
パ
止
、

ジ
、
雑
感

イ
メ

1

「
0
0
会
社
は
ス
マ
ー
ト
だ
L
「
X
X
会
社
は
ド

口
臭
い
」
「
△
△
会
社
は
若
々
し
い
L
「
口
口
会
社

は
古
く
さ
い
」
な
ど
私
達
の
生
活
の
中
で
こ
の
様

な
言
葉
を
聞
か
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ぱ
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
一
高
葉
は
企
業
の
持
つ
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
私
達
宣
伝

に
携
わ
る
人
間
と
し
て
は
こ
の
何
気
な
く
口
に
さ

れ
る
言
葉
が
非
常
に
気
に
な
り
、
い
か
に
し
て

「
良
い
イ
メ
ー
ジ
L
 
を
持
っ
て
も
ら
う
か
と
一
古
労

す
る
わ
け
で
あ
る
0
 
ま
ず
、
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」
と

は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
社
会
環
境
の
変
化
、
価

値
感
の
変
化
と
共
に
そ
の
基
準
が
変
わ
る
の
は
当

然
で
あ
る
0
 
例
え
ば
「
大
き
い
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
一
九
六
0
年
前
半
ま
で
は
、
「
信
頼
」
「
安

心
」
を
意
味
す
る
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
L
 
で
あ
っ
た

も
の
が
現
在
で
は
必
ず
し
も
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」

だ
け
で
存
在
し
な
い
。
「
独
善
」
と
い
う
極
端
な

晃

連
想
を
持
つ
人
も
い
る
。
ま
た
、
「
進
歩
」
と
い
う

イ
メ
】
ジ
は
概
し
て
「
幸
せ
」
を
目
的
と
す
る
動

き
を
意
味
し
九
。
だ
が
、
「
工
業
公
害
L
「
人
問
性

無
視
」
と
い
う
短
絡
的
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
生
ま
れ

る
咋
今
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
生
活
中
心
の
社
会

環
境
の
中
に
於
い
て
考
え
て
み
る
と
こ
の
「
良
い

イ
メ
ー
ジ
L
 
と
い
う
の
が
な
か
な
か
難
か
し
い
も

の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」
に
つ

い
て
は
い
ろ
い
ろ
意
見
も
あ
ろ
う
が
一
般
的
に
見

て
い
ず
れ
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
そ
れ
は
そ
の
企
業
を

取
り
巻
く
時
代
、
社
会
環
境
の
中
で
好
意
を
持
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
す
る
な
ら
ば
、

さ
て
そ
れ
を
果
た
し
て
簡
単
に
そ
の
社
会
に
植
え

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
一
言
え
ば
そ
の
答
え
は

当
然
「
否
」
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
は
期
問

(
時
に
は
伝
統
に
近
い
)
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て

種
々
の
構
成
要
因
が
、
同
的
と
す
る
「
良
い
イ
メ

西
村

ー
ジ
L
 
に
作
動
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
澀

は
企
業
イ
メ
ー
ジ
は
虚
像
で
な
く
実
像
で
あ
り
、

突
体
で
あ
る
と
思
う
。
最
近
各
企
美
イ
メ
ー
ジ

ナ
主
局
め
る
為
に
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

(
"
C
1
)
で
あ
る
と
か
、
例
え
ぱ
社
名
ロ
ゴ
の

統
一
だ
と
か
盛
ん
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な

こ
と
で
あ
る
が
基
本
は
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
を
中
心
と
し
た
企
業
の
経
営
理
念
が
消
費
者
に

目
を
向
け
九
、
ま
た
未
来
社
会
を
洞
察
し
九
も
の

で
あ
る
こ
と
は
必
須
の
条
件
一
:
あ
り
、
こ
れ
は
当

然
の
理
で
あ
る
。
そ
う
し
九
企
業
理
念
に
基
つ
い

た
商
品
の
提
供
、
商
品
の
販
売
活
動
宣
伝
活
動

な
ど
の
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
諸
活
動
を
始

め
、
企
業
の
従
業
員
の
日
常
行
動
ま
で
が
一
貫
し

九
も
の
で
あ
っ
て
初
め
て
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
「
良
い
企
業
イ
メ
ー
ジ
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
と
思
う
。
企
業
の
理
念
が
消
背
者
中
心
の
考
え

方
が
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
提
供
す
る
商
品
が
メ

ー
カ
ー
の
一
人
よ
が
り
の
商
品
で
あ
っ
た
り
、
商

品
は
理
念
を
生
か
す
も
の
と
し
て
牛
ま
れ
て
い
る

の
に
か
か
わ
ら
ず
、
宣
伝
広
告
で
そ
れ
を
充
分
に

伝
え
て
い
な
い
と
す
れ
ぱ
、
ま
九
そ
れ
を
販
売
し

て
い
る
人
達
の
態
度
が
消
費
者
に
不
親
切
で
あ
っ

た
り
す
れ
ぱ
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」
は
生
ま
れ
て
こ
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な
い
し
、
育
九
な
い
。
ま
た
時
と
し
て
企
業
が
提

供
し
九
商
品
が
本
来
の
目
的
で
な
く
間
違
っ
た
方

向
で
使
用
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
こ
れ
も
同
時
に
「
惡

い
イ
メ
ー
ジ
」
を
企
業
に
持
た
れ
る
こ
と
に
な
る

場
合
が
あ
る
。
お
こ
が
ま
し
い
話
で
は
あ
る
が
消

費
者
教
育
の
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
が
う
ま
く
⑦
い
か
な
い
と
、
時
に
は
そ

の
商
品
が
人
間
の
生
活
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て

も
非
常
識
と
も
い
え
る
使
用
法
匹
よ
っ
て
商
品
の

生
命
を
絶
つ
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
問
生
活

に
必
要
な
も
の
を
非
黛
な
人
に
よ
っ
て
消
さ
れ

そ
の
為
に
不
自
由
な
あ
る
い
は
不
幸
な
生
活
に
人

問
を
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
と
考
え

て
い
く
と
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」
の
構
築
も
な
か
な

か
複
準
あ
り
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
企
業
の
内

部
要
因
と
外
部
要
因
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
、
或

い
は
亙
い
に
影
縛
さ
れ
た
り
か
み
合
い
な
が
ら
作

用
し
て
お
り
、
そ
し
て
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成

す
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
良
い
イ
メ
ー
ジ
」

を
作
り
上
げ
る
の
は
一
朝
一
夕
で
は
で
き
な
い
。

逆
に
「
悪
い
イ
メ
ー
ジ
」
は
簡
単
に
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
通
り
企
業
イ
メ
ー
ジ
は

実
体
で
あ
る
以
上
、
斡
"
,
つ
く
で
「
良
い
イ
メ
ー

ジ
」
が
作
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
私
共
ト
ヨ
タ
で

は
交
通
安
全
キ
十
ン
ヘ
ー
ン
を
十
年
以
上
も
続
け

て
い
る
が
、
当
時
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ
,
ン
の
伸

長
と
と
も
に
交
通
事
故
が
増
加
の
き
ざ
し
が
見
え

九
時
私
共
は
「
一
件
で
も
交
通
事
故
を
な
く
す
こ

と
が
で
き
れ
ぱ
」
と
願
っ
て
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
始
め
九
。
こ
れ
を
企
画
し
た
時
、
私
共
の
故
神

谷
名
誉
会
長
(
当
時
社
長
)
か
ら
「
こ
れ
に
よ
っ
て

企
業
イ
メ
ー
ジ
を
上
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
事
故
を

一
件
で
も
な
く
す
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。
だ
か
ら

実
際
に
で
き
る
範
囲
の
こ
と
か
ら
始
め
、
決
し
て

大
型
広
告
な
ど
を
使
用
し
て
表
面
だ
け
を
追
う
様

な
こ
と
の
な
い
様
に
」
と
厳
し
く
注
意
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
0
 
