骨
と
な
れ
る
を
見
な
ば
、
誰
か
主
と
侯
と

を
わ
か
た
ん
」
と
い
っ
て
人
間
臥
卒
等
を
主
渡
し
で
ゐ
る
が
、
と
れ
は
り
-
7

P々
も
一
式
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
輯
問
所
の
宮
廷
で
廷
臣
と
の
隔
り
を
嫌
と
い

ふ
程
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
遍
歴
の
詩
人
が
、
す
べ
て
人
聞
は
兄
弟
で
あ
る
と
い

ふ
キ
り
ス
ト
の
教
へ
で
も
っ
て
わ
れ
と
我
が
身
を
慰
め
て
ゐ
る
と
も
恩
は
れ

そ
こ
に
は
草
な
る
宗
教
感
情
と
'い
ふ
よ
り
は
可
な
り
理
詰
め
な
も
の
が
あ
る

や
う
に
感
じ
ら
れ
る
・
そ
し
て
そ
の
終
句
の
と
こ
ろ
で
「
キ
り
ス
ト
者
、
品

ダ
ヤ
入
、
は
た
ま
た
異
教
徒
も
、
仕
ふ
る
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
養
ひ

給
ふ
御
方
」
と
い
っ
て
人
種
や
宗
教
を
乗
越
え
た
寛
容
を
歌
っ
て
ゐ
る
の

は
、
異
教
徒
の
手
か
ら
型
地
を
奪
還
す
る
た
め
に
十
字
軍
ま
で
起
こ
し
て
ゐ

た
嘗
時
と
し
て
は
異
常
の
と
と
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
然
し
ワ
ル
タ
ー

は
前
の
戸
市
一
長
で
も
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
に
依
る
救
済
を
否
定
す
る
も
の
は

愚
者
に
相
違
な
し
と
い
っ
て
、
ニ
カ
ヤ
信
僚
や
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
信
僚
の
現
岨

章
句
に
比
し
、
異
端
者
に
謝
し
て
著
し
く
寛
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
い

ま
異
数
徒
に
謝
し
て
き
へ
と
の
や
う
な
寛
容
さ
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は

偏
見
に
採
は
れ
る
こ
と
の
少
い
ワ
ル
タ
1
の
知
性
か
ら
来
て
ゐ
る
や
う
に
思

は
れ
る
a

ウ
ォ
ル
ブ
ラ
ム
も

F
E
Z
-
や

d
E
E邑
5
で
異
教
徒
に
鈎

五



君主【
7
2
J
6
3
仏

2

ペO
悶
ぺ

7
3門
戸
市
の
宗
教
感
情

し
て
差
別
待
遇
を
し
て
居
ら
ず
、
プ
ー
ル
ダ
ハ
は
こ
の

J
『

a
q但
コ
N

を
ワ
ル

タ
1
と
ウ
オ
ル
ブ
ラ
ム
の
共
通
黙
の
一
と
し
て
摩
げ
て
ゐ

e

る
が
、
然
し
ウ
ォ

ル
フ
ラ
ム
の
場
合
は
、
す
べ
て
を

三
三

23d
し
た
と
い
は
れ
る
彼
の
騎
士

道
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
ワ
ル
タ
1
の
場
合
と
は
い
さ
さ
か
事
情
が

蓬
ふ
や
う
に
思
ふ
。

今
一
つ
オ
ッ
ト

1
回
世
か
ら
離
叛
し
た
時
の
作
で
あ
る

ω守
口
n
y
(
凶臼・臼)

で
は

い
と
も
ほ
ま
れ
高
き
脚
ょ
、
わ
れ
の
汝
を
閣
情
ふ
こ
と
何
ぞ
稀
な
る
!

b
ざ

わ
れ
汝
よ
り
歌
作
り
節
作
る
技
を
浸
か
る
に

汝
が
支
配
の
下
、
な
ど
か
く
も
不
遜
な
る
。

わ
れ

E
し
き
行
を
な
さ
ず
、
ま
こ
と
の
愛
を

わ
が
同
胞
に
も
、
主
ょ
、
汝
に
も
持
た
ず
・

彼
等
の
-
人
を
も
我
が
島
知
程
に
は
愛
さ
ぎ
り
き
。

父
に
し
て
子
な
る
キ
り
ス
ト
ょ
、
汝
の
塑
震
を
し
て
我
が
心
を
正
さ
し

め
給
へ
。

わ
れ
い
か
で
、
わ
れ
に
仇
な
す
も
の
を
愛
し
得
ん
。

わ
れ
に
よ
き
こ
と
な
す
も
の
こ
そ
、
ま
さ
り
て
好
ま
し
け
れ
・

わ
が
届
削
除
の
罪
は
赦
さ
せ
給
へ
、
さ
れ
ど
こ
の
心
僕
へ
ん
と
は
思
は
ず
。

と
一
去
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
な
る
と
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
宗
教
的
符
情
詩

と
は
異
な
り
、
個
人
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
〈
最
も
人
間
的
な
告
白
と
い
ふ

こ
と
が
出
来
よ
‘
フ
。
こ
れ
は
ま
た
い
と
も
敬
鹿
な
る
祈
り
に
始
ま
り
、
い
と

も
不
敵
な
る
管
闘
に
終
っ
て
ゐ
る
。
普
通
の
者
な
ら
ば
主
の
爵
に
も
あ
る
や

ゆ
る

う
に
、
決
ら
に
負
債
(
お
ひ
め
)
あ
る
者
を
兎
し
た
る
如
く
、
我
ら
の
負
債

を
J
h
菟
し
給
へ
、
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
、
自
分
は
相
手
の
お
ひ
め
を
菟
さ
う
と

