
、
、

員
一

そ
う
か
と
思
う
と
、
「
会
計
学
を
も
っ
と
勉
強

し
九
い
か
ら
、
良
い
参
考
書
は
な
い
か
」
と
い
う

殊
勝
な
学
生
も
い
る
。
し
か
し
、
会
計
学
を
よ
り

深
く
研
究
す
る
の
も
よ
い
が
、
そ
の
前
に
基
礎
と

な
る
簿
記
学
を
十
分
に
マ
ス
タ
ー
し
て
お
か
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
鱒
記
の
理
論
を
十
分
に
や
ら
ず

に
い
て
、
一
足
飛
び
に
動
態
論
が
ど
ぅ
の
こ
う
の

と
い
っ
て
み
た
っ
て
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
習
字
で
い
え
ぱ
、
槽
書
を
や
ら
ず
に

い
き
な
り
草
書
を
や
る
よ
う
な
も
の
で
、
本
末
転

倒
で
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
縛
記
学
の
勉
強
は
学
生
に
は

苦
手
ら
し
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
日
常

の
計
算
思
考
が
複
式
簿
記
の
計
算
思
考
と
あ
わ
な

の
も
、
一
つ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

い

そ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
人
は
一
般
に
日
本
人
と
は

違
っ
た
計
算
の
仕
方
を
す
る
。
第
一
、
ソ
ロ
バ
ン

と
い
う
も
の
が
な
い
。
す
べ
て
が
筆
算
で
あ
る
。

買
物
を
さ
れ
て
お
つ
り
を
出
す
場
合
で
も
、
日
本

人
な
ら
ば
八
0
円
の
買
物
を
し
て
百
円
札
一
枚
を

出
せ
ば
お
つ
り
を
二
0
円
く
れ
る
。
こ
の
場
合
、

百
円
か
ら
八
0
円
を
差
し
引
く
と
二
0
円
残
る
か

ら
、
「
ハ
イ
」
お
つ
り
は
二
0
円
と
出
す
。
と
こ
ろ

が
ア
メ
リ
カ
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
八
0
円
に
い

、

簿
記
を
教
え
る
こ
と
の

む
ず
か
し
さ

、、

合
安
雄

川

簿
記
や
会
計
学
の
答
案
を
み
て
い
る
と
、
毎
年

の
こ
と
な
が
ら
、
資
本
金
や
引
当
金
が
借
方
残
高

に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
答
案
が
あ

る
。
癖
記
と
い
う
も
の
が
ま
だ
十
分
に
わ
か
っ
て

い
な
い
証
拠
で
あ
り
、
教
師
と
し
て
情
け
な
く
も

あ
り
、
ガ
ッ
カ
リ
す
る
こ
と
が
あ
る
0

随

く
ら
足
せ
ば
百
円
に
な
る
か
に
ょ
っ
て
お
つ
り
を

計
算
す
る
。
つ
ま
り
減
算
で
な
く
加
算
で
や
る
。

前
者
は
、
箔
記
流
に
い
え
は
シ
ェ
ア
ー
流
の
資
本

方
程
式
で
あ
り
、
後
者
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
式

の
貸
借
対
照
表
方
程
式
で
あ
る
。

複
式
鱒
記
の
原
理
で
あ
る
「
貸
借
平
均
の
原
理
」

に
は
減
算
と
い
う
も
の
は
な
く
、
引
く
場
合
に
は

か
な
ら
ず
反
対
側
へ
加
え
て
平
均
さ
す
の
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
日
常
生
活
に
は
す
で
に
複
式

簿
記
の
平
衡
思
考
が
と
け
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思

う
。
ア
メ
リ
カ
人
と
違
っ
て
日
本
人
に
篝
記
を
教

え
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
案
外
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

*

さ
て
、
僕
も
明
年
は
い
よ
い
よ
定
年
で
あ
る
。

定
年
に
な
れ
ば
簿
記
教
師
と
し
て
こ
の
よ
う
な
珍

妙
な
答
案
は
も
う
見
な
く
て
も
す
む
わ
け
で
あ

る
。
定
年
に
な
っ
て
同
志
社
か
ら
お
暇
が
出
た
ら

そ
う
し
て
食
う
に
困
ら
な
け
れ
ぱ
、
読
み
た
い
本

を
読
み
、
好
き
な
へ
ボ
碁
で
も
打
っ
て
残
生
を
楽

み
た
い
が
、
は
九
し
て
ど
ぅ
な
る
こ
と
や
ら
。
秋

の
夜
長
に
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
窓
を
あ
け

る
と
、
草
む
ら
か
ら
虫
の
声
が
し
き
り
に
聞
え
て

く
る
。
彼
岸
前
な
の
に
世
は
も
う
す
っ
か
り
秋
の
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気
配
、
そ
ろ
そ
ろ
秋
冷
の
候
で
あ
る
。