つ
ま
り
、
「
ト
ヨ
タ
の
安
全
キ
十
ン

ヘ
ー
ン
」
を
宣
伝
し
て
も
そ
れ
は
本
来
の
趣
旨
で

は
な
く
、
キ
ャ
ン
ヘ
ー
ン
の
成
果
が
挙
が
っ
て
い

く
う
ち
に
自
然
と
主
催
の
企
業
名
が
拡
が
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
体
の
と

も
な
っ
た
企
業
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

は
決
し
て
中
止
す
る
様
な
こ
と
の
な
い
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
で
あ
る
。
世
の
中
に
全
く
一
父
通
事
故
が
な
く

な
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
は
続
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
し
、
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
商
品
(
際
動
車
)
人
問
(
運

転
者
、
歩
行
者
)
環
境
の
三
本
柱
に
ょ
っ
て
組
立

て
ら
れ
た
。
安
全
卓
の
開
発
、
運
転
者
に
対
す
る

安
全
運
転
を
初
め
、
亨
故
の
多
い
幼
児
、
学
量
を

対
象
と
し
左
女
全
教
育
、
歩
行
者
、
向
動
中
の
通

行
区
分
の
明
確
化
、
及
び
交
蛋
劉
な
ど
を
考

え
た
環
境
改
善
を
も
っ
て
逃
め
た
の
で
あ
る
が
、

最
近
で
は
学
童
幼
児
語
交
通
事
故
も
減
少
し
て

き
て
お
り
非
常
編
尿
し
い
事
で
あ
る
0
 
ま
た
一

方
、
企
業
の
こ
う
し
た
活
動
は
い
つ
の
ま
に
か
種

々
色
々
な
力
々
か
ら
お
高
を
か
け
て
い
た
だ
け
る

ま
で
に
な
り
、
私
共
で
は
唯
一
の
企
拳
十
ン
ペ

ー
ン
に
育
ち
つ
っ
あ
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
に
全

く
私
共
の
意
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
ら
ず
に
邪
烈

な
批
判
を
公
的
な
場
所
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
ま
九
逆
に
身
に
あ
ま
る
有
難
い
一
憂

を
受
け
九
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
び
ご
と

に
商
品
の
功
罪
を
考
え
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
活
動

に
反
省
を
加
え
見
直
し
、
「
私
共
は
正
し
い
こ
と

を
し
て
ぃ
る
」
と
い
う
こ
と
を
信
じ
な
が
ら
続
け

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
反
省
と
突
施
は
こ

れ
か
ら
も
繰
り
返
し
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
あ

る
凾
和
二
十
八
年
大
学
僻
学
謬

ト
ヨ
タ
向
動
車
販
売
株
式
会
社
販
売
於
部
長
)
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ア

昨
年
の
夏
、
北
海
道
北
端
の
利
尻
鳥
を
訪
れ
、
民

宿
を
利
用
す
る
機
会
を
得
た
。
タ
食
後
宿
側
の
依
頼

も
あ
っ
て
若
者
達
の
コ
ン
。
ハ
に
加
っ
九
。
リ
ー
ダ
ー

が
手
際
よ
く
進
行
の
音
頭
を
と
っ
た
が
、
何
と
こ
れ

が
ア
ル
バ
イ
ト
学
生
で
あ
っ
た
。
自
然
以
外
に
鑾

の
な
い
酢
島
で
の
歓
待
の
演
出
は
、
牛
活
の
知
恵
と

バ
イ
ト
学
生
の
ア
イ
デ
ア
に
負
う
も
の
だ
と
い
う
。

彼
ら
の
ア
イ
デ
ア
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
帰
り
の
見

送
り
に
も
再
現
さ
れ
た
。
あ
ち
こ
ち
の
民
宿
か
ら
バ

イ
ト
学
生
が
船
着
場
に
集
り
、
歌
と
踊
り
が
始
っ

た
0
 
手
馴
れ
九
ギ
タ
ー
の
伴
奏
、
お
そ
ら
く
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
素
朴
で
ナ
ウ
な
り
ズ
ム
、
コ
ミ
カ
ル
な
輪
舞

の
う
ち
に
、
鈴
な
り
の
小
さ
な
連
絡
船
が
籬
れ
始
め

九
0
 
そ
の
感
興
が
極
に
達
し
九
時
、
何
と
数
人
が
海

の
風
景

ト

西
村

に
飛
び
こ
み
、
い
つ
ま
で
も
船
を
追
い
か
け
て
き

た
。

船
中
の
若
い
女
性
は
涙
を
う
か
べ
て
、
手
を
ふ
っ

て
応
え
て
い
た
か
、
こ
の
型
破
り
で
若
い
ア
マ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
に
ょ
る
見
送
り
の
光
景
は
、
今
も
焼
き
つ

い
て
籬
れ
な
い
。

こ
れ
は
学
生
の
余
暇
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
が
、
体

験
と
実
益
を
求
め
、
こ
ん
な
遠
隔
地
ま
で
バ
イ
ト
進

出
が
行
わ
れ
る
一
方
、
民
宿
側
で
は
、
短
い
季
節
の

稼
ぎ
時
の
臨
時
歴
用
と
し
て
、
学
生
達
に
そ
の
活
力

を
依
存
す
る
と
い
う
需
給
法
則
が
産
み
だ
し
た
好
例

で
あ
ろ
う
。
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
あ
の
民
宿

で
の
バ
イ
ト
学
生
の
心
の
う
ち
に
想
像
を
め
ぐ
ら
し

な
が
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
垣
間
見
て
み
ょ

、
つ
0

彼
の
場
合
利
尻
島
民
宿
の
バ
イ
ト
は
焼
倖
だ
っ

た
。
夏
休
み
の
旅
行
と
バ
イ
ト
が
融
合
し
た
型
で
、

友
人
か
ら
誘
い
が
か
か
っ
九
の
だ
。
往
復
旅
賀
は
先

方
持
ち
だ
し
、
期
間
は
シ
ー
ズ
ン
の
前
半
、
後
半
の

選
択
に
な
っ
て
い
る
。
バ
イ
ト
の
後
は
北
海
道
周
遊

゛
＼ノ

旅
行
に
あ
て
ょ
う
。
出
発
の
前
夜
、
多
少
の
興
喬
に

眠
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
彼
は
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
ぃ
て
考
え

て
み
九
。

伺
か
で
読
ん
だ
が
「
高
度
成
長
が
大
学
の
進
学
率

を
高
め
、
相
対
的
に
若
年
労
働
力
の
減
少
を
も
た
ら

し
、
そ
の
穴
埋
め
に
ア
ル
バ
イ
ト
儒
要
が
一
局
ま
っ

た
0
 
ま
九
企
業
の
機
械
化
、
合
理
化
、
シ
ス
テ
ム
化

に
ょ
る
単
純
作
業
分
野
の
拡
大
、
ス
ー
パ
ー
.
外
食

産
業
・
レ
ジ
ャ
ー
産
業
等
の
進
出
、
景
気
変
動
に
対

す
る
安
全
弁
と
し
て
の
雇
用
対
策
等
か
、
ア
ル
バ
イ

ト
を
一
時
的
、
対
処
的
な
柞
外
労
働
か
ら
恒
常
的
な

シ
ス
テ
ム
枠
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
0
」
な
る
ほ
ど
、
で
は
自
分
達
バ
イ
ト
を
す
る
側