占

ノ、

は
思
は
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
如
何
に
も
ワ
ル
タ
ー
ら
し
い

E
直
さ
が
現
は
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
q

然
し
こ
れ
は
関
与
ヨ
も
去
っ
て
ゐ
る

や
う
に
、
も
は
や
宗
教
的
な
人
の
祈
り
で
は
な
く
、
倫
理
的
な
人
の
島
自
由
で

あ
る
。
な
ほ
こ
れ
等
の
ほ
か
に
も
脚
へ
の
呼
び
か
け
は
時
A
見
ら
れ
ぬ
で
は

な
い
が
、
然
し
そ
れ
は
も
は
や
信
仰
の
針
象
と
し
て
の
脚
で
は
な
く
、
倫
理

的
封
象
と
し
て
の
刷
、
世
界
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
の
脚
で
あ
る
。

こ
の
ワ
ル
タ
1
の
倫
理
的
傾
向
は
既
に
そ
の
初
期
の
作
品
か
ら
現
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
一
七

O
年
頃
生
誕
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
ワ
ル
タ
ー

は
お
・
4

の

ω匂
E
巧
げ
で
も
い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
蛍
時
列
$
3
5
2

4
0
コ
出
回

m
g
E
が
君
公
そ
の
他
の
縄
問
を
得
て
ゐ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
で
作

詩
作
曲
を
穆
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
頃
の
作
品
と
目
さ
れ
る
も
の
は
ラ
イ

シ
マ
ル
流
の
所
調
図
。

Z
E
3
2
1
1騎
士
は
婦
人
を
一
段
高
い
も
の
と

し
て
崇
め
、
身
分
の
高
い
既
婚
の
婦
人
に
求
愛
し
愛
の
奉
仕
を
す
る
の
で
あ

る
が
、
ミ
ン
ネ
の
報
酬
は
そ
れ
自
身
の
中
に
、
即
ち
騎
士
が
こ
の
や
う
な
ミ

ン
ネ
に
よ
っ
て
完
成
へ
と
教
化
さ
れ
る
こ
と
に
あ
り
と
す
る
同

o
Z
云
5
5

の
領
域
に
属
し
て
ゐ
て
、
「
車
問
い
婦
人
へ
の
求
愛
を
欲
し
な
い
者
は
何
に
な

ら
う
。
た
と
へ
そ
の
願
は
聴
か
れ
な
く
て
も
そ
の
人
を
高
貴
に
す
る
」
と
か
、

「
よ
き
鰭
人
の
愛
を
も
っ
者
は
す
べ
て
の
慈
し
き
行
篤
を
恥
ち
る
」
と
か
去
っ

て
ゐ
る
ピ
え
(
由
問
、
)
等
が
懸
愛
歌
で
あ
り
な
が
ら
倫
理
的
合
霧
の
濃
い

の
は
異
と
す
る
に
足
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
等
を
嘗
時
の
他
の
詩
人

達
の
作
品
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ワ
ル
タ
1
の
に
は
倫
理
的
な
面
が
特
に
強

〈
出
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
.
そ
の
後
、
人
間
性
の
虞
正
の
す
が
た
を
探

求
せ
ん
と
す
る
彼
が
所
靖
国

o
Z
冨
5

3

0

の
加
を
、宮
廷
の
閑
襲
に
束
縛
さ

れ
た
不
自
然
な
愛
の
生
活
に
懐
ら
ず
、
こ
の
宮
廷
的
ミ
Y

ネ
の
定
型
を
破
つ



て
.
身
分
低
く
年
若
い
少
女
と
の
所
謂
至
急
句
巾
弓

2
5
1
jそ
れ
迄
の

た
だ
一
方
的
に
捧
げ
つ
く
す
愛
で
は
な
く
、
心
か
ら
心
へ
の
愛
.
相
愛
を
歌

ふ
や
う
に
な
っ
た
時
で
も
・
相
手
に
求
め
ず
」
ゐ
る
の
は
決
し
て
官
能
訓
な
卑

俗
な
愛
で
は
な
く
、
ま
た
美
し
さ

R
7
2
5
よ
り
も
寧
ろ
誠
寅
ヲ
ロ
君
。
と

恒
常
心
凹
門
担
m
fHZ
H
H
な
の
で
あ
る
(
会
・
日
明
)
。
的
ふ
り
彼
は
婦
人
と
し
て
貴

い
の
は
身
分
や
震
や
美
し
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
淑
徳
に
あ
り
質
心

に
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
ミ
Y

ネ
が
そ
の
主
要
な
題
目
と
な
っ
て
ゐ
る
巴
主
に
於
い

て
さ
へ
、
彼
は
や
や
も
す
れ
ば
震
の
ミ
ン
ネ
や
道
義
や
徳
性
に
就
い
て
の
倫

理
的
考
察
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
の
教
皇
攻
撃
の
そ
れ
の
や
つ
に
主
君

