
一

の
つ
ぶ
や
き
」
を
月
に
一
回
書
い
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
ぶ
り
を
見
る
と
、
井
久
保
伊
登
子
氏
が
著
書
『
女
性
史
の

中
の
永
瀬
清
子
〔
戦
後
篇
〕』（
ド
メ
ス
出
版
、
二
○
○
九
〈
平
成
二
一
〉・
一
〉

で
老
年
期
の
永
瀬
清
子
に
つ
い
て
、「
そ
れ
に
し
て
も
、
稔
り
豊
か
な
清
子
の

老
い
の
日
々
だ
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
何
と
も
豊
潤
な
七
十
代
後
半
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
の
も
、
た
し
か
に
頷
け
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
永
瀬
清
子

は
晩
年
に
な
っ
て
も
、
あ
の
よ
う
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
謎
を
少
し
だ
け
解
き
明
か
し
て
み
た

い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
永
瀬
清
子
に
お
け
る
老
い
の
問
題
に
つ
い
て
主
題
的
に

考
察
し
た
論
考
は
な
い
か
ら
、
そ
の
謎
を
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
る
の
は
、
意

味
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
も
ち
ろ
ん
永
瀬
清
子
に
超
人
的
な
体
力
や
精
神
力
、
そ
し
て
生
命
力

が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
詩
人
と
し
て
の
才
能
や
人
と
し

て
の
聡
明
さ
、
さ
ら
に
は
人
と
し
て
の
意
志
の
強
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
晩
年
期
の
旺
盛

な
活
動
と
直
ぐ
に
は
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。先
走
っ
て
予
想
を
述
べ
る
と
、

お
そ
ら
く
人
生
や
老
い
に
対
す
る
彼
女
の
姿
勢
に
、
そ
の
謎
を
解
く
鍵
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、
老
年
期
に
入
っ
て
か
ら
の
永
瀬
清

　
　
　
　
　
　
一

　

老
年
期
を
現
在
の
一
般
的
な
基
準
に
従
っ
て
、
仮
に
六
五
歳
以
上
と
す
る

と
、
略
年
譜
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
、
老
年
期
の
永
瀬
清
子
す
な
わ
ち
六
五
歳
以

降
の
永
瀬
清
子
の
活
躍
に
は
、
眼
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。
実
に
精
力
的
に
活

動
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
海
は
陸
へ
と
』（
思
潮
社
、
一
九
七
二
〈
昭
和

四
七
〉・
九
）
や
『
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
』（
思
潮
社
、
一
九
八
七
〈
昭
和

六
二
〉・
六
）
の
詩
集
お
よ
び
『
私
は
地
球
』（
沖
積
社
、
一
九
八
三
〈
昭
和

五
八
〉・
一
）
な
ど
の
選
詩
集
の
出
版
、
ま
た
『
短
章
集
』（
思
潮
社
）
と
名
づ

け
ら
れ
た
、
散
文
詩
と
エ
ッ
セ
イ
と
の
両
方
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
文

集
を
四
冊
刊
行
、さ
ら
に
は
『
か
く
逢
っ
た
』（
編
集
工
房
ノ
ア
、一
九
八
一
〈
昭

和
五
六
〉・
一
二
）
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
集
を
出
版
し
て
創
作
活
動
を
活
発
に
展

開
す
る
と
と
も
に
、岡
山
女
性
史
研
究
会
の
会
長
を
務
め
た
り
、一
九
八
八
（
昭

和
六
三
）
年
に
は
岡
山
で
の
世
界
連
邦
婦
人
の
会
開
催
に
参
画
し
、
各
地
で
講

演
を
行
う
な
ど
、社
会
的
な
活
動
も
広
く
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
（
平
成
五
）

年
に
白
内
障
な
ど
の
眼
の
手
術
を
し
て
か
ら
は
、
さ
す
が
に
活
動
は
縮
小
さ
れ

た
が
、
そ
れ
で
も
永
瀬
清
子
は
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
二
月
に
脳
梗
塞
で

八
九
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
そ
の
前
年
ま
で
、
た
と
え
ば
毎
日
新
聞
連
載
「
日
々
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永
瀬
清
子
の
老
い

め
に
最
後
の
努
力
を
つ
く
す
ほ
か
な
い
の
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
感
慨
も
、
年
を
取
っ
た
と
い
う
自
覚
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
普
通
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
手
持
時
間
」
の
少
な
さ
に
つ
い
て
は
、

ま
さ
に
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、
や
は
り
死
者
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、

若
い
と
き
よ
り
も
年
を
取
っ
て
か
ら
の
方
が
強
く
な
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

死
者
の
「
友
」
に
関
し
て
は
、
七
四
歳
の
と
き
の
『
焰
に
薪
を　

短
章
集
３
』

（
思
潮
社
、
一
九
八
○
〈
昭
和
五
五
〉・
一
一
）
の
短
章
「
ひ
と
り
で
い
る
事
を

よ
し
と
し
て
い
る
時
」
で
は
、「
雨
が
降
っ
て
来
て
く
れ
た
。
／
遠
い
遠
い
空

か
ら
／
す
る
と
友
だ
ち
が
来
て
く
れ
た
。
／
む
か
し
む
か
し
死
ん
だ
友
だ
ち

が
︱
︱
」、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
年
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
自
分
に
関
係

の
あ
る
死
者
の
数
が
増
え
、
た
と
え
ば
一
人
の
と
き
に
ふ
と
そ
れ
ら
の
死
者
の

こ
と
を
思
い
出
し
て
、
彼
ら
と
架
空
の
対
話
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
対
話
し
た

よ
う
な
気
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
に
も
普
通
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、『
流
れ
る
髪　

短
章
集
２
』
の
中
の
、「
老
」
と
題
さ
れ
た
短
章
に
は
、「
自

分
に
や
さ
し
く
す
る
事
を
自
分
に
ゆ
る
す
。
／
そ
れ
が
老お
い

だ
。」
と
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
人
に
よ
り
け
り
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
多
く
の
人
は
年

を
取
っ
て
も
な
お
、〈
自
分
に
厳
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
は
思
わ
な
い
で

あ
ろ
う
。
や
は
り
、「
自
分
に
や
さ
し
く
す
る
事
」
を
許
す
と
思
わ
れ
る
。

　

七
七
歳
の
と
き
に
刊
行
さ
れ
た
『
彩
り
の
雲　

短
章
集
４
』（
思
潮
社
、

一
九
八
四
〈
昭
和
五
九
〉・
一
）
に
は
「
昔
、
女
が
あ
っ
た
」
と
い
う
文
か
ら

始
ま
る
短
章
で
構
成
さ
れ
た
「
第
四
章　

に
せ
物
語
」
と
い
う
章
が
あ
る
が
、

そ
の
中
に
「
ｃ
飴
玉
」
と
い
う
短
章
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
や
は
り
年
齢
を
重

ね
る
こ
と
で
分
か
る
事
柄
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
生
前
の
夫
が
朝
食

の
後
に
い
つ
も
「
お
い
飴
玉
！
」
と
言
う
の
を
、
永
瀬
清
子
は
「
は
な
は
だ
馬

鹿
ら
し
く
思
っ
て
い
た
」
が
、
と
こ
ろ
が
自
分
が
老
い
て
苦
い
散
薬
を
飲
む
よ

子
に
も
、
私
た
ち
が
普
通
に
抱
く
、
老
い
に
対
し
て
の
思
い
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
『
流
れ
る
髪　