の
事
情
は
ど
ぅ
だ
ろ
う
。
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
の
な
い

友
人
を
探
す
の
延
骨
か
お
れ
る
程
、
バ
イ
ト
は
一
般

化
し
て
い
る
。
仕
送
り
に
事
を
欠
く
場
合
は
勿
論
、

親
に
余
裕
が
あ
っ
て
も
、
遊
ぷ
金
ぐ
ら
い
自
分
で
稼

ぎ
た
い
し
、
そ
の
部
分
は
千
渉
か
ら
も
自
由
で
あ
り

明

ル
ハ
イ
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た
い
。
ク
ラ
ブ
活
動
、
コ
ン
。
ハ
、
喫
茶
店
、
プ
レ
イ

ガ
イ
ド
、
そ
れ
に
旅
行
も
し
た
い
0
 
ス
ー
ツ
ぐ
ら
い

、
、

、
、

学
生
の
た
し
な
み
だ
し
、
オ
ー
デ
ィ
オ
、
楽
器
、
゛
、

イ
ク
、
冷
蔵
庫
、
一
通
り
は
揃
え
た
い
。
こ
う
し
た

人
並
み
の
学
生
生
活
を
支
え
る
に
は
、
バ
イ
ト
に
頼

゛
＼ノ

る
の
が
学
生
の
常
識
で
、
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
、
く

つ
た
く
も
な
い
0

に

<故
郷
の
親
父
の
勇
が
、
戦
後
の
混
乱
期
、
彼
の

学
生
生
活
は
、
破
れ
畳
の
三
帖
一
間
、
机
代
わ
り
の

ミ
カ
ン
箱
、
冬
は
毛
布
を
ひ
っ
か
ぷ
っ
て
、
専
門
書

と
と
り
く
ん
だ
と
言
う
。
仕
送
り
の
な
い
親
父
に
は

゛
＼

イ
ト
収
入
が
唯
一
、
学
業
と
生
活
を
支
え
る
粗
を

意
味
し
た
。

朝
は
日
課
の
よ
う
に
学
生
相
談
所
に
ア
ル
バ
イ
ト

を
求
め
る
学
生
の
群
れ
に
混
っ
た
。
失
業
者
が
巷
に

あ
ふ
れ
た
時
代
で
、
バ
イ
ト
の
口
は
彼
ら
と
の
取
合

゛
＼ノ

い
で
も
あ
っ
た
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
、

行
商
、
餅
つ
き
、
ふ
す
ま
張
り
、
学
校
の
宿
直
要
員

を
は
じ
め
、
大
掃
除
、
引
越
し
、
配
達
等
何
で
も
や

つ
た
が
、
背
に
腹
が
代
え
ら
れ
な
い
時
は
、
国
立
病

院
で
血
を
売
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
余
裕
が
あ
る
者
や

遊
ぷ
た
め
の
バ
イ
ト
な
ど
'
え
ら
れ
も
し
な
か
っ

た
。
最
後
は
説
教
め
い
て
「
お
前
達
は
良
い
時
代
に

生
れ
た
。
親
の
ふ
と
こ
ろ
を
当
て
化
し
て
レ
ジ
十
1

も
居
る
。
危
険
な
労
働
苛
酷
な
労
働
で
も
あ
え
て

賃
金
の
い
い
の
に
手
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
者
、
親

と
け
ん
か
し
て
仕
送
り
を
と
め
ら
れ
、
ア
ル
サ
ロ
ヘ

飛
び
こ
ん
だ
女
子
嵳
も
居
る
。
気
楽
に
パ
イ
ト
を

す
る
者
よ
り
彼
等
の
方
が
学
業
と
バ
イ
ト
の
両
立
に

気
を
配
っ
て
い
る
の
に
は
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。
彼
ら

を
見
て
い
る
と
親
父
の
'
う
「
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
の

本
質
」
に
触
れ
る
思
い
が
す
る
。

高
度
成
長
下
で
の
物
質
生
活
の
向
上
と
ぅ
ら
は
ら

に
、
モ
ラ
ル
や
内
面
的
な
も
の
の
後
退
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
バ
イ
ト
を
通
じ
て
、
社
会
の
断
層
で
厳

゛
＼ノ

し
く
生
き
て
い
る
人
達
が
居
る
こ
と
を
は
じ
め
、
生

き
た
社
会
、
世
間
の
機
微
も
解
っ
て
き
た
。

親
父
の
言
う
程
、
ム
,
の
世
の
中
良
い
と
も
、
俺
達

学
牛
が
気
楽
な
ど
と
は
到
底
思
え
な
い
。
・
・
:
・
・
ど
ぅ

や
ら
恨
く
な
っ
て
き
九
。
明
日
は
北
海
道
だ
。

)
0

し

ア
ル
バ
イ
ト
は
単
に
資
金
稼
ぎ
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
の
体
験
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ

る
。
休
験
労
働
と
い
え
ぱ
、
除
草
剤
反
対
運
動
か
ら

生
ま
れ
た
草
刈
十
字
軍
や
、
北
海
道
援
農
バ
イ
ト
が

あ
る
が
、
参
加
し
た
友
人
が
、
と
て
も
辛
く
て
逃
げ

出
し
た
か
っ
九
が
、
や
り
遂
げ
た
充
足
感
は
他
で
は

味
わ
え
な
い
、
と
誇
ら
し
げ
に
一
冒
っ
て
い
た
。

バ
イ
ト
仰
問
に
は
牛
活
や
学
資
の
た
め
深
刻
な
者

の
た
め
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
で
き
る
身
分
だ
か
ら
。
学

生
は
学
業
が
本
分
、
遊
ぷ
九
め
の
バ
イ
ト
等
ほ
ど
ほ

ど
に
し
ろ
。
」
音
痴
で
野
球
の
下
手
な
世
代
に
生
れ

た
親
父
に
鼎
も
す
る
が
、
む
ろ
ん
俺
に
も
言
い
分

が
あ
る
。
中
学
校
か
ら
塾
通
い
、
受
験
一
筋
編
め

こ
み
勉
強
、
大
学
入
学
で
そ
ん
な
生
活
か
ら
一
挙
に

開
放
さ
れ
九
気
持
も
解
っ
て
ほ
し
い
。
卒
業
し
た
ら

又
管
理
社
会
に
し
ぱ
ら
れ
る
し
、
大
学
生
活
の
間
に

貪
欲
に
な
ん
で
も
や
っ
て
み
た
い
。
親
父
は
良
い
時

代
に
生
れ
九
と
い
う
が
、
昔
が
惡
過
ぎ
た
の
で
は
な

い
か
。
現
在
は
物
質
的
、
経
済
的
に
は
恵
ま
れ
て
る

カ
く

か
も
知
れ
な
い
が
、
内
面
的
、
精
神
的
な
面
で
確
と

し
た
も
の
が
求
め
が
九
い
、
そ
ん
な
不
安
定
な
気
持

が
、
高
度
成
長
下
の
も
と
で
造
り
出
さ
れ
た
レ
ジ
ャ

1
時
代
に
、
向
分
逹
を
駅
り
九
て
る
の
か
も
知
れ
な

編
集
部
か
ら
随
筆
風
に
と
い
う
依
頼
が
あ
り
、
字

数
の
制
約
も
あ
っ
て
断
片
的
描
写
に
と
ど
ま
っ
九
。

関
連
文
献
と
し
て
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
白
ホ
闇
(
ア
ル
バ

イ
ト
忠
織
と
構
造
)
 