の
政
策
を
代
縛
す
る
政
治
詩
の
や
う
な
公
的
な
も
の
か
ら
個
人
的
不
満
や
顔

胡
揮
を
述
べ
た
私
的
な
も
の
に
亥
る
ま
で
、
非
常
に
庚
い
時
間
国
の
内
容
が
盛
ら

れ
て
ゐ
る

ω望
月
F

に
於
い
て
も
彼
は
臨
時
均
一
般
的
債
値
や
道
徳
に
つ
い
て

諮
っ
て
ゐ
る
・
こ
り
や
う
な
倫
理
的
教
訓
的
傾
向
は
も
と
も
と
彼
の
繁
貿
に

於
け
る
木
質
的
事
素
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
生
活
の
可
能
性
の
問
題
は

生
涯
を
透
じ
て
彼
の
念
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
り
で
あ
る
。
プ
ー
ル
ダ
ハ
等
に

依
句
ワ
ル
タ
l
の
最
初
の
政
治
的
♂
コ
江
戸
と
見
倣
さ
れ
、
ま
た

E
E
n
z

明
田
口
問
の
宿
木

B
及
び

C
の
費
像
の
も
と
と
も
な
っ
て
ゐ
る
作
品
∞
・
#
で

「
石
の
上
に
腰
か
け
、
膝
と
膝
と
を
か
さ
ね
、
そ
の
上
に
肘
を
つ
き
・
顎
と

頬
と
を
掌
に
支
へ
て
」
彼
が
つ
ら
つ
ら
考
へ
た
の
も
、
「
と
の
世
に
於
い
て

如
何
に
生
く
べ
き
か
」
と
い
ふ
こ
と
で
ふ
め
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
と
具
値
的
に

い
ふ
な
ら
、
財
貸

m
t
o門
と
名
血
管
巾
『
巾
と
糊
の
恩
縮
問
O
R叩

V
己
向
日
巾
と
を

¥
如
何
に
す
れ
ば
同
時
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
三
つ
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
凶
0

・
5
一
路
・
ぉ
一

J
M
W
P
Z
F
2
6
H】
品
目
同
〈

Dm巳
毛
色
含
の
宗
教
感
情

M
M
-
誌
の
∞
守
口
門
戸
H

そ
の
他
で
も
い
っ
て
ゐ
て
、
も
と
よ
り
怖
の
恩
穏
と

名
壊
は
財
よ
り
重
ん
ぜ
ら
る
ベ
ぎ
で
あ
り
・
就
中
紳
の
嗣
郎
編
が
最
高
の
も
の

で
あ
る
と
は
蜘
臨
ん
べ
い
っ
て
ゐ
る
が
、
然
し
M
M
凶
む

で
は
「
財
を
後
り
締
ん

ず
れ
ば
、
そ
れ
が
な
く
な
る
と
喜
び
も
失
は
れ
る
」
と
い
っ
て
財
の
震
要
性

を
一
式
ふ
こ
と
も
忘
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
今
そ
の
他
の
作
品
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
彼
岸
の
脚
の
恩
績
と
此
岸

の
世
俗
的
な
名
楼
並
び
に
財
が
彼
の
世
昼
翻
聞
に
於
い
て
占
め
て
ゐ
た
比
重
を

考
へ
て
み
る
と
、
暗
黒
時
代
と
呼
ば
れ
た
中
世
の
さ
中
に
咲
き
出
で
、
或
る

意
味
で
は
中
世
に
於
け
る
凡
ネ
ッ
サ
Y

ス
と
も
い
ふ
こ
と
の
出
来
る
宮
廷
的

騎
士
文
化
が
怖
に
も
人
に
も
愛
さ
れ
る
の
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
生
活
の
電

心
を
彼
岸
か
ら
比
岸
に
移
し
て
ゐ
た
や
つ
に
、
シ
ュ
タ
ウ
ブ
ェ

y
時
代
の
代

表
的
詩
人
で
あ
っ
た
彼
ワ
ル
タ
1
に
と
っ
て
も
生
活
の
霞
心
は
彼
岸
よ
り
も

此
岸
に
お
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
・
少
く
と
も
中
年
時
代
ま
で
の

ワ
ル
タ
ー
は
、
比
山
芹
に
根
ざ
し
、
常
に
努
力
し
て
人
間
一
切
の
商
品
ハ
な
力
を

後
展
せ
し
め
、
教
曾
的
禁
慾
と
は
別
に
、
震
の
敬
炭
に
向
っ
て
潟
両
の
道
を

進
行
民
主
の
宮
廷
的
騎
士
文
化
の
繭
普
守一
い
仁
川
じ
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら

『
「
ノ
。

「
愛
情
あ
っ
て
す
る
の
な
ら
、
緩
人
同
志
大
い
に
怒
っ
て
よ
ろ
し
い
・
・
・
。

暫
く
怒
っ
て
激
し
く
仲
直
り
す
る
の
が
愛
の
道
」
と
い
ふ
人
情
の
機
微
を
穿

っ
た
一
節
(
こ
れ
は
も
は
や
所
謂
恒
三
百
三

5
5
で
は
な
い
)
の
入
っ
て

ゐ
る
一
群
の
中
に
「
私
は
私
の
日
h

程
遠
か
に
遁
ダ
守行
く
日
を
見
た
こ
と
が

な
い
。
私
は
始
終
、
去
旬
行
く
日
を
見
送
っ
て
ゐ
る
。
彼
等
が
伺
庭
へ
行
く

の
か
、
ま
た
何
を
そ
ん
な
に
念
ぐ
の
か
知
り
た
い
も
の
だ
.
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
私
の
と
こ
ろ
か
ら
私
程
に
も
大
事
に
し
て
く
れ
な
い
人
の
と
こ
ろ
へ
行
く