短
章
集
２
』（
思
潮
社
、一
九
七
七
〈
昭
和
五
二
〉・
二
）
の
「
父

の
手
紙
」
に
は
、
田
舎
の
実
家
に
帰
っ
て
倉
を
整
理
し
て
い
る
と
、
父
か
ら
母

へ
の
古
い
手
紙
や
葉
書
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
永
瀬
清
子
が
生
ま
れ
た
頃

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
妊
娠
中
の
母
に
対
し
て
「
心
を
お
だ
や

か
に
美
し
く
お
持
ち
下
さ
れ
た
く
候
」
と
い
う
、
母
を
気
遣
う
父
の
言
葉
が
あ

り
、
ま
た
清
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
は
「
体
重
を
お
し
ら
せ
下
さ
い
」
と
い
う
言

葉
も
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
父
は
二
五
歳
、
母
は
二
○
歳

で
あ
っ
た
が
、父
が「
心
を
お
だ
や
か
に
」と「
祈
っ
て
く
れ
た
」こ
と
に
つ
い
て
、

永
瀬
清
子
は
こ
う
語
っ
て
い
る
、「
も
し
こ
の
祈
り
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
ど
の

よ
う
に
か
荒
々
し
い
人
間
に
な
っ
て
い
た
事
か
し
れ
な
い
の
だ
︱
︱
。」、
と
。

　

こ
れ
を
書
い
た
の
は
永
瀬
清
子
が
七
○
歳
の
と
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
ま
で
の
永
瀬
清
子
も
、
自
分
の
人
生
が
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
自
分

の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
人
生
は
誰
か
（
こ
の
場
合
は
手
紙
の
父
）
に

見
守
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
し
実
感
し
た
わ
け
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
う
い
う
こ
と
は
、
年
を
重
ね
る
と
私
た
ち
に
も
体
験
さ
れ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
う
ぐ
い
す
の
招
き　

日
々
の
紀
行
』（
れ

ん
が
書
房
新
社
、
一
九
八
三
〈
昭
和
五
八
〉・
一
一
）
に
収
め
ら
れ
た
、
六
九

歳
と
き
に
書
か
れ
た
「
幸
と
不
幸
の
境
界
︱
︱
み
つ
め
る
人
あ
り
て
︱
︱
」
に

は
、「
あ
と
も
う
少
な
い
手
持
時
間
に
私
は
ど
れ
だ
け
の
事
が
出
来
る
か
、
そ

の
努
力
は
す
べ
て
の
不
幸
を
幸
福
に
か
え
る
す
べ
で
も
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば

幽
か
で
あ
っ
て
も
私
に
は
亡
き
父
母
が
、
又
わ
ず
か
な
が
ら
友
が
、
い
ず
こ
か

に
い
て
み
つ
め
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
ら
。
私
は
そ
の
人
々
に
み
ら
れ
る
た
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お
そ
ら
く
、年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
に
、こ
の
種
の「
悔
い
」の
思
い
は
強
い
も
の

に
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。そ
う
い
う
こ
と
は
、
年
を
取
る
こ
と
の
一
面
に
た
し

か
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
永
瀬
清
子
も
そ
れ
を
し
た
た
か
に
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

や
は
り
短
章
集
『
彩
り
の
雲
』
の
短
章
「
ヒ
ル
ム
カ
シ
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

今
、
年
は
傾
き
、
命
も
底
を
つ
い
て
来
た
か
ら
、
今
こ
そ
、
自
分
の
望
む

こ
と
を
や
ろ
う
と
思
い
、
い
ろ
い
ろ
な
禁
忌
を
破
り
ハ
メ
を
は
ず
し
、
若

い
人
々
に
現
実
の
仕
事
を
ま
か
せ
、
今
ま
で
出
来
な
か
っ
た
事
を
や
り
と

げ
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
霊
よ
、
も
う
私
を
せ
め
ず
、
命
を
好
き
に
使

わ
せ
て
お
く
れ
、私
の
時
間
は
も
う
き
っ
と
夜
に
入
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
う
い
う
思
い
も
、
あ
る
程
度
年
齢
を
重
ね
た
な
ら
、
多
く
の
人
が
持
つ
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
人
に
よ
っ
て
は
、
な
か
な
か
「
若
い
人
々

に
現
実
の
仕
事
を
ま
か
せ
」
と
い
う
心
境
に
な
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
現
役
の
働

き
手
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
老
齢
者
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
だ
。
と
り

わ
け
、
企
業
の
ト
ッ
プ
と
か
、
政
治
家
に
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
実
は
、
彼
ら
の
多
く
は
単
に
老
害
を
撒
き
散
ら
し
て
い
る
だ
け
の
よ

う
な
の
だ
が
。

　

そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
永
瀬
清
子
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
見
て
く

る
と
、
私
た
ち
の
多
く
が
老
い
の
意
識
か
ら
持
つ
だ
ろ
う
思
い
を
、
老
年
期
に

入
っ
た
永
瀬
清
子
も
や
は
り
同
様
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
自
分
の
時
間
が
「
も
う
き
っ
と
夜
に
は
い
っ
て
い
る
」
と
い
う
思
い
は
、

詩
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。
永
瀬
清
子
は
一
九
九
五
年
二
月
に
逝
去
し
た

が
、
逝
去
後
の
同
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
『
春
に
な
れ
ば
う
ぐ
い
す
と
同

じ
に
』（
思
潮
社
）に
収
め
ら
れ
た
五
連
構
成
の
詩「
走
り
去
る
わ
が
時と

き間
」に
は
、

永
瀬
清
子
の
詩
に
曲
を
付
け
て
く
れ
た
若
い
作
曲
家
の
こ
と
を
思
っ
て
第
二
連

う
に
な
っ
て
か
ら
は
、「
に
が
い
散
薬
が
口
の
中
に
残
る
の
で
ひ
と
り
で
に
飴

玉
が
ほ
し
く
な
っ
た
」
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
永
瀬
清
子
は
〈
夫
も

そ
う
だ
っ
た
の
か
〉
と
思
い
、「
そ
れ
で
生
前
の
夫
を
や
さ
し
く
理
解
す
る
こ

と
に
欠
け
て
い
た
事
に
は
じ
め
て
気
づ
い
た
」
よ
う
な
の
で
あ
る
。
瓶
の
中
の

飴
玉
を
見
な
が
ら
、
こ
う
語
っ
て
い
る
、「
瓶
の
中
の
セ
ロ
ハ
ン
に
包
ま
れ
た

コ
ハ
ク
色
の
粒
／
そ
れ
は
さ
び
し
い
私
の
悔
い
の
こ
こ
ろ
」、
と
。
こ
の
よ
う

な
「
悔
い
」
の
体
験
は
、
私
た
ち
に
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
年
を
取
っ
て
か
ら
往
事
を
振
り
返
っ
て
、「
悔
い
」
を
新
た
に

実
感
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
た
と
え
ば
詩
集
『
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
』
に