1
学
生
援
護
会
発
行
」

「
弓
則
 
Z
O
.
易
N
、
曇
↓
.
ゆ
池
如
1
惑
肝
叶
泳
寒
1
民

主
教
育
協
会
発
行
」
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

(
大
学
学
生
部
厚
生
課
長
)



同
志
社
女
子
1
"
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
に
つ

入

て

し

同
志
社
女
子
梁
光
館
に
、
バ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
が

は
じ
め
て
備
え
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
一
九
四
一
年
冬

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
楽
器
は
五
十
年
以
上
に
わ

た
り
、
日
本
に
お
い
て
、
と
く
に
同
志
社
に
お
い

て
、
女
子
の
教
育
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
九

M
 
・
 
F
 
・
デ
ン
ト
ン
先
生
の
在
世
中
に
、
彼
女
の
希

望
に
ょ
っ
て
、
米
国
大
平
洋
婦
人
伝
道
会
か
ら
贈
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
九
。
今
で
こ
そ
、
日
木
に
。
ハ
イ
プ

オ
ル
ガ
ン
は
三
百
台
余
り
設
楓
さ
れ
て
い
る
が
、
一

九
四
0
年
代
の
は
じ
め
、
こ
の
よ
う
系
器
は
き
わ

め
て
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
0
 
米
国
モ
ー
ラ
ー
社

製
二
段
手
鍵
盤
と
足
鍵
盤
、
二
十
六
個
の
ス
ト
ッ

プ
全
白
栓
)
、
三
西
二
本
の
バ
イ
プ
を
も
つ
こ
の

オ
ル
ガ
ン
は
、
女
子
部
の
毎
日
の
礼
拝
に
、
ま
た
全

同
志
社
の
式
典
、
宗
教
行
事
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
し
て
、
そ
の
柔
か
く
美
し
い
ひ
び
き
を
栄
光

館
延
充
満
さ
せ
て
き
た
。
私
自
身
、
は
じ
め
て
パ
イ

プ
オ
ル
ガ
ン
の
音
を
き
い
た
の
は
、
こ
の
楽
器
の
披

露
演
奏
会
の
時
で
あ
り
、
当
時
、
小
学
生
で
あ
っ
九

私
の
耳
に
今
も
そ
の
時
の
美
し
い
ひ
び
き
が
残
っ
て

い
る
。
オ
ル
ガ
ン
と
い
う
楽
器
は
、
管
理
状
態
が
よ

鴛
渕
紹
子

け
れ
ば
き
わ
め
て
長
い
寿
命
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
四
一
年
は
ま
さ
に
太
平
洋
繁
開
始

の
年
で
あ
り
、
戦
中
、
戦
後
の
時
期
、
学
校
と
し
て

も
オ
ル
ガ
ン
尋
理
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
九
。
そ
の

た
め
、
磁
線
を
巻
い
た
布
片
が
ネ
ズ
ミ
に
か
じ
ら
れ

て
シ
,
ー
ト
し
、
二
つ
も
三
つ
も
重
な
っ
て
音
砥

つ
九
り
、
鳴
ら
な
い
。
ハ
イ
プ
が
出
現
し
九
り
し
正

式
な
オ
ル
ガ
ン
技
響
皆
無
の
長
い
期
間
に
、
原
因

不
明
、
修
理
不
能
の
故
陣
が
、
時
と
共
に
増
大
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
一
月
、
漸
く
同
志

社
女
十
大
学
、
女
子
中
雫
は
、
日
本
楽
器
側
に
こ

の
楽
器
の
徹
底
修
理
の
可
能
性
を
打
診
し
九
。
そ
し

て
、
修
理
に
は
三
千
万
円
以
上
の
賀
用
が
か
か
る
こ

と
、
そ
の
上
、
修
理
後
の
保
障
は
未
知
数
と
の
回
答

を
得
、
新
オ
ル
ガ
ン
購
入
へ
と
話
は
急
速
に
進
ん
で

つ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
期
に
、
た
ま
た
ま
来
日
中

)し

栄光館二代目パイプオルガン

-114-



で
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
の
カ
サ
パ
ン
社
、
西
ド
ず
ツ
の
ク

ラ
イ
ス
社
の
会
社
の
人
に
も
会
い
、
こ
の
両
者
を
含

め
、
欧
米
数
ケ
社
に
見
積
を
依
頼
し
た
の
て
あ
る
。

イ
プ
オ
ル
ガ
ン
を
購
入
す
る
に
際
し
て
は
、
①

。
ハ

メ
ー
カ
ー
の
選
定
(
オ
ル
ガ
ン
の
種
類
、
品
質
の
選

定
)
②
価
格
③
納
期
と
穫
の
時
期
④
隆
場

所
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
器
に
と
ど
め

る
恵
味
も
兼
ね
、
今
回
の
新
し
い
オ
ル
ガ
ン
購
入
の

過
程
を
述
べ
て
み
た
い
。

①
メ
ー
カ
ー
の
選
定
(
種
類
・
品
質
の
選
定
)

0
、

イ
プ
オ
ル
ガ
ン
は
、
非
常
に
長
い
歴
史
を
も
つ

ノ

楽
器
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て

く
る
『
。
ハ
ン
の
笛
』
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
0
 
そ
し
て
B
 
・
 
C
三
世
紀
頃
、
エ
ジ
プ
ト
の

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
い
九
ク
テ
シ
ビ
オ
ス
の
作
っ

た
水
オ
ル
ガ
ン
が
今
日
の
オ
ル
ガ
ン
の
始
ま
り
で
あ

る
と
い
う
。
オ
ル
ガ
ン
が
教
会
の
楽
器
と
し
て
典
礼

に
使
わ
れ
て
い
九
こ
と
は
、
既
に
九
t
十
世
紀
頃
の

文
献
に
み
ら
れ
る
。
オ
ル
ガ
ン
曲
を
伴
う
楽
器
の
歴

史
は
十
三
世
紀
頃
か
ら
は
じ
ま
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

時
代
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
オ
ル
ガ
ン
製
農
理
は

非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
近
で
は
こ
れ
を

模
倣
し
て
、
多
く
の
古
典
的
な
楽
器
が
つ
く
ら
れ
て

い
る
0
 
十
九
也
紀
に
な
る
と
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
含

1
肝

.

1

τ

1'
,

ま
れ
る
楽
器
の
斉
色
に
似
せ
た
。
ハ
イ
プ
を
つ
く
る
こ

と
が
さ
か
ん
に
な
る
。
二
十
世
紀
の
現
在
は
、
歴
史

的
才
ル
ガ
ン
の
模
倣
と
伺
時
に
、
一
方
で
は
、
集
横

回
路
や
コ
ン
ヒ
ュ
ー
タ
に
ょ
る
記
憶
装
置
を
も
つ
新

し
い
楽
器
な
ど
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
オ
ル
ガ
ン
の

音
色
は
、
時
代
に
よ
り
、
メ
ー
カ
ー
に
ょ
り
、
国
に

よ
っ
て
非
常
に
異
る
。
同
じ
フ
ル
ー
ト
8
沢
の
音
色

で
も
、
ド
イ
ッ
と
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
で
は
大
き
な
差

異
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
音
原
理
は
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
一
言
語
に
大
き
く
詣
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
長
ら
く
親
し
ま
れ
て
き
た
栄
光
館
の
楽
器

は
ア
メ
リ
カ
製
で
、
や
わ
ら
か
い
音
色
を
も
つ
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
ォ
ル
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
音
色
と
あ
ま