月
か
か
る
長
等
の
山
に
虫
し
ぐ
れ

私
の
誇
る
山

'
"
^
^
^
^
,
^
山
、
料
.
^
の
」
^
叩
山
は
^
^
の
^

々
に
と
っ
て
懐
し
い
山
で
あ
る
。
京
阪
杣
の
大
都

会
の
す
ぐ
力
た
わ
ら
に
し
敦
・
六
叩
と
い
う
薪
山

が
豊
か
に
存
在
す
る
こ
と
は
し
あ
わ
せ
で
あ
り
、

私
の
"
湃
の
山
L
 
し
て
M
り
火
い
。

私
力
同
志
社
大
学
禦
科
を
卒
業
し
九
の
は
沼

和
二
年
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
靴
の
小
は
平
翠
、

劇
^
柁
心
の
い
ら
だ
六
し
さ
も
な
く
、
^
^
巾
の
^
九
ち

は
い
か
に
し
て
北
U
春
才
L
燃
や
す
べ
き
か
、
ま
こ
と

条
し
い
岫
代
で
あ
っ
光
。
師
弟
の
間
柄
は
正
し

く
礼
釦
が
守
ら
れ
な
が
ら
、
海
る
る
親
し
み
が
み

ち
て
い
て
、
、
七
の
鉾
幽
気
の
な
か
で
、
私
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
凹
分
の
人
悩
を
築
き
あ
げ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
C
と
に
翠
一
雫
あ
っ
た
。

私
は
社
会
人
と
な
二
L
か
ら
早
や
四
十
年
に
な

る
。
そ
の
大
半
は
ほ
と
ん
ど
関
西
で
勤
務
し
九
の

だ
か
ら
、
比
叡
・
六
甲
に
た
え
ず
接
す
る
こ
と
が

で
き
九
。
も
っ
と
さ
か
の
ぽ
る
と
私
は
大
阪
の
真

ん
中
で
生
ま
れ
、
学
生
時
代
を
大
阪
と
京
都
で
過

し
た
か
ら
、
私
の
生
涯
は
こ
の
二
つ
の
山
と
切
り

籬
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
と
も
と
私
は
山
が
好
き
で
あ
る
。
「
山
に
登

る
楽
し
み
は
何
か
」
に
つ
い
て
友
人
と
い
く
九
び

カ
"
緩
し
六
が
、
利
は
山
に
登
る
こ
と
は
艸
に
近

ず
く
こ
と
だ
と
信
じ
て
い
る
。
関
西
の
山
々
は
ほ

と
ん
ど
登
り
つ
く
し
九
が
、
特
に
学
俳
代
は
比

叡
山
を
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
六
m
山
を
幾

凌
か
登
り
、
山
の
す
み
ず
み
ま
で
知
っ
て
い
九
が
、

穫
山
道
や
山
k
の
備
が
完
備
さ
れ
る
に
つ
れ

て
登
山
者
が
殺
到
し
、
人
泥
み
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
は
余
り
登
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ

の
二
つ
の
山
は
好
き
だ
。

京
判
の
街
か
ら
見
あ
げ
る
比
釈
山
は
堂
々
た
る

山
の
姿
で
、
京
都
の
{
蒸
に
ふ
さ
わ
し
い
。
登
山

蹄
は
幾
筋
か
あ
る
が
、
白
川
道
と
修
山
醜
道
が
も

つ
と
も
通
俗
的
で
あ
る
。
修
誘
道
は
白
川
聖

り
や
や
け
わ
し
い
が
興
妹
が
深
い
。
雲
母
坂
の
胸

突
き
八
丁
を
一
値
線
に
一
気
に
駆
け
登
り
、
山
頂

四
明
ケ
嶽
で
激
し
い
呼
吸
を
し
た
こ
と
が
今
で
も

西
本

進

あ
ざ
や
か
に
印
敦
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
登

山
路
は
今
や
ケ
ー
プ
ル
カ
ー
、
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
イ

が
完
備
し
て
い
る
九
め
、
徒
歩
で
登
る
人
は
少
な

く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
0

山
上
か
ら
の
眺
望
は
非
常
に
広
い
。
正
面
に
伊

吹
山
、
秋
晴
れ
の
日
に
は
そ
の
左
右
に
加
賀
の
白

山
、
御
嶽
の
白
姿
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。
丹
波

を
脊
負
い
、
山
城
を
く
り
の
べ
、
琵
琶
湖
を
抱
い

九
比
叡
山
は
ま
こ
と
に
関
西
人
号
び
で
あ
る
。

私
は
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
六
m
山
を
登
り

つ
づ
け
た
。
山
稜
の
欝
は
変
化
に
"
兇
で
い

て
、
<
土
山
花
崗
岩
か
ら
な
っ
て
い
る
。
俗
に
六
甲

六
面
谷
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
美
し
い
谷
を
九
く
さ

ん
兆
い
て
い
る
。
山
の
南
倒
は
樹
木
が
少
な
く
、

人
阪
湾
倫
ん
だ
眺
望
は
素
晴
ら
し
い
。
百
万
ド

ル
の
夜
栞
と
愛
称
さ
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い

る
。
北
側
は
比
岐
的
に
樹
木
が
多
く
て
深
い
山
の

気
分
を
味
合
わ
せ
て
く
れ
る

六
卵
山
上
は
年
々
倒
ざ
ま
し
く
ひ
ら
け
て
ゅ
く

.
、
」
、

力
ま
だ
ま
だ
自
然
の
山
膚
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
歩
け
ば
歩
く
ほ
ど
六
剛
山
の
よ
さ
が
湧
い
て

く
る
。
そ
し
て
こ
の
山
は
関
西
に
住
む
多
く
の
人

々
に
い
つ
ま
で
も
授
さ
れ
、
ま
た
文
化
の
山
と
し

て
世
界
に
雄
飛
し
て
ゅ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
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韓
国
の
古
い
文
化
の
こ
と
ど
も

(
昭
2
大
経
卒
・
湯
浅
侃
池
監
査
役
)

去
る
九
月
、
一
嵩
の
ソ
ウ
ル
を
訪
問
し
た
。

そ
の
節
、
国
立
斉
楽
団
に
ょ
る
占
典
音
楽
を
聞

く
機
会
を
持
っ
九
。
何
と
い
う
曲
で
あ
る
の
か
聞

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
琴
、
笛
、
朋
弓
の

じ
よ
う
じ
よ
,
コ

断
色
が
、
余
韻
搦
々
と
し
て
、
む
せ
ぷ
が
ど
と

く
、
泣
く
が
ど
と
く
交
錯
す
る
。
私
は
夢
幻
の
境

に
引
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
ふ
と
そ
の
曲
が
「
江
差

追
分
」
に
非
常
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
゛
る
と

と
も
に
、
私
の
想
像
は
自
由
の
天
地
を
か
け
め
ぐ

つ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

占
人
は
楽
浪
時
代
よ
り
、
新
羅
百
済
、
李
朝

と
、
こ
の
小
国
は
大
国
の
勢
力
に
幾
度
か
侵
さ
れ

た
。
何
時
の
時
代
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
か
つ
て
高

楼
の
奥
深
く
仕
え
、
高
歌
放
吟
に
明
け
暮
れ
た
貴

顕
の
宮
人
が
、
一
朝
に
し
て
厄
に
あ
い
、
異
国
日

本
に
難
を
逃
れ
、
流
浪
の
末
に
最
果
て
の
蝦
夷
の

地
に
安
佳
の
居
を
定
め
、
朝
に
夕
に
北
海
の
庠
辺

に
た
た
ず
み
、
涙
し
な
が
ら
、
遠
い
般
郷
の
空
を

眺
め
て
口
ず
さ
ん
だ
メ
ロ
デ
ィ
】
、
そ
れ
が
「
江

差
追
分
の
源
流
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
江
釜
分
」
は
M
本
の
民
雷
傑
作
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
告
曲
が
突
然
変
兇
の
よ
う
に
牛
ま
れ

得
た
で
あ
ろ
う
か
。
な
ん
ら
か
の
需
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
幻
程
、
私
の
心
の
中
に
、
夬
存
の

避
を
残
し
て
去
来
す
る
の
で
め
る
。

闘
て
は
民
喪
多
い
。
文
襟
、
豐
の
頃
、

日
木
の
侵
略
の
凹
時
、
加
睦
消
正
を
、
つ
ら
み
に
思

い
、
そ
の
民
族
符
を
訴
え
た
の
も
あ
る
と
し

う
韓
国
と
日
本
と
の
交
流
は
、
仏
教
渡
来
の
六
世

蟹
来
、
或
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
想

像
以
上
迄
密
接
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
の
民
湧
幾
つ
か
の
源
流
砥
国
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
充
分
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ

る
。
あ
の
法
院
寺
に
し
て
か
ら
が
そ
う
で
あ
る
。

世
界
最
占
の
木
造
建
築
物
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
日

本
人
の
創
造
物
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
々
は
少

な
く
な
い
。
日
本
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
冏
違
い
は

な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
れ
懸
り
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
こ
の
建
築
物
の
磊
が
禽
の
法

住
寺
に
あ
る
こ
と
は
、
{
闘
側
の
説
明
を
待
つ
ま

で
も
な
く
、
そ
の
四
貫
を
見
た
だ
け
で
も
う
な
ず

け
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
仏
教
波
来
と
と
も
に

Π
木
へ
や
っ
て
き
た
多
数
の
百
済
人
で
あ
る
建
築

技
帥
や
そ
の
十
孫
の
指
導
に
ょ
っ
て
、
恊
力
し
て

構
築
さ
れ
た
一
郁
の
イ
ミ
テ
ー
シ
,
ン
で
あ
る
こ

と
は
艇
い
の
余
地
が
な
い
。

私
倫
国
の
博
物
館
を
訪
れ
て
、
数
々
の
優
れ

た
文
化
遺
物
を
目
の
あ
た
り
見
た
。
そ
れ
等
の
中

に
、
金
銅
の
半
枷
思
惟
像
の
二
体
が
特
に
印
象
に

残
る
。
六
、
七
0
セ
ン
チ
も
あ
ろ
う
か
、
 
H
本
に

あ
る
御
物
、
四
ト
ハ
休
仏
の
小
の
あ
る
も
の
と
、

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
。
百
済
か
ら
の

渡
来
か
、
そ
れ
と
も
百
済
人
か
或
は
そ
の
指
導
に

よ
る
日
本
で
の
鋳
造
に
違
い
な
い
。

陶
器
の
世
界
に
お
け
る
新
羅
、
高
麗
の
影
瓣
、
茶

碗
戦
争
の
称
さ
え
あ
る
文
禄
、
慶
長
の
役
後
の
磁

器
製
作
に
対
す
る
革
命
的
な
出
来
事
。
 
1
古
代

よ
り
中
世
へ
倫
国
に
ょ
る
経
済
、
文
化
的
交
流

の
跡
を
し
の
び
な
が
ら
、
私
は
近
代
日
本
と
韓
国

が
友
邦
善
隣
関
係
に
ょ
り
経
済
的
、
文
化
的
発
展

に
、
相
亙
に
一
層
寄
与
す
る
と
こ
ろ
あ
る
こ
と
を

心
よ
り
願
わ
し
い
こ
と
に
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

(
昭
7
席
商
卒
・
日
木
生
命
取
締
役
)



土
倉
翁
の
里

七
月
の
梅
雨
あ
け
の
半
ぱ
、
奈
良
県
の
吉
野
郡

の
川
上
村
の
中
学
校
へ
わ
た
く
し
は
P
T
A
倫

演
を
依
頼
さ
れ
て
足
を
運
ん
だ
。
わ
九
く
し
も
同

じ
大
和
の
産
で
あ
る
が
南
朝
悲
歌
の
里
吉
野
の

、
、
、
、
、
、

大
台
ケ
原
寄
り
と
い
う
こ
と
は
大
和
の
人
間
な
ら

ぱ
山
奥
と
僻
地
の
代
名
詞
的
口
ー
カ
ル
で
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
疎
遠
感
が
強
い
。
そ
れ
で
も
わ
た
く