収
め
ら
れ
た
詩
「
若
さ　

か
な
し
さ
」
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
も
そ
う
で
あ
る
。

東
京
に
い
た
当
時
の
永
瀬
清
子
よ
り
「
ず
っ
と
年
上
」
の
「
学
識
あ
る
ち
ゃ
ん

と
し
た
物
判
り
の
い
い
紳
士
」
か
ら
電
話
が
あ
り
、
ど
う
も
彼
は
永
瀬
清
子
に

会
い
た
か
っ
た
よ
う
な
の
だ
が
、「
病
気
」
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
会
え
な
い

こ
と
を
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
の
永
瀬
清
子
は
、「
長
く
長

く
電
話
で
話
す
彼
に
当
惑
さ
え
し
て
い
た
」
よ
う
で
、慰
め
の
言
葉
も
言
わ
ず
、

「
人
間
っ
て
そ
ん
な
も
の
よ
」
と
か
、「
病
気
っ
て
そ
ん
な
も
の
よ
」
と
言
っ
た

ら
し
い
。
彼
は
慰
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
よ
う
な
の
に
、
で
あ
る
。
当
時
の
永

瀬
清
子
は
、
そ
の
こ
と
に
心
を
向
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
永
瀬

清
子
は
詩
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
あ
あ
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
つ
め
た
さ

若
さ
、
思
い
や
り
の
な
さ

そ
そ
り
立
つ
岩
さ
な
が
ら
︱
︱

私
を
遠
く
か
ら
い
つ
も
み
つ
め
て
い
た
そ
の
さ
び
し
い
瞳
に

そ
れ
き
り
お
お　

私
は
二
度
と
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
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次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。「
磨と

い
で
い
る
の
は
た
だ
我
執
の
牙
、
／
銅
色

の
髪
は
す
で
に
枯
色
／
眼ま
な
この
み
赤
ら
み
皺
に
埋
れ
ん
と
し
て
／
な
お
ま
だ
思
っ
て

い
る
若
き
日
日
の
自
由
」、
そ
し
て
最
終
連
で
も
「
満
天
の
星
の
下
、
わ
が
洞
に

な
お
い
さ
さ
か
の
霜
を
さ
け
て
／
昔
の
よ
き
日
の
夢
を
あ
た
た
め
る
（
略
）」、と
。

　

詩
「
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
は
」
は
、
そ
の
題
名
が
永
瀬
清
子
の
第
一
詩
集

『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』（
歌
人
房
、
一
九
三
○
〈
昭
和
五
〉・
三
）
に
も
採
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
の
初
期
の
第
一
の
代
表
作

と
言
っ
て
い
い
が
、「
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
」
も
寄
る
年
波
に
は
勝
て
な
い
か

の
よ
う
に
語
ら
れ
、
わ
ず
か
に
「
昔
の
よ
き
日
」
や
「
若
き
日
日
の
自
由
」
を

回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
慰
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
永
瀬
清
子
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
、
老
い
の
悲
哀
が
出
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
と
く
に
「
我
執
の
牙
」
を
「
磨と

い
で
い
る
」
と
い
う
の
が
、

憐
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
老
年
に
な
っ
た
永
瀬
清
子
の
思
い
で
も

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
私
た
ち
の
多
く

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、永
瀬
清
子
が
優
れ
た
詩
人
で
あ
る
の
は
、老
い
の
問
題
に

対
し
て
、そ
こ
に
止
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
永
瀬
清
子
は
、老
い
か
ら
来

る
悲
哀
の
思
い
を
抱
き
つ
つ
も
、老
い
そ
の
も
の
か
ら
眼
を
背
け
ず
、老
い
を

そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
積
極
的
な
姿
勢
で
老
い
の

人
生
を
生
き
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　

二

　

詩
「
老
い
る
と
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
こ
と
な
の
か
」（『
あ
け
が
た
に
く
る
人

よ
』
所
収
）
の
一
部
を
次
に
見
て
み
た
い
。

の
最
後
で
、「
遠
い
都
会
へ
あ
な
た
は
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
た
後
、
第

三
連
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
続
け
て
、
第
四
連
は
省
略
し
て
第
五
連
を

引
用
す
る
。

彼
は
若
々
し
く
ほ
ほ
え
み
手
を
と
っ
て

「
ま
た
ゆ
っ
く
り
お
会
い
し
た
い
の
で
す
が
」
と
云
う

嘘
云
わ
ぬ
人
の
ま
じ
め
さ
を
私
は
思
い

心
は
ど
ん
な
に
か
楽
し
く
と
き
め
く
が

「
も
し
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
︱
︱
」
と
だ
け

心
は
老
い
た
山
羊
の
よ
う
に
う
な
だ
れ
る

私
に
「
時と

き間
」
は　

一
層
無
慈
悲
に
奔
り
去
り

若
い
人
と
決
し
て
同
じ
速
度
で
は
な
い
か
ら
︱
︱　

お
お
若
人
に
あ、

、す
の
約
束
は
で
き
よ
う

そ
れ
で
も
現う
つ
し
み身
の
私
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い

走
り
去
る
わ
が
「
時と

き間
」
は
つ
か
の
ま

美
し
い
音
符
は
紙
の
上
に
止
ま
っ
て
も
︱
︱

わ
が
詩
は
や
さ
し
く
そ
こ
に
は
ば
た
い
て
い
て
も　
（
ル
ビ
・
傍
点
は
原

文
、
以
下
・
同
）

　

こ
の
詩
か
ら
は
、や
は
り
永
瀬
清
子
も
、「
時と

き間
」
が
「
無
慈
悲
に
奔
り
去
」
っ

て
し
ま
う
こ
と
の
悲
痛
さ
を
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
が

よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
「
時
間
」
の
経
過
は
、あ
の
「
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
」

の
上
に
も
流
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
『
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
』（
思

潮
社
、
一
九
八
七
〈
昭
和
六
二
〉・
六
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
「
老
い
た
る
わ

が
鬼
女
」に
そ
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
」は「
私
の
洞
」

に
棲
ん
で
い
て
、
今
は
「
み
や
び
な
く
華
や
か
さ
な
く
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
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五

た
ら
、
永
瀬
さ
ん
、
す
こ
し
物
が
見、

、

、
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
な
い
？
」
と

語
り
か
け
る
、
七
四
歳
の
友
人
と
の
会
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
短
章
で
あ
る

が
、こ
の
友
人
の
問
い
掛
け
に
対
し
て
永
瀬
清
子
も
同
意
し
な
が
ら
、こ
う
語
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
ま
で
平
凡
す
ぎ
る
く
ら
い
平
凡
な
く
ら
し
を
私
は

し
て
来
た
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
今
に
な
っ
て
み
る
と
ど
の
一
隅
を
と
っ
て
み

て
も
胸
せ
ま
る
事
の
連
続
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
私
の
見、

、

、
え
て
来
た
と
い
う

事
の
意
味
だ
と
思
う
の
」、
と
。
た
し
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
は
自

分
の
人
生
を
平
凡
な
人
生
だ
と
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
辿
っ
て
き
た

人
生
の
道
の
り
を
、
よ
く
見
る
な
ら
ば
実
に
起
伏
に
富
ん
で
い
て
、
そ
れ
ら
は

良
く
言
え
ば
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
少
々
「
ス
リ
リ

ン
グ
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、不
遜
な
私
た
ち
は
高
を
括
っ
て
、

そ
の
起
伏
を
言
わ
ば
平な
ら

し
て
、〈
自
分
の
人
生
は
「
平
凡
」
だ
〉
と
判
断
し
て

し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、「
老
い
る
」
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
が
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
だ
と
い