り
か
け
は
な
れ
た
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う

こ
と
も
、
新
し
い
楽
器
を
え
ら
ぷ
際
の
一
つ
の
条
件

で
あ
っ
た
。
現
在
、
日
本
垢
入
さ
れ
て
い
る
オ
ル

ガ
ン
の
即
t
卯
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
製
で
あ
る
0

オ
ル
ガ
ン
音
楽
史
上
、
ド
イ
ツ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
の
占

め
る
重
要
性
を
考
え
れ
ぱ
、
新
し
い
オ
ル
ガ
ン
を
ド

イ
ッ
製
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
た
や
す
い
。

し
か
し
同
志
社
に
は
、
女
子
大
学
頌
啓
館
と
大
学
神

学
館
に
、
小
さ
い
と
は
い
え
ド
イ
ツ
製
の
楽
業
既

に
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
バ
ッ
ハ
以
後
の
フ
ラ
ン
ス

の
オ
ル
ガ
ン
音
楽
な
ど
も
弾
け
る
よ
う
な
楽
器
と
い

パイプをみがいて並ぺる 外装部分組立て
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う
こ
と
で
、
今
回
は
カ
ナ
ダ
、
カ
サ
バ
ン
社
の
篇

を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
カ
サ
バ
ン
社
の
創
立
者
は
フ

ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
オ
ル
ガ

ン
制
作
を
学
び
、
フ
ラ
ン
ス
語
鬮
カ
ナ
ダ
地
域
に
オ

ル
ガ
ン
会
社
を
つ
く
っ
九
。
現
在
も
従
業
員
の
卯
バ

ー
セ
ン
ト
は
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
で
あ
り
、
会
社

内
で
の
日
常
会
話
は
フ
ラ
ン
ス
雫
あ
る
。
こ
の
会

社
に
、
ド
イ
ツ
の
き
わ
め
て
優
秀
な
技
術
者
が
歴
史

的
な
オ
ル
ガ
ン
の
長
所
を
と
り
入
れ
る
こ
と
を
強
調

し
て
制
作
し
て
い
九
の
が
一
九
七
0
年
代
の
カ
サ
バ

ン
社
で
あ
っ
六
。

②
価
格

オ
ル
ガ
ン
に
は
規
格
品
が
な
い
。
注
文
を
受
け
、

設
樹
場
所
に
合
わ
せ
て
一
台
ど
と
鞭
計
図
を
書
き

材
料
を
揃
え
る
。
パ
イ
フ
を
巻
き
、
木
工
作
業
を
お

0
＼ノ

こ
な
い
、
工
場
内
で
仮
組
立
を
し
、
音
も
一
応
響

し
た
上
で
再
び
解
体
、
梱
包
し
、
注
文
主
に
送
り
出

さ
れ
る
。
そ
し
て
現
地
で
組
立
、
整
音
、
調
整
、
完

成
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
制
作
期
間
、
材
料
賓
、

組
立
に
関
す
る
諸
作
業
の
人
件
費
す
べ
て
を
綜
合
す

る
の
で
あ
る
か
ら
オ
ル
ガ
ン
が
高
価
な
の
は
当
然
で

あ
る
。
部
品
メ
ー
カ
ー
よ
り
材
料
を
湘
達
す
る
手
段

も
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
そ
の
会
社
の
個
性
は
出
な

カ
サ
バ
ン
社
で
は
送
風
機
以
外
は
、
す
べ
て
自

)
0

し

社
牛
産
を
お
こ
な
う
。
し
か
も
固
定
価
格
で
契
約
が

出
来
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
が
カ
サ
バ
ン
社
の
楽
器

を
え
ら
ん
だ
第
二
の
理
由
で
あ
る
。

③
設
置
時
期
と
納
期
の
問
題
に
つ
い
て

オ
ル
ガ
ン
裟
に
関
し
て
は
、
契
約
か
ら
完
成
ま

で
、
ど
ん
な
に
早
く
て
も
一
年
半
か
ら
二
年
は
か
か

る
。
長
い
場
合
、
三
t
六
年
と
い
わ
れ
る
。
学
校
と

し
て
は
納
期
三
年
以
上
は
不
可
能
で
あ
る
。
又
、
毎

日
の
礼
拝
、
学
校
行
事
の
関
係
か
ら
、
組
立
時
期
は

な
る
べ
く
夏
休
み
の
ニ
ケ
月
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
ら

の
条
件
に
関
し
て
、
カ
サ
バ
ン
社
は
当
初
二
十
六
ケ

月
の
納
入
期
限
を
、
完
成
す
る
ま
で
二
十
ニ
ケ
月
に

籍
し
、
一
九
八
0
年
夏
に
組
立
が
出
来
る
よ
う
配

慮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
サ
バ
ン
社
が
北
米
大

陸
第
二
の
規
模
を
も
つ
会
社
で
あ
っ
九
か
ら
こ
そ
可

能
で
あ
っ
九
。
ち
な
み
に
オ
ル
ガ
ン
会
社
は
、
通
常

極
小
か
ら
小
企
業
が
多
く
、
百
人
以
上
の
従
業
員
を

も
つ
と
こ
ろ
は
、
こ
の
世
界
で
は
大
会
社
な
の
で
あ

る
0

④
設
置
場
所

初
代
の
オ
ル
ガ
ン
は
、
講
堂
ス
テ
ー
ジ
の
向
っ
て

先
側
に
演
夫
入
台
が
あ
り
、
ハ
イ
プ
は
ス
テ
ー
ジ
正
面

＼ノ

の
格
子
の
奥
に
、
押
込
ん
形
で
凱
巻
さ
れ
て
い

九
。
そ
れ
は
一
九
四
0
年
当
時
、
既
設
の
建
物
に
オ

畜栓の作動状態をしらべるジ了ール氏 パイプ調整中のシャンペン氏
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ル
ガ
ン
を
設
過
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
と
ら
れ
九

形
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
せ
っ
か
く
の
音

量
は
七
製
し
か
墜
内
に
ひ
び
か
な
か
っ
九
。
オ

ル
ガ
ン
は
、
本
来
、
演
奏
台
、
送
風
装
横
、
バ
イ
プ

群
を
含
め
て
一
つ
の
楽
器
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
上
、
ス
テ
ー
ジ
の
上
で
は
種
々
の
行
事

が
お
こ
な
わ
れ
、
ホ
コ
リ
が
。
ハ
イ
プ
の
中
に
た
ま
り

や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
二
階
正
面
に
置
く
こ
と
を
制

作
者
側
か
ら
提
案
さ
れ
九
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
く

つ
か
の
問
題
が
あ
っ
九
。
演
奏
者
の
位
櫨
、
椅
子
の

撤
去
に
ょ
る
数
の
減
小
く
天
井
の
高
さ
な
ど
の
点
で

あ
る
。
欧
米
の
教
会
で
は
、
オ
ル
ガ
ン
が
会
衆
席
の

二
階
後
方
に
あ
る
例
が
多
い
が
、
学
校
に
お
い
て
は
、

行
事
等
の
進
行
状
況
の
把
握
上
、
前
方
に
あ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ガ

ミ
を
つ
け
る
こ
と
で
一
応
解
決
を
み
九
。
つ
ぎ
に
椅

子
の
こ
と
で
あ
る
が
、
女
子
中
高
と
し
て
は
、
合
同

礼
拝
な
ど
の
た
め
に
、
正
面
百
席
分
の
椅
子
を
撤
去

す
る
こ
と
に
難
色
を
示
さ
れ
た
が
、
止
む
を
得
ず
補

助
椅
子
を
つ
け
る
こ
と
に
し
九
。
更
に
天
井
の
高
さ

の
問
題
で
あ
る
が
、
講
堂
内
部
の
改
造
は
今
回
は
考

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
玲
沢
プ
リ
ン
シ
パ
ル
パ
イ

プ
を
入
れ
る
こ
と
を
断
念
し
、
鞭
場
所
が
二
階
正

面
に
決
定
し
九
の
で
あ
っ
九
。

一
九
七
八
年
十
月
末
、
正
式
器
を
し
、
一
九
七

九
年
夏
に
は
私
自
 
m
-
.
工
て
弐
ヨ
牙
n
 
(
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
市
郊
外
)
に
あ
る
カ
サ
バ
ン
社
を
訪
問
、
最