し
は
吉
野
の
山
奥
の
大
滝
の
里
は
士
倉
庄
二
郎
翁

の
歴
代
の
郷
士
で
あ
る
こ
と
を
昔
か
ら
知
っ
て
い

た
の
で
そ
の
「
兵
も
の
ど
も
の
夢
の
跡
」
な
ら
ぬ

「
千
万
長
者
の
夢
の
跡
」
を
一
度
こ
の
巳
で
硴
め
た

い
た
め
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
て
奈
良
よ
り
三
時
間
¥
、

目
ざ
す
川
ヒ
中
学
校
の
手
前
の
大
滝
と
い
う
部
落

の
土
倉
翁
の
村
へ
着
い
た
の
は
儒
の
降
り
し
き

る
日
ド
リ
で
あ
っ
た
0

子
供
の
と
き
か
ら
秋
祭
り
に
氏
神
の
催
し
に
榧

、
、

、

、

う
大
和
方
言
の
獅
子
舞
い
の
役
者
が
大
和
の
長
者

西

土
倉
翁
が
わ
が
同
志
社
大
学
へ
、
創
立
者
新
島

襄
先
生
の
乞
い
を
入
れ
て
五
千
円
の
大
枚
を
寄
贈

さ
れ
た
こ
と
は
知
る
人
ぞ
知
る
の
で
あ
る
。
バ
ス

ガ
ー
ル
が
こ
の
道
が
明
治
の
顕
官
、
ま
た
新
島
嬰

が
士
倉
翁
に
倫
会
の
た
め
馬
車
を
走
ら
さ
れ
て
き

た
途
だ
と
説
明
し
て
く
れ
る
。
同
志
社
の
こ
と
に

つ
い
て
も
、
ま
た
幾
多
の
献
金
、
寄
進
、
そ
れ
に

ま
つ
わ
る
紹
り
は
土
倉
単
著
『
土
倉
庄
三
郎
』

で
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
忠
味
で
は
誓
握
百
年
後
の
襄
氏
の
門
弟

九
る
わ
れ
ら
も
士
倉
翁
の
同
志
社
に
対
す
る
温
情

と
理
解
に
追
憶
と
感
激
の
念
を
捧
げ
、
ま
た
同
志

社
が
天
下
に
存
在
す
る
限
り
大
和
・
大
滝
の
里
の

土
倉
翁
の
心
型
L
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
永
く
語

り
つ
た
え
、
言
い
つ
た
え
ら
れ
る
だ
け
の
価
値
を

も
た
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
つ
っ
、
私
は
川
上

の
巾
学
校
を
月
指
し
て
走
る
バ
ス
の
車
中
の
人
と

な
っ
て
、
か
つ
て
は
倒
と
足
の
と
ど
く
限
り
士
倉

翁
所
有
で
あ
っ
た
天
に
も
摩
す
る
吉
野
山
林
、
そ

し
て
今
は
令
く
所
者
の
変
っ
て
い
る
そ
の
山
ま
た

山
の
杉
と
愉
の
道
を
、
ヘ
,
も
士
倉
家
讐
の
貞
相

と
原
因
を
大
和
の
七
不
思
議
の
一
つ
と
数
え
ら
れ

て
い
る
こ
C
に
想
を
馳
せ
つ
走
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

(
経
淳
部
教
授
・
商
詮
済
論
)

は
「
大
槻
(
地
名
)
の
岡
橋
、
奈
良
の
木
本
、
大
滝

の
上
倉
」
と
狂
言
の
文
句
は
き
ま
っ
て
い
て
子
供

心
の
わ
た
く
し
の
耳
を
タ
コ
に
し
た
こ
と
ぱ
で
も

あ
る
。そ

の
大
滝
の
村
の
国
主
(
く
に
ぬ
し
)
で
あ
る
土

倉
翁
の
家
は
今
は
吉
野
川
の
静
合
い
と
も
い
わ
れ

る
水
流
の
中
ほ
ど
の
迂
回
地
点
の
頂
点
と
な
っ
て

い
る
山
村
で
あ
る
が
跡
か
た
さ
え
な
く
、
た
だ
残

つ
て
い
る
の
は
激
流
、
岩
を
か
む
と
こ
ろ
の
そ

の
吉
野
川
の
対
岸
の
岩
の
千
畳
立
て
の
絶
誓

「
土
倉
翁
の
碑
」
と
刻
ん
だ
自
然
の
風
物
誌
的
な
よ

、

、

す
が
と
バ
ス
の
道
す
が
ら
に
淋
し
く
建
っ
て
い
る

士
倉
庄
三
郎
翁
の
痩
せ
た
銅
像
の
ま
こ
と
に
勃
然

た
る
姿
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
士
倉
家
の
九
凡
身
b

を
知
り
、
そ
の
か
み
の
明
治
初
年
に
年
額
、
勤
万

、円
の
山
森
収
入
壽
り
、
坂
畑
退
助
を
し
て
金
f

、
、
、

万
円
を
与
え
て
欧
米
視
察
の
助
け
旅
銀
を
惜
み

な
く
渡
し
た
そ
の
盛
家
を
、
<
,
、
わ
た
く
し
は
し

ぱ
し
の
バ
ス
の
休
止
を
利
用
し
て
同
じ
県
下
の
留

と
し
て
、
ま
た
一
人
の
同
志
社
人
と
し
て
士
倉
翁

の
肖
像
の
前
に
立
ち
、
そ
の
姿
よ
り
求
め
よ
う
と

し
て
も
何
も
語
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
激
流

の
若
鮎
お
ど
る
吉
野
川
の
流
れ
の
瀬
音
だ
け
で
あ

る

良
一

川
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