七



宅
と
同
町
巾
吋
〈
0
3
円
四
角
ぐ
O
同
市
】

dah凶
冊
目
宗
敬
感
情

の
か
も
鈍
れ
ぬ
。
畿
の
と
こ
ろ
へ
か
、
知
っ
て
ゐ
る
な
ら
去
っ
て
み
る
が
い

い
」
と
い
ふ
意
味
の
一
節
(
4
0
・
e
l広
)
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ワ
ル
タ
1
の
中

年
ま
で
の
作
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
休
み
な
く
過
ぎ
行
く
時
の
涜
れ
に

封
ず
る
哀
愁
を
よ
く
現
は
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
ま
た
そ
の
他
の
詩
に
於
い
て

も
生
の
喜
び
を
歌
ひ
な
が
ら
時
々
そ
の
喜
び
の
さ
中
に
す
べ
て
の
喜
び
の
惨

さ
に
針
す
る
煮
識
が
遁
句
雲
の
や
う
に
影
を
落
す
こ
と
が
あ
る
。
然
し
ま
だ

そ
の
頃
は
彼
の
生
活
感
情
を
支
へ
て
ゐ
る
の
は
現
質
的
な
倫
理
感
で
あ
っ

て
、
彼
岸
へ
の
逃
避
は
起
っ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
が
衣
第
に
年
老
い
(
彼
は
一

三一二

O
年
頃
ま
で
、
即
ち
六
十
歳
位
ま
で
生
き
た
や
う
に
思
は
れ
る
が
、

卒
均
議
命
の
今
よ
り
透
に
低
か
っ
た
賞
品
開
と
し
て
は
こ
れ
は
非
常
な
高
齢
で

あ
る
)
、
彼
と
略
同
じ
頃
〈
一
一
七

O
年
頃
)
に
生
れ
た
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ

y

時
代
の
代
表
的
詩
人

E
ス

E
S
S
E
〉
己
目
は
四
十
五
歳
伎
で
、
ウ
ォ

ル
ブ
ラ
ム
と
ゴ
ヅ
ト
7
リ

1
ト
と
は
約
五
十
歳
で
死
に
、
一
一
一
一
一

0
年
代
に

は
彼
が
た
だ
一
人
生
き
残
っ
て
ゐ
て
、
彼
が
一
生
の
理
想
と
し
た
宮
廷
生
活

の
道
徳
的
表
頒
を
自
に
し
、
叉
彼
が
〈
白
四
国
三
吋
民
衆
文
壊
か
ら
新
し
い

胤
を
注
ぎ
入
れ
て
も
り
育
て
た
宮
廷
行
情
詩
が
粗
野
な
も
の
に
と
嬰
形
し
て

行
く
の
を
見
た
蒔
ワ
ル
タ
1
の
、
り
で
は
弐
第
に
暗
く
な
っ
て
行
く
。

「
我
が
見
し
心
の
喜
び
に
は
常
に
心
の
憎
み
伴
ひ
ぬ
」
と
か
つ
わ
れ
は
た

だ
の
今
日
も
益
事
」
喜
び
も
て
過
ご
せ
し
こ
と
な
き
も
の
。
か
つ
て
享
け
し
喜

び
悉
〈
我
が
も
と
を
去
る
。
明
き
花
の
蹄
き
の
如
、
う
つ
ろ
は
ざ
ら
ん
喜
び

を
、
誰
か
こ
の
世
に
見
出
さ
ん
。
さ
ら
ば
わ
が
心
は
や
係
り
の
喜
び
を
ば
ゆ

め
綴
ひ
そ
」
と
か
敬
っ
て
ゐ
る
作
品
会

-
Z
で
「
わ
れ
も
の
思
ひ
に
耽
る

時
‘
人
わ
れ
に
話
し
か
く

e

・・
・我
が
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
答
へ
ん
す
べ

も
な
し
」
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
返
事
も
出
凍
な
い
稜
耽
る
思
ひ
と
い
ふ

i¥. 

の
は
、
も
は
や
綾
の
憧
れ
で
は
な
く
て
現
世
の
幸
福
の
察
し
さ
に
針
す
る
思

ひ
で
み
め
ん
ラ
。
こ
の
こ
と
は
衣
の
作
品
H
O
O
-

ぼ
に
な
る
と
一
暦
は
っ
き
り

す
る
・前

に
作
品
目
c・

3
で

浮
世
よ
・
お
前
が
そ
の
様
に
の
た
う
ち
廻
る
な
ら

お
前
に
ど
の
健
闘
に
か
し
，
つ
け
ば
よ
い
の
か
。

お
前
は
私
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
恩
ふ
の
か
。

い
や
私
だ
つ
て
の
た
う
ち
ま
は
っ
て
見
せ
る
。

お
前
が
ど
ん
な
に
念
が
う
と
も
、
私
が
お
前
を
袖
に
す
る
の
は

も
っ
と
ず
っ
と
先
き
の
こ
と
だ
。

と
い
っ
た
浮
世
夫
人
ヲ

E
者
岳
に
作
品
】
(〕0
・

E
で
は
は
っ
き
り
と
別

れ
を
告
げ
て
ゐ
る
・
こ
こ
で
は
浮
世
を
悪
魔
の
経
営
す
る
居
酒
屋
の
女
に
見

た
て
、
彼
女
と
詩
人
と
の
針
話
に
な
っ
て
ゐ
て
、
第
一
節
は
詩
人
の
言
葉

で
、
永
い
閉
そ
こ
の
顧
客
で
あ
っ
た
詩
人
は
莫
犬
な
借
金
を
支
沸
っ
て
別
れ

を
告
げ
る
。
と
い
ふ
の
は
い
つ
迄
も
こ
こ
の
負
債
者
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
ユ