終
的
な
打
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
、
前
述
の
過
程
を
経

九
オ
ル
ガ
ン
は
、
一
九
八
0
年
五
月
末
、
コ
ン
テ
ナ

1
船
で
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
港
か
暴
出
さ
れ
九
。
太

平
洋
・
大
西
洋
を
越
え
て
六
月
末
東
京
港
に
到
着
、

陸
路
、
清
水
港
に
運
ば
れ
通
関
業
務
を
完
了
し
た
。

御
承
知
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、
一
九
七
二
年
、
頌

啓
館
の
オ
ル
ガ
ン
は
、
神
.
戸
港
ま
で
到
着
し
な
が

ら
、
は
し
け
ど
と
一
夜
の
中
に
海
中
に
沈
む
と
い
う

事
件
が
あ
っ
九
た
め
、
ま
さ
か
と
は
思
い
な
が
ら
も

今
回
、
私
は
清
水
税
関
ま
で
荷
物
の
鶴
叫
に
行
っ
六

の
で
あ
る
0
 
十
一
ト
ン
積
ト
ラ
ッ
ク
ニ
台
と
ク
レ
ー

ン
車
に
つ
ま
れ
た
百
八
十
余
り
の
荷
物
が
、
七
月
一

日
、
同
志
社
栄
光
館
に
到
着
、
二
日
よ
り
組
立
が
は

じ
ま
っ
六
。
カ
サ
バ
ン
社
か
ら
の
二
人
の
技
師
、
日

本
楽
器
の
オ
ル
ガ
ン
技
術
者
、
そ
の
他
多
く
の
人
々

の
協
力
に
ょ
り
、
丸
ニ
ケ
月
の
の
ち
パ
イ
フ
ォ
ル
ガ

ン
は
完
成
し
た
。
例
年
よ
り
涼
し
か
っ
た
と
は
い

え
、
北
国
育
ち
の
カ
ナ
ダ
人
技
師
忙
と
っ
て
、
む
し

あ
つ
い
京
都
で
の
夏
の
仕
亊
、
扇
風
機
の
音
も
邪
魔

に
な
る
と
い
っ
て
消
し
、
亜
に
は
、
け
九
九
ま
し
く

鳴
く
セ
ミ
の
声
を
避
け
る
九
め
窓
を
閉
め
切
っ
て
の

整
音
作
業
は
さ
ぞ
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
、
心

か
ら
感
謝
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

新
し
い
。
ハ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
カ
サ
バ
ン
Z
O
.
ゞ
留

ス
ト
ツ
プ

は
三
段
の
手
鍵
盤
と
足
鍵
婆
三
十
六
個
の
音
枠
、

二
五
八
三
本
の
パ
イ
プ
を
も
っ
て
い
る
。
一
番
下
の

于
鍵
盤
は
ポ
ジ
テ
ィ
フ
と
よ
ぱ
れ
、
そ
の
パ
イ
プ
群

は
、
演
奏
者
の
後
、
会
衆
席
に
つ
き
出
す
よ
う
に
設

グ
ラ
ン
ド
ル
グ

置
さ
れ
て
い
る
。
真
中
の
主
鍵
盤
の
パ
イ
プ
は
、
正

面
に
美
し
く
並
べ
ら
れ
、
第
三
鍵
盤
レ
シ
の
。
ハ
イ
。
フ

群
は
客
席
か
ら
は
見
え
な
い
。
ペ
ダ
ル
パ
イ
プ
群

は
、
二
つ
の
塔
に
わ
け
て
並
べ
ら
れ
た
。
鍵
盤
と
風

箱
の
中
の
バ
ル
ブ
を
連
結
す
る
キ
ー
ア
ク
シ
,
ン
は

メ
カ
ニ
ッ
ク
式
、
そ
し
て
、
演
奏
台
に
あ
る
ス
ト
ッ

プ
つ
ま
み
か
ら
風
箱
の
ス
ラ
イ
ダ
ー
ま
で
の
連
結
シ

ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ッ
プ
ア
ク
シ
"
ン
は
、
エ

レ
ク
ト
ロ
・
ニ
ユ
ー
マ
テ
ィ
ッ
ク
式
で
作
ら
れ
て
い

る
。
カ
ナ
ダ
オ
ー
ク
の
外
装
部
分
は
、
簡
素
な
装
飾

を
も
つ
。

オ
ル
ガ
ン
は
楽
器
で
あ
る
。
楽
器
で
あ
る
以
上
、

音
が
美
し
く
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
栄
光
館
の
二
代

目
オ
ル
ガ
ン
の
ま
ろ
や
か
な
音
色
の
中
に
、
多
く
の

人
々
が
、
安
ら
ぎ
と
喜
び
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

(
女
子
大
学
教
授
)
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デ
ィ
ヴ
ィ
ス
著

薪
島
襄
の
生
涯
、
の

挿
入
画
に
つ
い
て

一
、
同
志
社
銅
版
画
帳

学
校
法
人
同
志
社
か
、
一
九
六
五
年
十
一
月
に
発

刊
し
た
「
同
志
社
銅
版
画
帳
L
 
な
る
十
四
枚
綴
り
の

画
帳
が
あ
る
。

此
の
画
帳
は
た
ま
た
ま
私
か
同
志
社
を
退
職
す
る

折
に
、
拝
見
を
す
る
機
会
を
得
た
も
の
で
、
創
立
当

時
の
同
志
社
の
建
物
や
、
創
立
に
か
か
わ
る
事
偕
を

知
る
上
で
大
切
な
の
で
一
部
を
頂
い
て
大
切
に
保
存

し
、
時
折
り
は
取
り
出
し
て
、
眺
め
て
い
九
も
の
で

あ
っ
九
。

銅
板
画
の
内
容
は
次
の
十
四
の
画
で
あ
る
。

日
創
立
者
、
新
島
襄
の
肖
像
(
明
治
二
十
年
ま
で

の
も
の
)

大
江
直
吉

⇔
新
墨
織
二
十
二
威
の
時
の
も
の
(
函
館
脱
出

国
ア
ル
ワ
ユ
ー
ス
・
ハ
ー
デ
ィ

0

四
新
島
嬰
二
十
七
歳
の
時
、
函
館
脱
奔
当
時
の
扮

装
で
撮
影
し
た
も
の
。

国
新
島
一
家
の
も
の
。

肘
ワ
イ
ル
ド
.
ロ
ー
バ
ー
号
(
ハ
ー
デ
ィ
ー
氏
所

有
の
船
で
、
上
海
か
ら
ボ
ス
ト
ン
ま
で
新
島
の
乗

つ
た
帆
船
)

岡
新
島
襄
先
牛
の
書
斎
(
新
島
旧
邸
に
あ
る
)

三
十
番
教
室
(
豆
腐
屋
で
あ
っ
た
廃
屋
を
買
収

勺0

し
て
、
馨
教
室
と
し
て
使
用
し
た
建
物
)

明
治
十
九
年
1
二
十
年
頃
の
同
志
社
の
主
要
建

W
物
。

'
市
一Ⅱ

明
治
二
十
四
、
五
年
頃
の
黒
社
条
 
9
峯

納
館
、
チ
ャ
ペ
ル
、
理
化
学
館
な
ど
)