う
こ
と
も
含
み
な
が
ら
、「
老
い
」
は
人
生
の
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
な
面
に
思

い
至
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う

「
老
い
」
は
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の

詩
で
さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
最
終
連
で
「
指
は
つ
め
た
く
」
て
「
霜
」
も

あ
る
の
だ
け
れ
ど
、「
太
陽
光
線
」
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
て
、
そ
し
て
「
私
」

は
「
春
の
方
へ
と
ぶ
っ
倒
れ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
最
後

の
言
葉
は
、
人
生
に
対
し
て
の
詩
人
の
積
極
的
な
姿
勢
を
語
っ
た
詩
句
と
言
え

る
。「
老
い
」
て
も
自
分
は
「
春
の
方
へ
と
」
向
か
う
の
だ
、
と
い
う
決
意
表

明
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

で
は
、
永
瀬
清
子
は
「
老
い
」
や
「
老
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
う

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
焰
に
薪
を　

短
章
集
３
』（
前
掲
）
に
は
短
章

老
い
る
と
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
こ
と
な
の
か

も
う
あ
と
僅
か
な
の
で

心
は
い
そ
ぐ
朝
も
夕
も

崖
っ
ぷ
ち
の
細
道
を
ゆ
く
よ
う
に

お
お
い
ま
は
じ
め
て
わ
か
る　

わ
れ
ら
が
ス
リ
リ
ン
グ
な
い
の
ち

　
　
　
　
（
略
）

け
さ
、
朝
餉
の
汁
の
実
に
葱
を
摘
も
う
と
し
た
時

指
は
つ
め
た
く
ま
だ
霜
に
ふ
れ
た
け
れ
ど

そ
れ
で
も
太
陽
光
線
は
青
く
み
な
ぎ
り
わ
た
り

眼
も
あ
け
ら
れ
ず
私
は
思
わ
ず

春
の
方
へ
と
ぶ
っ
倒
れ
た

　

こ
の
詩
は
、「
老
い
る
と
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
こ
と
な
の
か
」
と
い
う
問
い

掛
け
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
問
い
掛
け
に
対
し
て
詩
の
中
で
明
確
な
答

は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
崖
っ
ぷ
ち
の
細
道
を
ゆ
く
よ
う
に
」

と
あ
り
、そ
の
よ
う
な
自
分
の
「
い
の
ち
」、つ
ま
り
は
人
生
が
、「
ス
リ
リ
ン
グ
」

な
も
の
な
の
だ
、
と
老
い
て
「
い
ま
は
じ
め
て
わ
か
る
」
と
詩
人
は
言
っ
て
い

る
。「
ス
リ
リ
ン
グ
」
と
は
〈
ド
キ
ド
キ
、ワ
ク
ワ
ク
〉
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」
の
意
味
合
い
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。
老
い
た
「
い

ま
は
じ
め
て
わ
か
る
」、
自
分
の
人
生
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
な
の
だ
、
と
。

そ
の
こ
と
を
分
か
ら
せ
て
く
れ
た
「
老
い
」
は
、
や
は
り
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

こ
と
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
、
詩
の
全
体
で
先
の
問
い
掛
け
に

答
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
と
重
な
る
こ
と
を
語
っ
た
短
章
「
老
い
た
る
友
」
が
『
流
れ
る

髪　

短
章
集
２
』（
前
掲
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
短
章
は
、「
年
を
と
っ
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お
お
、
ほ
ん
と
は

悪
い
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い
よ
ね

そ
う
だ
、
あ
の
花
束
も
き
っ
と
二
倍
に
見
え
て
い
た
ん
だ
。

そ
し
て
彼
女
ら
の
慰
め
も
き
っ
と
二
倍
に
︱
︱

　

お
そ
ら
く
「
老
い
」
と
共
に
進
行
し
た
と
思
わ
れ
る
「
乱
視
」「
白
内
障
」

さ
え
も
、
言
う
な
ら
ば
敢
え
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
つ
に
見
え
る
こ
と
は
二
倍
に
見
え
る
こ
と
で
、「
花
束
」
も
「
慰
め
」
も
二

倍
あ
る
と
思
え
ば
い
い
の
だ
、
と
。
肯
定
的
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
も
ち
ろ

ん
「
老
い
」
の
現
実
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
た
上
で
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ

て
い
る
わ
け
で
、
永
瀬
清
子
は
、
さ
ら
に
は
「
老
い
」
て
い
る
自
分
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
語
る
こ
と
も
し
て
い
る
。
次
の
引
用
は
『
彩
り
の
雲　

短
章
集
４
』（
前

掲
）
の
中
の
短
章
「
ｄ　

老
い
た
る
女
詩
人
」
で
あ
る
。

　
　

 　

も
う
私
に
は
朗
読
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。
何
て
っ
た
っ
て
そ
り
ゃ
真
正
面

む
い
て
朗
読
す
る
時
は
よ
ご
ざ
ん
す
よ
。
声
は
ま
だ
ま
だ
透
る
し
ね
。
問

題
は
、
い
ざ
楽
屋
の
方
へ
退
く
時
だ
い
な
し
に
な
る
事
な
ん
で
す
。

　
　

 　

つ
ま
り
横
向
き
の
姿
で
全
部
ぶ
ち
こ
わ
し
に
な
る
ん
で
す
よ
。そ
れ
が

ね
、あ
な
た
、情
け
な
い
こ
と
に
疑
問
符
そ
っ
く
り
の
恰
好
な
ん
で
す
か
ら
。

　

こ
の
『
短
章
集
』
は
永
瀬
清
子
が
七
八
歳
に
な
る
直
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

永
瀬
清
子
は
、年
老
い
た
自
ら
の
横
向
き
の
姿
を
「
疑
問
符
そ
っ
く
り
の
恰
好
」

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
少
々
自
嘲
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
無
く

は
な
い
が
、そ
れ
よ
り
も
や
は
り
自
ら
の
「
老
い
」
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、

そ
し
て
そ
れ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
眼
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

　

没
後
の
詩
集
『
春
に
な
れ
ば
う
ぐ
い
す
と
同
じ
に
』（
思
潮
社
、
一
九
九
五

「
老
（
一
）」
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

老
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
「
老
人
」
に
な
っ
た
と
は
思
い
た
く
な
い
。

私
と
し
て
老
い
た
の
で
あ
り
、「
老
人
」
に
な
っ
た
の
と
は
ち
が
う
。

私
が
恋
し
た
の
で
あ
っ
て
も
「
恋
」
を
し
た
の
で
は
な
い
と
同
じ
に
︱
︱
。

　

こ
れ
は
、
人
を
「
老
人
」
と
い
う
一
般
的
な
類
型
の
中
に
押
し
込
め
て
、
そ

の
人
の
こ
と
を
分
か
っ
た
気
に
な
ら
な
い
で
欲
し
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ

ぞ
れ
に
老
い
た
の
で
あ
っ
て
、類
型
的
な
枠
組
み
で
受
け
止
め
な
い
で
欲
し
い
、

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
老
人
た
ち
に
対
し

て
は
、「
老
（
二
）」
で
は
、
最
初
に
「
人
は
皺
よ
っ
た
自
分
の
顔
は
意
識
し
て

い
な
い
。
／
曲
が
っ
た
自
分
の
手
足
の
上
に
も
、
若
い
時
の
ま
ま
の
顔
を
描
い

て
い
る
。」
と
述
べ
、
最
後
に
「
い
つ
も
昔
の
歌
が
き
こ
え
て
い
て
／
今
の
音

楽
は
耳
に
入
ら
な
い
。
／
そ
れ
が
み
ん
な
の
罹
る
症
状
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
「
老
（
二
）」
で
は
、自
ら
の
「
老
い
」
を
受
け
と
め
ず
、若
か
っ
た
「
昔
」