ダ
ヤ
人
に
借
り
た
以
上
に
恐
ろ
し
い
か
ら
で
為
る
。
第
三
節
は
浮
世
夫
人
の

言
葉
で
、
「
ワ
ル
タ

1
r、
そ
な
た
は
放
な
く
怒
っ
て
ゐ
る
」
と
彼
女
は
お
も

ね
る
や
う
に
答
へ
て
、
過
去
の
恩
ひ
出
と
将
来
の
約
束
と
で
彼
を
引
き
止
め

よ
う
と
す
る
。
第
三
節
は
再
び
詩
人
の
言
葉
で
、

浮
世
夫
人
ょ
、
私
は
あ
ま
り
永
い
間
乳
を
吸
ひ
遁
ダ
た
よ
う
だ
。

私
は
こ
の
習
慣
を
止
め
よ
う
と
恩
ふ
、
今
が
そ
の
時
だ
.

そ
な
た
の
愛
撫
に
J
h
う
少
し
で
肱
附
さ
れ
る
臨
別
だ
っ
た
。

と
い
ふ
の
は
そ
れ
は
多
く
の
甘
い
喜
び
を
輿
へ
る
。

そ
な
た
を
前
か
ら
ま
と
も
に
目
見
る
と



そ
な
た
は
ま
こ
と
に
眉
目
う
る
は
し
か
っ
た
。

だ
が
、
そ
な
た
の
背
中
に
策
が
つ
い
て
見
る
と

私
が
い
つ
迄
も
そ
な
た
を
篤
る
で
あ
ら
、
っ
援
に

そ
こ
に
は
常
気
味
な
も
の
が
充
ち
澱
ち
て
ゐ
た
。

最
後
の
第
四
節
は
浮
世
夫
人
の
言
葉
と
詩
人
の
言
葉
と
が
今
キ
に
な
っ
て

ゐ
る
b「

そ
な
た
の
気
持
を
場
へ
さ
せ
る
こ
と
が
山
山
来
な
い
の
な
ら

せ
め
て
一
つ
私
の
願
を
聴
い
て
お
く
れ
。

そ
な
た
が
退
屈
し
た
時
だ
け
で
も

幾
日
か
の
繁
し
か
っ
た
日
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
て

た
ま
に
は
私
の
と
こ
ろ
を
覗
い
て
お
く
れ
」
.

「
出
来
る
こ
と
な
ら
、
私
も
ど
ん
な
に
か
さ
う
し
た
い
、

だ
が
私
は
、
設
も
逃
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
そ
な
た
の
わ
な
を
恐
れ
る
。

夫
人
よ
、
お
休
み
、

私
は
宿
へ
行
か
う
と
恩
ふ
」

こ
の
中
に
出
て
来
る
浮
世
夫
人
が
前
か
ら
見
れ
ば
輝
く
ば
か
句
美
し
い

が
、
一
度
担
問
後
に
廻
る
と
そ
の
背
中
に
は
蛇
や
基
や
虫
が
充
満
し
姐
が
わ
い

て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
中
世
に
よ
く
行
は
れ
た
轡
喰
で
あ
っ
て
、
ワ
ル
タ
ー

よ
り
は
後
の
作
家
で
あ
る
が
同
0
2
3
a
J
0
2

者位

R
E『
伺
の
ご
2
者向】門

戸
0
7
3

や
そ
の
他
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
ま
た
文
墜
作
品
ば
か
り
で
な
く
ウ

オ
ル
ム
ス
の
大
伽
藍
の
南
玄
関
に
あ
る
十
四
世
記
初
頭
の
彫
刻

1
1前
か
ら

見
れ
ば
大
き
な
浮
世
夫
永
の
裾
に
小
さ
な
騎
士
が
総
り
つ
い
て
ゐ
る
が
そ
の

泊
問
中
に
は
前
記
の
動
物
が
う
よ
う
よ
し
て
ゐ
る
あ
の
右
像
に
も
貌
は
れ
る
。

ま
た
こ
の
擬
人
化
は
ワ
ル
究
1
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
と
れ
ま

謡曲
-E叩
司
〈

O
ロ
与
口
『
ぐ
O
岡
市
]
毛
色
内
庁
の
宗
教
感
情

で
に
も
吋
同
国
民
宮
古
号
、
豆
町
内

-
m白
色
合
、
と
幾
多
の
抽
象
名
詞
を
擬
人
化

し
て
ゐ
る
が
、
今
度
の
場
合
こ
れ
は
も
は
や
草
な
る
手
段
で
は
な
く
、
を
く

生
き
た
人
間
に
な
り
切
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
針
話
の
う
ま
さ
も
こ
れ
ま
で
に

s
h
や

3
・
E
等
の

E
E
に
目
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
貨
に
劇
的
で
あ
っ

て
、
言
葉
す
く
な
い
中
に
鶴
心
せ
ん
と
す
る
ワ
ル
タ
1
の
気
持
が
に
じ
み
出

て
ゐ
る
。

今
一
つ
彼
の
晩
年
の
気
分
の
よ
く
出
て
ゐ
る
の
は
、
成
立
年
代
の
わ
か
る

も
の
で
は
最
後
の
作
品
で
、
一
般
に
は
巴
巾
問
符
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
作
品