出
理
化
学
館
(
明
治
二
十
四
年
竣
工
し
六
裏
)

幽
有
終
館
。

働
彰
栄
館
(
明
治
十
六
年
定
礎
)

尚
新
島
遺
邸
(
壽
丸
太
町
上
ル
、
新
島
の
住

居
)

以
上
の
「
銅
版
西
帳
」
の
あ
る
こ
と
は
、
案
外
知 ↑

昔芯
睡
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ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
当
時
、
本
部
の
庶
務
部
長
を
し
て
お
ら
れ
九
、
故

田
中
良
一
氏
の
編
染
に
よ
る
も
の
と
思
い
込
ん
で
い

た
か
、
後
で
ょ
く
聞
き
、
鯛
べ
て
み
る
と
、
田
中
良

一
氏
の
後
任
で
あ
っ
た
、
生
邑
造
氏
紀
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
六
。

私
か
こ
こ
で
採
り
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と

は
、
此
の
画
帳
の
画
が
、
一
見
す
る
と
「
銅
版
画
L

の
如
く
見
え
る
か
、
よ
く
眺
め
て
見
る
と
「
銅
版
画
L

で
な
く
「
木
版
画
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
九
、
此
の
木

版
画
は
、
当
時
仏
風
に
行
っ
て
そ
の
技
術
を
修
得
し

て
明
治
二
十
年
に
帰
っ
て
来
六
、
合
田
清
氏
な
る

(
後
に
東
京
美
大
の
教
授
と
な
っ
た
)
人
に
ょ
っ
て
製

作
さ
れ
た
「
西
洋
木
版
画
L
 
で
あ
る
こ
と
を
申
し
六

い
た
め
な
の
で
あ
る
。

ニ
、
「
新
の
生
涯
L
 
の
出
版

同
志
社
が
昭
和
五
十
年
に
創
立
百
周
年
を
迎
え
る

に
あ
た
っ
て
、
同
志
社
校
友
会
で
は
、
百
周
年
記
念

出
版
と
し
て
「
新
島
務
生
涯
」
を
出
版
す
る
こ
と

に
、
ム
つ
こ
0

此
の
舎
物
は
御
承
知
の
通
り
、
新
島
先
生
の
協
力

者
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
に
よ
っ
て
著
作
さ
れ
六
も
の

で
、
新
島
先
生
か
明
治
二
十
三
年
一
月
二
十
九
日
に

昇
天
さ
れ
九
同
年
十
一
月
に
は
、
既
に
東
京
の
を

社
書
店
を
売
捌
所
と
し
て
発
刊
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
此
の
書
物
は
翌
年
、
松
村
政
春
、
村
田

欝
氏
の
訳
に
ょ
っ
て
「
新
島
襄
先
生
伝
」
と
し
て

欲
醒
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

訳
文
も
中
々
明
瞭
、
流
麗
で
、
そ
の
後
、
山
本
支

越
乃
博
士
に
ょ
っ
て
、
追
補
さ
れ
て
出
版
、
更
に
今

回
文
学
部
教
授
北
垣
宗
治
氏
に
ょ
っ
て
「
新
島
嬰

の
纏
」
と
し
て
口
楳
に
翻
訳
さ
れ
、
校
友
会
か

ら
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
九
の
で
あ
る
。

北
煩
器
、
初
版
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
後

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
自
身
も
そ
の
著
述
に
若
干
の
訂
正

加
筆
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
を
気
付
か
れ
九
か
、
一

八
九
四
年
舒
正
し
て
再
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
後
約
一
0
年
を
経
た
一
九
0
五
年
に
第
三

版
が
出
版
さ
れ
(
再
版
と
同
じ
版
で
)
北
票
は
此

の
三
版
か
ら
今
回
翻
訳
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
挿
入
画
倫
で
あ
る
が
、
た
ま
九
ま
条
校

友
会
の
市
務
瑞
と
し
て
、
此
の
出
版
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
多
少
研
究
す
る
必
要
も
あ
っ

て
明
治
二
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生

茗
の
初
版
を
、
女
子
大
図
壮
甘
館
か
ら
拝
借
し
て
、
手

に
取
っ
て
眺
め
て
見
る
と
、
先
に
述
べ
九
「
伺
志
社

銅
版
画
帳
L
 
は
こ
の
初
版
か
原
本
で
作
ら
れ
九
画
帳

で
あ
る
こ
と
が
判
っ
九
。
ま
た
北
坦
訳
は
、
明
治
三

十
八
年
の
三
版
か
ら
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
同
の

本
に
は
「
神
学
館
L
(
現
在
の
ク
ラ
ー
ク
記
A
遊
と

「
墓
地
の
新
島
先
生
の
碑
」
の
二
枚
が
迫
加
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
籌
初
版
が
出
版
さ
れ
た
明
治
一
十

三
年
に
は
い
ず
れ
も
ま
だ
建
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
の
李
あ
る
。

三
、
西
洋
木
版
画
に
つ
い
て

新
島
雀
の
楯
出
版
の
仕
事
に
携
わ
る
様
に
な

つ
て
、
此
の
挿
入
画
を
幾
同
と
な
く
眺
め
て
い
る
中

に
、
そ
の
線
や
、
髭
が
、
銅
版
画
に
ょ
る
線
で
な

い
こ
と
に
気
付
き
始
め
た
。

そ
し
て
、
ど
ぅ
も
こ
れ
は
木
版
画
的
雲
に
ょ
っ

て
製
作
さ
れ
た
画
で
は
な
い
か
と
考
え
る
様
に
な

り
、
友
人
の
一
人
に
此
の
耶
を
電
て
、
銅
版
画
岫

を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
全
く
畏
と
の
答
を
得
た
の
で

'.'鳧ky!
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更
に
詳
細
に
挿
入
画
の
一
ツ
一
ツ
を
よ
く
調
べ
て
み

る
と
先
に
も
書
い
た
様
に
、
陰
影
の
部
分
、
空
や
雲

の
描
写
、
建
物
の
屋
根
の
陵
線
、
又
人
物
の
バ
ッ
ク

の
課
子
、
先
生
の
墓
の
碑
の
描
き
方
、
及
び
そ
の
背

景
の
濃
淡
等
々
、
銅
版
画
の
調
子
で
な
く
、
木
版
闘

で
あ
る
こ
と
が
、
判
然
と
し
て
来
九
。

此
の
挿
絵
の
右
及
び
左
隅
に
m
含
区
曾
或
は

↓
&
0
仂
含
亘
曾
又
は
東
京
生
巧
館
、
等
の
文
字

が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
此
の
絵
を
製
作
し
た
会

社
、
或
は
製
作
所
の
名
称
で
あ
っ
て
、
然
も
こ
れ
は

明
治
二
十
一
年
迷
日
本
で
始
め
て
、
西
洋
木
版
画
を

製
作
す
る
た
め
k
設
立
し
た
会
社
名
(
木
口
木
版
)