に
し
が
み
つ
い
て
、
自
分
の
今
を
受
容
し
な
い
「
老
い
」
た
人
た
ち
を
批
判
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
若
か
っ
た
昔
に
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、「
老
い
」
た
自

分
を
ま
ず
素
直
に
受
け
容
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　

こ
の
こ
と
は
ま
た
、「
老
い
」
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に

繋
が
る
。
永
瀬
清
子
八
四
歳
直
前
の
詩
集
『
卑
弥
呼
よ 

卑
弥
呼
』（
手
帖
社
、

一
九
九
○
〈
平
成
二
〉・
一
）
に
収
録
の
詩
「
わ
が
老
人
の
日
」
で
は
、
娘
さ
ん

た
ち
が
花
束
を
贈
呈
し
て
「
老
い
た
る
私
」
を
慰
め
て
く
れ
る
の
で
、
そ
の
慰

め
を
受
け
容
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
慰
め
た
り
慰
め
ら
れ
た
り
」

す
る
こ
と
が
「
人
生
の
本
当
の
花
な
ん
だ
ろ
う
よ
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
た

後
、
月
が
二
個
に
見
え
る
と
語
ら
れ
、「
そ
う
だ
、
乱
視
が
す
す
み
白
内
障
も

加
わ
っ
て
／
本
が
読
み
に
く
い
と
は
こ
の
ご
ろ
思
っ
て
い
た
が
／
月
が
二
個
あ

る
な
ん
て
は
じ
め
て
気
づ
い
た
」
と
し
て
、
詩
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
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わ
け
で
あ
る
。

　

亡
く
な
っ
た
「
港
野
喜
代
子
の
魂
に
」
と
い
う
副
題
の
あ
る
詩
「
夜
ふ
け
て

風
呂
に
」（『
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
』
所
収
）
で
は
、「
私
も
や
が
て
は
行
く

だ
ろ
う
よ
／
で
も
今
日
は
何
と
か
ふ
る
い
立
っ
て
／
湯
船
の
湯
を
い
ま
一
ト
搔

き
！
／
私
は
し
ぶ
き
を
と
ば
し
な
が
ら
／
こ
の
四
角
な
棺
桶
型
の
／
湯
舟
の
枠

を
ま
た
ぎ
出
る
／
現
世
の
方
へ
と
︱
︱
」
と
い
う
詩
句
の
後
、
次
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
。

私
は
現
世
の
大
タ
オ
ル
で

ぱ
っ
と
自
ら
の
し
ず
く
を
抱
き
と
ろ
う

今
ひ
と
息　

こ
の
世
で
は
ば
た
く
た
め

仮
の
大
き
な
翼
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
と

　

生
き
て
い
る
限
り
は
、
自
分
の
姿
勢
を
死
の
方
に
傾
か
せ
る
の
で
は
な
く
、

「
現
世
の
方
へ
と
」、「
こ
の
世
」
の
方
に
向
か
っ
て
「
は
ば
た
」
か
せ
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
好
々
爺
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
人
の
好
い
男
性
の

老
人
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
人
の
好
い
老
人
一
般
を
指
す
言
葉
の
よ
う
で

あ
る
が
、
永
瀬
清
子
は
こ
の
好
々
爺
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
が
や
は
り
偉
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
「
圭か
ど

」（『
卑
弥

呼
よ 

卑
弥
呼
』
所
収
）
で
は
、
最
初
の
行
で
「
わ
が
圭か
ど

は
と
れ
た
か
」
と
問

い
掛
け
、「
大
か
た
は
な
め
ら
か
に
な
り
は
し
た
が
／
な
お
む
や
み
に
心
の
い

ら
だ
つ
日
が
あ
る
の
は
何
故
？
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
大
体
相
手
に
は
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
事
に
つ
い
て
。

つ
ま
り
相
手
が
世
間
並
み
に
よ
し
と
し
て
い
る
時

世
間
並
み
と
、
お
の
ず
か
ら
光
る
ほ、

、

、
ん
と
と
は
ち
が
う
と

私
は
言
い
た
い
の
だ
。

　

こ
の
あ
と
詩
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
「
私
」
に
対
し
て
「
そ
こ
が
お
前
の
至

〈
平
成
七
〉・
四
）
に
収
め
ら
れ
た
詩
「
私
ら
と
う
ぐ
い
す
」
で
は
、
九
十
歳
に

な
る
「
杜と

み実
さ
ん
」
を
見
舞
っ
た
と
き
、彼
女
が
一
輪
挿
し
の
「
れ
ん
ぎ
ょ
う
」

を
写
生
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
た
後
、
杜
実
さ
ん
や
自
分
は
つ
ま
づ
き
な
が
ら

「
八
十
年
九
十
年
を
生
き
」、
思
い
出
を
語
り
つ
つ
、「
今
も
辿
る
の
か
自
分
の

道
を
︱
︱
。」
と
述
べ
た
後
、「
次
第
に
夕
暮
れ
が
降
り
て
き
た
／
あ
り
が
と
う

よ
と
私
は
そ
の
れ
ん
ぎ
ょ
う
の
絵
を
貰
っ
て
帰
る
わ
／
夕
ぐ
れ
の
こ
の
世
の
道

を
︱
︱
。
／
ク
レ
ヨ
ン
の
黄
色
が
そ
の
時
あ
た
た
か
い
灯
の
よ
う
に
／
わ
た
し

の
胸
に
と
も
っ
て
い
る
わ
」と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
後
半
部
分
で
は
、

詩
人
は
、
老
年
に
な
っ
て
そ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
り
、
そ
れ
な
り
に
満
足

し
て
い
る
、
小
さ
な
悔
い
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
自
ら
の
人

生
全
体
に
つ
い
て
は
、〈
こ
れ
で
良
か
っ
た
の
だ
〉
と
肯
定
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。「
今
も
辿
る
の
か
自
分
の
道
を
︱
︱
。」
と
い
う
言
葉
に
そ
れ
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
自
足
し
て
そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
と
は
違
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。『
焰
に
薪
を　

短
章
集
３
』
の
短
章
「
ｃ　

八
十
才
を
過
ぎ
た
友
人
の
こ

と
ば
」
で
は
、「
改
ま
ら
ぬ
心
や
性
質
を
死
ぬ
ま
で
日
も
足
ら
ず
改
め
よ
う
と

す
る
、
そ
の
人
こ
そ
い
つ
ま
で
も
若
い
人
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
／
老
人
が

「
趣
味
に
生
き
る
」
な
ど
と
云
う
の
は
、
む
し
ろ
い
や
ら
し
い
こ
と
ば
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
死
ぬ
直
前
ま
で
前
を
向
き
、

自
分
の
中
に
改
め
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
改
め
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
姿