H
M
A
P
-
H

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
皇
帝
7

リ
ー
ド
リ
ヒ
一
一
世
の
命
を
受
け
、

L
二

二
七
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
騎
士
逮
に
十
字
軍
へ
の
参
加
を
勧
誘
す
る
た
め
に

作
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
詩
で
彼
は
先
づ
人
生
一
一
歩
と
い
ふ
彼
自
身

の
晩
年
の
気
持
を
述
べ
て
聴
く
者
に
無
常
感
を
起
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
、
外
は

美
し
〈
内
は
死
の
や
う
に
暗
い
「
浮
世
」
(
夫
人
)
に
誘
惑
さ
れ
た
者
も
些
細

な
償
ひ
で
軍
い
罪
を
菟
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
っ
て
、
十
字
軍
へ
の
参
加

を
勧
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
無
常
曲
触
を
そ
"
だ
る
第
一
節
は
特
に
素
晴
ら
し

'
L
V
 

悲
し
い
か
な
、
わ
が
年
月
す
べ
て
い
づ
と
に
去
り
し

ま
こ
と

わ
が
生
涯
は
夢
な
り
し
ゃ
、
は
た
慣
な
句
や
。

あ
句
と
恩
ひ
し
も
の
す
ぺ
て
あ
り
し
に
や

わ
れ
は
眠
り
て
そ
を
知
ら
ず

今
わ
れ
目
ざ
め
て
、
か
つ
て
は
己
が
手
の
如
、

知
句
に
し
も
の
を
知
ら
ず
・
-
-
-

t

長
い
眠
り
か
ら
e

さ
め
て
み
れ
ば
、
放
郷
の
山
川
草
木
悉
く
嬰
り
果
て
て
、

道
行
〈
菅
の
友
&
今
は
自
分
を
識
ら
な
い
の
で
あ
る
。
畢
克
ず
る
に
人
間
の

九



戸
〈
乙

H
7
2
〈

O
E
仏

q
J
6
n
o
r-之
島
市
の
宗
敏
感
情

こ
の
世
の
傍
苦
は
す
べ
て
察
し
い
夢
に
過
ぎ
な
い
‘
す
べ
て
の
幻
影
は
消
え

去
り
長
ら
く
魅
力
を
も
っ
て
ゐ
た
湿
潤
は
到
達
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
彼
方

に
務
を
か
く
し
て
、
希
認
や
愛
か
ら
目
ざ
め
た
彼
の
前
に
は
、
か
つ
て
は
輝

か
し
く
う
る
は
し
か
っ
た
世
界
が
恐
ろ
し
い
死
の
淵
を
聞
い
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
の
生
死
の
境
に
立
つ
老
詩
人
の
秘
め
た
る
苦
痛
が
こ
の
詩
に
限
句
な
く
痛

ま
し
い
調
子
と
な
っ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
現
は
す
の
に
「
す

べ
て
喜
び
は
悲
し
み
に
終
る
」
と
い
ふ
あ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
騎
士
蓬
に
は

な
じ
み
の
深
い

Fσ
巳

5
m
g
z丘
の
・
詩
裂
を
問
ひ
て
ゐ
て
、
そ
の
雄
大
な

る
絡
調
と
い
ひ
崇
高
な
る
心
境
と
い
ひ
、
齢
六
十
に
棄
と
し
て
愈
々
岡
黙
し

た
彼
ワ
ル
タ
1
の
力
最
の
程
が
知
ら
れ
る
思
ひ
が
す
る
。
も
は
や
こ
こ
に
歪

つ
て
は
宗
減
を
絡
し
、
理
窟
を
抜
き
に
し
た
宗
教
的
境
地
と
い
ふ
こ
と
が
出

来
よ
・
フ
。

最
後
に
も
う
一
つ
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
錦
心
を
諮
っ
て
ゐ
る
詩

(
2・M
同

)

が
あ
る
。
こ
れ
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
刊
の
で
あ
る
が
、
そ
り
市
で

I

自
分
は
四
十
年
か
そ
れ
以
上
も
ミ
Y
ネ
の
こ
と
を
歌
っ
て
来
た
」
と
云
っ

て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
こ
れ
が
除
穫
晩
年
の
作
、
恐
ら
く
最
後
に
近
い
作
で

あ
る
こ
と
が
線
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
編
者
に
依
つ
て
は
初
め
の
こ
節

と
後
の
三
節
が
引
離
さ
れ
て
ゐ
て
、
後
の
一
一
一
節
の
順
序
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る

が
、
い
ま
内
3
5
の
そ
れ
に
従
ふ
と
、
こ
の
詩
の
第
三
節
で
は

「
浮
世
上
、
私
は
お
前
の
報
酬
を
見
た
。
お
前
は
一
度
く
れ
た
も
り
を
取
上

げ
、
松
山還
は
み
な
お
前
か
ら
練
で
別
れ
る

・:・
」
と
い
っ
て
、
浮
世
の
湾
し

さ
を
、
第
四
節
で
は
「
私
は
か
つ
て
美
し
い
委
を
選
ん
だ
が
、
私
が
心
を
傾

け
た
も
の
は
美
し
さ
と
言
策
と
を
失
っ
た
・
・
・
」
と
い
っ
て
、
世
俗
的
愛
の

は
か
な
さ
を
歌
っ
て
ゐ
る
o
そ
し
て
最
後
の
第
五
節
で
「
わ
が
魂
に
幸
あ
れ
!