で
あ
る
こ
と
か
判
っ
て
来
た
。

木
版
で
製
作
す
る
に
は
大
体
二
通
り
の
方
法
が
あ

る
。
一
つ
は
有
名
な
あ
の
「
浮
世
絵
版
画
L
 
が
彫
ら

れ
て
い
る
方
法
で
、
こ
れ
は
、
普
通
、
板
倒
木
版
と

い
わ
れ
て
い
る
。
板
目
木
版
と
は
、
板
に
し
た
板
木

の
上
に
、
薄
紙
に
画
が
か
れ
た
絵
を
張
り
つ
け
て
鋭

利
な
彫
刻
刀
で
、
彫
刻
す
る
方
法
で
、
日
本
の
木
版

画
は
従
来
す
べ
て
こ
の
方
法
に
ょ
っ
て
製
作
さ
れ
て

来
九
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
木
版
画
(
木
口
木
版
)
は

木
を
輪
切
り
に
し
て
、
つ
ま
り
木
の
横
断
の
面
の
芯

の
部
分
に
彫
刻
す
る
方
法
で
あ
る
。

板
目
木
版
よ
り
、
材
質
的
に
、
よ
り
一
層
堅
い
の

で
、
艶
な
ど
を
作
る
χ
は
適
し
て
い
る
。

従
っ
て
日
本
の
木
版
画
と
は
対
照
的
な
製
作
方
法

な
の
で
あ
る
。

此
の
西
洋
木
版
(
木
口
木
版
)
は
先
に
も
述
べ
た

が
、
日
本
の
合
田
清
な
る
人
が
仏
国
に
留
学
中
に
そ

の
技
術
を
修
得
し
て
明
治
二
十
年
帰
国
、
同
氏
が
中

心
と
な
っ
て
「
生
巧
館
」
な
る
工
房
を
東
京
の
芝
桜

田
本
郷
町
に
造
っ
て
本
格
的
な
木
口
版
画
の
(
西
洋

版
画
)
製
作
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
一
年
七
月
十
五
日
に
奧
州
の
盤
梯
山
が

噴
火
し
た
。
東
京
朝
口
新
聞
社
は
、
そ
の
噴
火
の
模

様
を
「
生
巧
館
」
で
木
口
版
画
(
西
洋
木
版
)
に
し

て
、
八
月
一
日
付
の
朝
日
新
問
附
録
と
し
て
配
布
し

た
と
こ
ろ
、
世
閻
か
ら
非
常
に
珍
ら
し
が
ら
れ
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
0

此
の
頃
、
東
京
朝
日
新
聞
社
は
、
大
阪
本
社
よ
り

東
京
へ
進
出
し
て
来
た
時
期
で
あ
り
、
何
か
目
新
し

い
企
画
を
考
案
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
九
。

丁
度
次
の
年
は
干
支
で
は
寅
年
に
あ
た
る
と
こ
ろ

か
ら
社
長
村
上
竜
平
所
蔵
「
円
山
応
挙
の
虎
の
図
」

を
新
聞
紙
一
頁
大
に
し
て
、
生
巧
館
で
製
作
、
新
年

号
の
附
録
と
し
て
、
新
聞
購
誓
に
配
布
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
亦
評
判
と
な
っ
て
、
希
望
者
が
殺
到

し
、
附
録
は
増
版
に
増
版
を
重
ね
る
と
云
う
好
評
ぷ

り
を
呈
し
九
。
そ
れ
は
「
虎
の
図
」
が
応
挙
の
絵
の

真
を
巧
み
に
写
し
得
九
蓋
な
出
来
栄
え
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
り
、
従
来
の
日
本
の
木
版
画
的
手
法
と
は

全
く
異
っ
た
味
を
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
世
問
の
人
気

を
勝
ち
取
る
原
因
が
あ
っ
九
と
言
え
る
。
西
洋
木
版

画
は
時
代
の
脚
光
を
浴
び
、
人
々
は
そ
の
斬
新
さ
に

懲
い
六
の
で
あ
る
。
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当
時
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
明
開
化
の
時
代
で

西
洋
文
明
を
日
本
に
採
り
入
れ
、
日
本
化
す
る
こ
と

に
急
な
時
代
で
も
あ
り
、
Π
本
の
木
版
画
に
な
か
っ

た
新
鮮
さ
か
、
一
般
世
人
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
と
な

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
生
巧
館
」
な
る
名
称
も
中
々
興
味
深
い
。

四
、
西
洋
木
版
画
の
採
用
に
つ
い
て

従
っ
て
明
治
二
十
三
年
十
一
月
に
出
版
さ
れ
た
、

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
著
の
「
新
島
襄
伝
」
の
挿
入
画

は
、
当
時
非
常
に
評
判
の
高
か
っ
た
こ
の
「
牛
巧
館
L

に
依
頼
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
銅
版
画
の
如
く
見
え
は
す
る
か
、
銅

版
画
で
な
く
、
木
口
版
画
(
西
洋
木
版
)
で
あ
り
、

当
時
と
し
て
は
、
時
代
の
先
端
を
行
く
出
版
で
あ
っ

九
。

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
は
、
こ
の
「
新
島
襄
伝
」
を
執

筆
す
る
こ
と
に
、
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た

こ
と
は
、
先
生
の
伝
記
の
終
り
の
個
所
「
吾
々
は
新

島
襄
か
ら
何
を
髪
か
」
壽
め
ぱ
、
ヒ
シ
ヒ
シ
と

感
じ
ら
れ
る
。

明
治
二
十
三
年
に
此
の
十
四
枚
の
挿
入
画
を
「
生

巧
館
」
に
依
頼
し
て
製
作
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
時
に

あ
っ
て
も
相
当
な
費
用
を
要
し
た
に
相
違
な
い
。
当

時
こ
の
西
洋
木
版
技
術
を
採
り
入
れ
て
、
挿
入
画
と

さ
れ
た
こ
と
は
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
の
新
島
先
生
に

対
す
る
深
い
尊
敬
と
此
の
箸
作
に
対
す
る
高
い
ほ
こ

り
と
、
深
縦
信
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
か
ら
も
、
此
の
初
版
「
十
四
枚
の
挿
入

画
に
つ
い
て
は
」
私
は
深
い
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
併
せ
て
、
此
の
本
を
出
版

さ
れ
た
発
行
人
は
、
上
田
周
太
郎
氏
で
あ
る
。
此
の

人
の
往
時
の
住
所
は
、
京
都
市
上
京
区
相
国
寺
門
前

町
曹
番
戸
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
御
承
知
の
通
り
同
志

社
の
す
ぐ
そ
ぱ
で
あ
る
。
上
田
氏
は
明
治
二
十
一
年

の
悪
社
英
学
校
英
学
釜
科
の
卒
業
生
(
明
治
二

十
五
年
神
学
科
本
科
も
卒
業
)
で
あ
る
が
、
発
行
人

と
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
此
の
出
版
に
つ
い

て
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
と
の
問
に
深
い
か
か
わ
り
あ

い
を
持
っ
て
居
ら
れ
た
に
程
な
い
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
上
田
周
太
郎
氏
の
協
力
に
ょ
っ
て
此
の

伝
記
が
出
版
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
此
の
挿
入
画
採
用

の
那
由
や
、
そ
の
製
作
の
交
渉
等
に
つ
い
て
も
深
く

タ
ッ
チ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
は
、
挿
入
画
を
「
生
巧
館
」
に
依
頼
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
経
紳
や
、
上
田
氏
が
発
行
人
と
な
ら
れ

九
当
時
の
椣
様
更
に
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
と
の
関
係

等
紀
つ
い
て
、
も
少
し
瓢
に
需
べ
る
こ
と
は
興
味

深
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
此
の
本
が
出
版
さ
れ
九

得
を
知
る
上
で
も
、
非
謄
大
切
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
併
せ
て
こ
の
「
挿
入
画
」

が
「
生
巧
館
」
に
依
頼
し
て
、
出
版
の
運
び
と
な
っ

た
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
、
最
新
式
の
「
ハ
イ
カ

ラ
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
け
に
深
い
関
心
を
示
す
こ

と
鱸
操
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

(
京
都
芸
術
短
期
大
学
学
長
)
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