勢
で
あ
る
。〈
老
い
た
か
ら
も
う
面
倒
な
こ
と
は
い
い
の
だ
〉
と
い
う
後
ろ
向

き
の
姿
勢
で
は
な
く
、
ま
た
〈
老
い
た
人
間
は
自
足
す
る
べ
き
で
あ
る
〉
と
い

う
、
変
に
生
悟
り
の
態
度
で
も
な
い
。
老
い
を
認
め
つ
つ
も
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
老
い
を
こ
と
さ
ら
主
張
し
て
、
何
も
や
ら
な
い
こ
と
の
口
実
と
す
る
の
で
は

な
く
、
老
い
た
あ
り
方
で
こ
の
人
生
を
前
向
き
に
生
き
き
っ
て
行
こ
う
と
す
る
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に
過
去
を
懐
か
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、「
明
日
の
み

を
求
め
求
め
て
」
い
る
の
で
る
。
過
去
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
明
日
の
み
」

な
の
だ
。
し
か
も
、「
求
め
求
め
て
」
と
強
く
希
求
す
る
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
う
い
う
姿
勢
は
、
永
瀬
清
子
に
あ
る
、
ま
た
彼
女
自
身
十
分

に
自
覚
し
て
い
る
「
欠
乏
」
の
思
い
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
「
欠
乏
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
女
の
詩
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
若
い
と
き
の
第
一
詩
集
で
あ
る
『
グ
レ
ン
デ

ル
の
母
親
』（
前
掲
）
に
収
め
ら
れ
た
詩
「
黒
犬
と
私
」
で
は
、「
犬
が
私
の
心

の
欠
乏
を
嗅
ぎ
つ
け
る
と
思
ふ
」
と
語
ら
れ
、「
私
は
日
も
夜
も
ひ
も
じ
い
が

／
私
の
欠
乏
は
正
し
い
」と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
は
、「
私
の
欠
乏
」

が
正
し
い
と
い
う
よ
り
も
、「
欠
乏
」
と
感
じ
る
私
の
感
性
、
思
い
が
正
し
い

と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
が
、「
欠
乏
」
の
感
覚
は
永
瀬
清
子
の
中
で
続
い
て

い
て
、『
彩
り
の
雲　

短
章
集
４
』
の
中
に
は
「
欠
乏
」
と
題
さ
れ
た
短
章
が

あ
り
、「「
欠
乏
」
を
持
っ
て
い
る
人
は
物
事
の
本
質
を
早
く
見
ぬ
く
」
と
語
ら

れ
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、「
欠
乏
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、『
蝶
の
め
い
て
い　

短
章
集

１
』（
思
潮
社
、一
九
七
七
〈
昭
和
五
二
〉・
二
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
章
「
ト

ラ
ッ
ク
が
来
て
私
を
轢
い
た
時
」
で
は
、「
ト
ラ
ッ
ク
が
来
て
私
を
轢
い
た
時
、

私
の
口
か
ら
は
「
餓
え
た
魂
」
が
と
び
出
す
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
欠
乏
」で
は
な
く「
餓
え
た
魂
」と
い
う
言
葉
が
遣
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
魂
は
「
欠
乏
」
し
て
い

て
「
餓
え
」
て
い
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
永
瀬
清
子

に
詩
を
書
か
せ
て
き
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
「
欠
乏
」
は
彼
女
に
と
っ
て
大

切
な
も
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
興
味
深
い
の
は
、「
欠
乏
」
と
は
別

ら
ぬ
所
と
、
人
々
は
嗤
う
。」
が
、
し
か
し
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
の
は
あ
な

た
た
ち
の
方
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
キ
リ
ス
ト
も
最
後
に
「
主
よ　

彼
等
を

赦
し
た
ま
え　

そ
の
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
」
と
言
っ
た
で
は
な
い

か
、「
ず
い
ぶ
ん
え
ら
そ
う
な
ん
だ
」
け
れ
ど
も
、
自
分
も
「
人
々
」
に
「
そ

の
よ
う
に
」
言
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
年
を
取
る
と
丸
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
詰
ま
ら
な
い
〈
趣
味
〉
と
言
え
そ
う
で

あ
る
。
実
際
こ
れ
は
単
な
る
〈
趣
味
〉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
不
正
や
、

間
違
っ
た
こ
と
、
ど
う
も
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
な
ど
、
様
々
な
事
に

面
し
た
と
き
は
、
年
齢
は
関
係
な
く
、
是
々
非
々
で
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
そ
れ
で
ま
さ
に
「
圭か
ど

」
が
立
っ
た
と
し
て
も
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
と
き
こ
そ
、

老
人
は
毅
然
と
し
た
姿
勢
を
示
し
て
、
若
い
世
代
に
対
し
て
範
を
垂
れ
る
べ
き

だ
と
思
わ
れ
る
。
永
瀬
清
子
は
、
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、永
瀬
清
子
に
と
っ
て
は
、若
か
っ
た
と
き
と
変
わ
ら
ず
、

明
日
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。『
あ
け
が
た
く
る

人
よ
』
に
収
録
さ
れ
た
「
お
茶
の
水
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
、
お
そ
ら
く
「
白

水
社
」
の
編
集
者
と
思
わ
れ
る
男
性
と
、
戦
後
直
後
の
お
茶
の
水
の
ひ
じ
り

橋
の
た
も
と
で
待
ち
合
わ
せ
た
こ
と
が
語
ら
れ
、「
な
つ
か
し
い
人
、
い
ま
は

な
く
／
ひ
じ
り
橋
の
夕
陽
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
は
私
一
人
。」
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
往
事
を
振
り
返
り
、「
川
水
は
ゆ
き
年
月
は
流
れ
」

と
さ
れ
て
、
詩
人
は
時
の
流
れ
を
感
じ
な
が
ら
無
常
感
さ
え
覚
え
て
い
な
く

も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
最
後
に
二
行
に
至
っ
て
永
瀬
清
子
ら
し
い
力
強

い
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
な
べ
て
の
も
の
ま
ば
た
き
の
間
に

過
ぎ
ゆ
く
か
／
た
だ
眼
に
み
え
ぬ
明
日
の
み
を
求
め
求
め
て
」、
と
。
た
し
か
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と
。
先
の
「
恋
は
氷
山
」
と
同
じ
く
、
実
際
に
は
無
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
り
得

た
か
も
知
れ
な
い
別
の
人
生
を
思
い
な
が
ら
、
詩
は
書
か
れ
て
い
る
。
自
分
の

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
基
本
的
に
は
肯
定
し
、
し
た
が
っ
て
老
い
た
今
の
あ
り
方

も
受
け
容
れ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
別
の
可
能
性

を
思
う
と
い
う
こ
と
も
、
老
年
に
は
あ
っ
て
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
永
瀬
清
子

に
も
、
そ
う
い
う
思
い
を
す
る
と
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
藤
原
菜
穂
子
の
『
永
瀬
清
子
と
と
も
に　
『
星
座
の
娘
』
か
ら
『
あ

け
が
た
に
く
る
人
よ
』
ま
で
』（
思
潮
社
、
二
○
一
一
〈
平
成
二
三
〉・
六
）
に

よ
れ
ば
、「
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
」
と
い
う
恋
の
詩
の
相
手
に
つ
い
て
直
接

に
永
瀬
清
子
に
問
う
た
と
こ
ろ
、「
そ
ん
な
人
は
い
ま
せ
ん
よ
、
こ
れ
ま
で
出

会
っ
た
人
た
ち
…
…
複
数
の
人
を
ひ
と
つ
に
し
て
作
り
出
し
た
の
で
す
よ
」、

と
永
瀬
清
子
は
答
え
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
永
瀬
清
子
と
淡
い
恋
の
交