。

弘
は
こ
の
世
で
男
女
と
も
多
く
の
人
会
喜
ば
せ
た
。
弘
自
身
の
魂
の
裁
か
を

は
か
る
こ
と
は
留
守
に
し
て
ー
だ
が
私
が
肉
般
の
ミ
ン
ネ
を
ほ
め
れ
ば
、

魂
は
悲
し
む
。
彼
女
(
魂
)
は
そ
れ
は
係
り
で
あ
り
、
気
濯
ひ
沙
汰
で
あ
る

と
い

ふ
、
震
の
ミ
ゾ
ネ
こ
そ
不
鳴
で
あ
り
、
素
晴
ら
し
く
と
こ
し
へ
で
あ
る

と
い
ふ
。
肉
鐙
よ
、
お
前
を
見
捨
て
る
愛
を
捨
て
よ
。
そ
し
て
不
撲
の
愛
を

-e宣
せ
よ
。
わ
た
し
に
は
お
前
が
目
指
し
た
愛
は
本
物
で
は
な
い
や
う
に
恩

は
れ
る
o
」
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
勿
論
こ
こ
に
一
式
ふ
「
買
の
ミ
Y
ネ
」
は
、
ハ

ル
ト
マ
げ
J

が
彼
の
存
情
詩
と
し
て
は
最
後
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
中
で
主
君

の
死
後
十
字
沼
参
加
の
た
め
に
知
人
や
親
戚
に
別
れ
を
告
げ
て
ゐ
る
ピ
え

(
ヌ
ニ
コ
三
3
3民
間
司
『
広
三

E
拘
留
∞
・
叩
)
で
い
っ
て
ゐ
る
あ
の
「
ミ
ン
ネ
」
と

等
し
く
、
男
女
間
の
-人
間
的
な
愛
に
到
し
て
胸
へ
の
愛
を
い
っ
て
ゐ
る
こ
と

は
明
か
で
あ
っ
て
、
彼
ワ
ル

タ
ー
が
最
後
に
辿
り
つ
い
た
の
も
こ
の
貨
の
ξ

y
ネ
、
胸
へ
の
愛
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
・

そ
し
て
こ
こ
で
去
っ
て
ゐ
る
肉
髄
と
魂
(
務
胸
)
、
ひ
い
て
は
世
俗
生
活
と

宗
教
心
と
の
二
元
的
勢
立
は
、
中
世
の
生
活
や
文
躍
に
は
よ
く
見
受
片
ら
れ

る
針
立
で
あ
っ
て
、
こ
の
ご
つ
が
如
何
に
調
和
さ
れ
る
か
は
甚
だ
興
味
あ
る

問
題
で
あ
る
。
世
俗
的
騎
士
小
設
関

an
執
筆
後
、
こ
の
や
う
な
世
俗
的
な

物
語
を
奮
い
た
こ
と
に
罪
惑
感
を
ず
ら
抱
ぎ
、
そ
の
罪
滅
し
に
と
い
っ
て
宗

教
的
銭
事
詩
。
z
m
o
ュg
や
〉
『
ヨ
包
河
内
百
三
与
を
世
間
き
な
が
ら
、
そ
の

後
再
び
ア
8
2
に
於
い
て
、
罪
と
そ
の
艇
ひ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
と

は
い
へ
、
徹
頭
徹
尾
世
俗
的
な
騎
士
生
活
を
摘
く
に
至
っ
た
ハ
ル
ト
マ
ゾ
は

こ
の
相
異
な
る
爾
方
面
を
滞
然
た
る
-
つ
の
世
界
に
統
一
ナ
る
こ
と
が
出
来

ず
、
結
局
勢
立
を
針
立
の
ま
ま
に
終
ら
し
め
て
屑
り
、

M
V
P
R
Z
P
-
の
終
り

で
「
肉
幽
置
の
罪
に
依
っ
て
・
現
在
榊
よ
り
奪
ひ
去
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
同
時



に
世
の
寵
愛
を
立
波
に
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
、
生
涯
を
終
る
者
こ

そ
有
盆
な
仕
事
を
し
た
の
で
あ
る
」
と
一
玄
っ
て
ゐ
る
ウ
ォ
ル
プ
ラ
ム
に
於
い

一
し
初
め
て
こ
の
針
立
は
高
次
の
綜
合
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
同

M
E】
は
こ

の
ウ
ォ
ル
プ
ラ
ム
と
ワ
ル
タ
ー
と
を
封
比
せ
し
め
て
「
ウ
ォ
ル
ブ
ラ
ム
に
於

い
て
は
宗
教
心
と
世
俗
生
活
と
が
揮
然
融
和
し
て
ゐ
る
の
に
、
ワ
ル
タ
ー
に

あ
っ
て
は
こ
の
こ
つ
は
全
く
確
然
と
掛
開
立
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
並
存
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
よ
り
は
相
前
後
し
て
ゐ
る
」
と
去
っ
て
ゐ
る
。

!