流
が
な
く
は
な
か
っ
た
、
純
夫
と
正
雄
の
二
人
の
従
兄
た
ち
も
、
そ
の
「
複
数

の
人
」
の
中
に
入
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
恋
は
氷
山
」
や
「
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
」
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
、
実
際

に
は
無
か
っ
た
も
う
一
つ
の
人
生
の
可
能
性
を
、
年
を
取
っ
て
か
ら
想
像
す
る

と
い
う
の
は
、
し
か
も
「
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
」
の
よ
う
に
恋
心
を
語
る
と

い
う
の
は
、
永
瀬
清
子
が
〈
自
分
は
老
年
だ
か
ら
恋
心
と
は
無
縁
だ
〉
と
い
う

ふ
う
に
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
瀬
清
子
は
空
想
の
中

で
胸
を
と
き
め
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
老
年
だ
か
ら
〉〈
年
寄
り

だ
か
ら
〉
と
い
う
、
言
わ
ば
自
己
限
定
意
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。〈
高
齢

者
だ
か
ら
〉
と
い
う
ふ
う
に
自
分
を
限
定
し
た
と
き
か
ら
、
そ
の
人
に
と
っ
て

「
老
い
」
は
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

の
も
う
一
つ
の
人
生
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
思
い
も
、
最
晩
年
の
永

瀬
清
子
に
は
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。『
卑
弥
呼
よ 

卑
弥
呼
』（
前
掲
）
に
収
め

ら
れ
た
詩
「
恋
は
氷
山
」
で
は
、
そ
の
最
終
連
で
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
楽
し
い
一
生
な
ら
よ
か
っ
た
の
に
。

と
う
と
う
も
う
一
生
も
終
る
か
ら
云
い
ま
す
が
ね
、

お
そ
ろ
し
い
運
命
的
な
氷
山
の
近
づ
き

そ
れ
は
た
だ
「　

乏
」
と
い
う
も
の
の
か
た
ま
り
よ
、

い
く
ら
銀
色
に
立
派
に
か
が
や
い
て
い
て
も
。

　

た
し
か
に
、
心
の
中
の
「
欠
乏
」
を
基
底
に
据
え
て
詩
を
書
い
て
き
た
永
瀬

清
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
「
欠
乏
」
の
無
い
、
別
の
一
生
も
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
し
、
そ
の
「
楽
し
い
一
生
」
を
空
想
し
た
く
な
る
気
持
も
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
の
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
結
局

は
無
か
っ
た
出
来
事
を
語
っ
た
の
が
、
ち
ょ
っ
と
話
題
に
も
な
っ
た
ら
し
い
、

詩
集
『
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
』
の
表
題
目
に
な
っ
た
詩
「
あ
け
が
た
に
く
る

人
よ
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
第
一
連
の
最
初
で
「
あ
け
が
た
に
く
る
人
よ
」

と
呼
び
か
け
、「
私
は
い
ま
老
い
て
し
ま
っ
て
／
ほ
か
の
年
よ
り
と
同
じ
に
／

若
か
っ
た
日
の
こ
と
を
千
万
遍
恋
う
て
い
る
」
と
語
り
、
第
二
連
で
若
か
っ
た

「
そ
の
時
私
は
家
出
し
よ
う
と
し
て
／
小
さ
な
バ
ス
ケ
ッ
ト
一
つ
を
さ
げ
て
／

足
は
宙
に
ふ
る
え
て
い
た
／
ど
こ
へ
い
く
と
も
自
分
で
わ
か
ら
ず
／
恋
し
て
い

る
自
分
の
心
だ
け
が
た
よ
り
で
／
若
さ
、
そ
れ
は
苦
し
さ
だ
っ
た
」
と
続
く
。

　

だ
が
、
第
三
連
で
「
そ
の
時
あ
な
た
は
来
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
語
ら
れ
、

最
終
の
第
四
連
で
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。「
も
う
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
／
い
ま
来

て
も
つ
ぐ
な
え
ぬ
／
一
生
は
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
に
／
あ
け
が
た
く
る
人
よ
／

て
て
っ
ぽ
っ
ぽ
う
の
声
の
す
る
方
か
ら
／
私
の
方
へ
し
ず
か
に
し
ず
か
に
く
る

人
よ
／
足
音
も
な
く
て
何
し
に
く
る
人
よ
／
涙
流
さ
せ
に
だ
け
く
る
人
よ
」、
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と
は
」）。『
焰
に
薪
を　

短
章
集
３
』
︱
︱
「
今
ま
で
詩
じ
ゃ
な
か
っ
た
も
の

が
だ
ん
だ
ん
加
わ
ら
な
く
て
は
／
本
当
の
天
才
に
は
な
れ
な
い
の
だ
。」（「
焰

に
薪
を
」）、「
見
え
て
い
て
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
本
当
の
意

味
を
く
っ
き
り
と
さ
せ
る
の
が
詩
で
あ
る
。」（「
本
当
の
意
味
」（
一
））。
因
み

に
「
本
当
の
意
味
」（
四
）
に
は
、「
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
べ

て
の
保
守
や
伝
統
は
き
ら
う
。」
と
あ
り
、
永
瀬
清
子
の
社
会
的
政
治
的
な
姿

勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
彩
り
の
雲　

短
章
集
４
』
︱
︱
「
命
を
よ
び
さ

ま
す
の
が
詩
で
あ
っ
て
も
／
そ
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
、
複
雑
で
も
あ
る
。」

（「
わ
が
目
標
」）、「
つ
ま
り
判
ら
な
い
か
ら
書
く
。
そ
し
て
新
し
い
道
に
や
っ

と
出
逢
う
。」（「
夏
草
が
」）、
と
あ
る
。

　

ま
た
、
必
ず
し
も
詩
に
限
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、「
老
い
」
の
問
題

に
も
関
わ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
が
、
以
下
の
文
で
あ
る
。『
わ
た
し
の
戒

老
録
』（
共
同
通
信
社
、
一
九
八
四
〈
昭
和
五
九
〉・
九
）
に
収
録
さ
れ
た
「
い

い
た
い
こ
と
が
残
っ
て
い
る
の
で
」
か
ら
、「
炎
が
よ
く
燃
え
る
た
め
に
は
薪

を
新
し
く
投
げ
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
や
自
分
の
考
え
の
み
固
執
し
動
け

ぬ
人
は
早
く
老
い
る
の
だ
と
思
う
。」、
と
。
ま
た
「
あ
か
し
あ
」
一
○
三
号

（
一
九
八
五
〈
昭
和
六
○
〉・
六
）
掲
載
の
「
進
み
ゆ
く
人
（
前
）」
か
ら
で
は
、

こ
の
間
社
会
保
険
会
社
で
「
い
き
が
い
」
を
テ
ー
マ
に
話
し
た
こ
と
だ
と
断
っ

て
、「
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
少
し
で
も
進
む
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
生
き

て
い
る
限
り
は
少
し
で
も
、
新
し
い
こ
と
を
考
え
た
り
行
動
し
た
り
し
て
進
ん

で
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
が
生
き
て
い
る
一
つ
の
甲
斐
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
「
進
み
ゆ
く
人（
後
）」（「
あ
か
し
あ
」一
○
四
号〈
一
九
八
五
・
八
〉）で
は
、「
あ