さ
て
以
上
を
振
り
返
っ
て
み
る
の
に
、
ワ
ル
タ
1
の
数
多
く
の
作
品
の
中

で
宗
教
的
と
一
玄
へ
る
の
は
非
常
に
少
く
、
ま
た
そ
れ
等
の
内
容
か
ら
見
て
も

彼
と
略
同
時
代
の
詩
人
達
吋
号
門
主
n
H
2
0
3
民
吉
田
市
ロ
や
出
島
ユ
5
2
3
や

〉

5
5
z
s
こ
oggaoぇ
1
1
特
に
者
王
舎
と

g
の
初
め
の
と
こ
ろ

で
紬
仰
に
向
っ
て
「
汝
は
父
に
し
て
我
は
子
な
り
」
と
言
ひ
切
っ
て
ゐ
る
ウ
ォ

ル
フ
ラ
ム
に
較
べ
る
と
、
ワ
ル
タ
1
の
宗
教
的
欲
求
が
滝
か
に
少
か
っ
た
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
彼
の
作
品
を
を
礎
的
に
見
て
、
彼
が
所
講
宗
教
的
詩
人

で
あ
っ
た
と
は
思
へ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
の
多
く
に
感
じ
ら
れ
る
の

は
寧
ろ
明
隊
な
論
理
.
を
辿
る
知
怜
で
あ
り
、
常
に
人
間
と
し
て
の
誠
貨
を
示

し
て
ゐ
る
倫
理
性
で
あ
っ
て
、
彼
の
末
質
は
宗
教
的
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
理

智
的
倫
理
的
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
恩
ふ
。
と
い
っ
て

も
晩
年
に
な
る
ま
で
の
ワ
ル
タ
ー
も
、
合
理
主
義
的
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
黙

で
は
相
似
て
ゐ
る
ゴ
ッ
ト
フ
り
1
ト
程
、
宗
教
に
鎖
し
て
冷
淡
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
・
普
通
の
中
世
人
の
も
つ
程
度
の
信
仰
は
持
っ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
す
べ
て
に
批
判
門
的
で
あ
っ
た
彼
は
営
時
の
形
式
的
信
仰
を
そ

の
ま
ま
わ
が
物
と
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
宗
教
を
も
っ
と
自
由
に
人
間
的
に

把
揮
し
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
生
活
に
於
い
て
さ

ぎ
乙
吾
尽
き
ロ
色
。
吋
〈
O
町
内

7
4
2
?
の
家
敏
感
情

へ
言
と
行
と
の
一
殺
を
強
調
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
彼
の
倫
理
性
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
は
宗
教
心
が
敏
如
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
よ
り
は
世

俗
心
と
宗
教
心
の
比
重
が
中
年
ま
で
は
透
か
に
世
俗
的
な
も
の
の
方
に
傾
い

て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
晩
年
に
な
っ
て
彼
岸
に
傾
い
た
の
だ
と
云
へ

ょ
う
。
と
れ
は
見
方
に
依
つ
て
は
パ
ウ
ル
の
云
っ
て
ゐ
る
や
う
に

5
σ
2
・

2
ロ
ど
三
2
と
い
ふ
よ
り
は

M
M
R
Z
S但
白
色
叩
『
で
あ
っ
た
と
い
へ
な
い
こ
と

も
な
い
が
、
然
し
こ
の
比
岸
よ
り
彼
岸
へ
の
推
移
は
徐
キ
に
起
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
殊
に
そ
れ
ま
で
も
彼
が
倫
理
的
な
人
間
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
の
鱒
心

は

za仏
吉
ユ
石
口
問
2
2神
戸
】
の
場
合
に
於
け
る
や
う
に
そ
れ
粍
唐
突
に

は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

寧
ろ
ワ
ル
タ
1
の
場
合
晩
年
に
な
っ
て
弐
第
に
宗
教
出
に
な
っ
て
行
く
気

持
は
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
晩
年
の
宗
教
心
な
る
も
の
を
も

う
一
度
よ
く
考
へ
て
み
る
と
、
勿
論
そ
の
気
持
に
係
り
が
あ
る
と
は
恩
へ
ぬ

が
、
然
し
そ
の
信
仰
は
ど
ち
ら
か
と
云
ふ
と
現
世
を
否
定
し
た
後
に
到
着
し

た
消
極
的
な
信
仰
で
あ
っ
て
・
前
記
の
人
々
が
も
っ
て
ゐ
た
や
う
な
請
は
ば

積
極
的
な
信
仰
と
は
阪
別
さ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
ふ
。
そ
し
て
ワ
ル
タ
ー
は

晩
年
に
な
っ
て
宗
教
的
境
地
に
到
蓬
し
て
か
ら
で
も
矢
張
り
信
仰
ひ
と
つ
に

鎚
る
こ
と
は
出
来
ず
に
、
さ
き
に
翠
げ
た
作
品
g
w
M
H

の
第
二
節
で

た
と
へ
身
は
乞
食
の
杖
に
髄
ら
う
と
も

わ
が
幼
少
の
噴
よ
り
な
せ
し
が
如
く

携
ま
ざ
る
努
力
も
て

内
な
る
償
債
を
目
指
し
て
努
め
な
ぱ
，

身
は
低
く
と
も
、
わ
れ
も
資
人
の
一
人

E

.

，

と
い
っ
て
ゐ
る
の
に
も
見
ら
れ
る
や
う
な
気
持
が
ま
だ
多
分
に
残
っ
て
ゐ
た
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