ん
ま
り
口
幅
っ
た
い
こ
と
を
言
う
よ
う
で
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
人
が
い
か
に

汲
み
取
っ
て
く
れ
る
か
、
い
か
に
訳
に
立
っ
て
く
れ
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、

私
は
詩
を
書
く
こ
と
の
一
つ
の
大
き
な
仕
事
で
は
な
い
か
と
い
つ
も
思
っ
て
い

　
　
　
　
　
　

三

　

自
分
の
「
老
い
」
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
、
し
か
し
そ
の
「
老
い
」
に
自
足

し
た
り
、
あ
る
い
は
甘
え
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
若
か
っ
た
と
き
と
変
わ
ら
ず

に
、
こ
れ
ま
で
通
り
常
に
前
を
向
い
て
「
明
日
の
み
を
求
め
求
め
て
」（「
お
茶

の
水
」）
生
活
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
欠
乏
」
を
満
た
そ
う
と
す
る
こ
と
で
も

あ
る
が
、
と
き
に
は
自
分
の
「
老
い
」
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
捉
え
返
す
だ
け
の
精

神
の
余
裕
も
持
つ
こ
と
、
変
に
丸
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、「
圭か
ど

」
の
あ

る
人
と
世
間
か
ら
思
わ
れ
た
と
し
て
も
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
そ
れ
を
声
に

出
す
こ
と
︱
︱
こ
れ
ら
の
こ
と
が
永
瀬
清
子
に
お
け
る
、
言
わ
ば
「
老
い
」
を

生
き
る
指
針
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、自
ら
の
「
老
い
」

を
素
直
に
受
け
止
め
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
前
を
向
い
て
生
き
て
い
く
こ

と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、そ
の
姿
勢
の
根
底
に
は
あ
の
「
欠
乏
」
の
意
識
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
満
た
さ
れ
な
い
思
い
で
あ
る
。

　

永
瀬
清
子
は
そ
の
よ
う
に
「
老
い
」
を
生
き
て
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う

い
う
「
老
い
」
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
彼
女
の
人
生
に
対
す
る
積
極
的
な
姿

勢
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
彼
女
に
は
自
ら
に
課
し
た
、
詩
を

書
く
と
い
う
仕
事
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
次
に
『
短
章
集
』
か
ら
、
詩

に
つ
い
て
の
永
瀬
清
子
の
思
い
や
考
え
方
を
幾
つ
か
引
用
し
て
み
た
い
。

　
『
流
れ
る
雲　

短
章
集
２
』
︱
︱
「
詩
を
書
く
の
は
今
を
破
る
た
め
、
／
詩

を
離
れ
ら
れ
な
い
の
は
新
し
い
自
分
の
意
味
を
探
す
た
め
。」（「
糸
巻
き
の
は

じ
め
を
」）、「
な
ぜ
五
十
年
も
詩
を
書
く
の
か
、
と
き
く
。
／
一
番
主
な
理
由

は
「
自
分
に
満
足
し
て
い
な
い
か
ら
。」（「
な
ぜ
」）、詩
は
「（
略
）
最
後
に
至
っ

て
新
ら
し
い
価
値
が
み
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
な
ん
に
も
な
ら
ぬ
。」（「
詩
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一
一

「
老
い
」
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
心
理

学
者
や
医
者
な
ど
の
意
見
に
、
多
く
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、病
気
に
罹
っ
た
と
き
の
こ
と
、あ
る
い
は
健
康

の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。永
瀬
清
子
も
一
時
高
血

圧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「「
い
た
わ
ら
れ
」
と
「
い
た
わ
り
」

︱
精
神
と
肉
体
は
い
つ
も
密
着
し
て
い
る
︱
」（「
国
民
生
活
」、
一
九
八
二
〈
昭

和
五
七
〉・
九
）に
よ
る
と
、「
元
気
な
私
も
一
時
血
圧
が
二
三
○
に
も
昇
っ
て

い
た
こ
と
」が
あ
っ
た
よ
う
で
、「
勤
め
先
の
診
療
室
の
先
生
か
ら
安
静
に
と
言

わ
れ
」
た
の
で
あ
る
が
、永
瀬
清
子
は
勤
務
︱
︱
岡
山
県
庁
の
世
界
連
邦
事
務

局
の
仕
事
だ
と
思
わ
れ
る
︱
︱
を
続
け
、ま
た
百
姓
仕
事
も
そ
の
ま
ま
継
続
し

た
の
で
あ
る
。と
く
に
夫
の
百
姓
仕
事
ぶ
り
が
見
て
い
ら
れ
ず
、永
瀬
清
子
も

「
ど
ん
ど
ん
手
伝
い
ま
し
た
」と
あ
る
。と
こ
ろ
が
、翌
日
に
は
血
圧
は「
ふ
し
ぎ

に
も
か
え
っ
て
下
が
っ
て
い
た
の
で
」、「
慣
れ
た
仕
事
を
快
く
や
る
こ
と
は
血

圧
に
も
悪
く
な
い
の
だ
と
知
り
」、「
そ
れ
か
ら
三
年
ほ
ど
の
間
に
、決
し
て
勤
務

を
や
め
ず
に
次
第
に
血
圧
を
下
げ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
」と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
あ
の
九
○
歳
を
超
え
て
も
現
役
の
医
者
で
あ
っ
た
日
野
原
重

明
が
『
豊
か
に
老
い
を
生
き
る
』（
春
秋
社
、
一
九
九
五
〈
平
成
七
〉・
一
○
）

で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
日
野
原
氏
は
こ
う
述
べ
て

い
る
、「
絶
対
安
静
と
い
う
状
態
が
一
番
悪
い
の
で
す
。（
略
）
病
気
は
働
き
な

が
ら
治
す
も
の
で
す
」、
と
。
ま
さ
に
永
瀬
清
子
は
、
働
き
な
が
ら
治
し
た
わ

け
で
あ
る
。
ま
た
同
書
で
日
野
原
氏
は
「
私
た
ち
は
も
っ
と
早
く
か
ら
老
い
を

受
容
し
て
、老
い
の
中
に
ど
う
生
き
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
る
」

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、「
心
辺
と
身
辺
（
続
）」（「
黄
薔
薇
」

一
二
三
号
、
一
九
八
九
〈
平
成
元
〉・
五
）
で
永
瀬
清
子
は
、「
老
令
と
い
う
病

気
だ
け
は
な
お
ら
な
い
」
と
語
り
つ
つ
も
、
雑
誌
発
行
の
仕
事
も
若
い
と
き
の

る
訳
な
ん
で
す
」、と
。
第
十
二
回
地
球
賞
の
「
受
賞
の
こ
と
ば
」
で
は
、「（
略
）

も
う
じ
き
本
当
の
〆
切
の
く
る
迄
、
な
お
刻
々
の
心
を
書
い
て
い
き
た
い
も
の

で
す
」（「
地
球
」
第
九
一
号
、一
九
八
七
〈
昭
和
六
二
〉・一
二
）、と
語
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
永
瀬
清
子
追
悼
号
と
な
っ
た
「
黄
薔
薇
」
一
四
三
号
（
一
九
九
五

〈
平
成
七
〉・
七
）
に
は
永
瀬
清
子
の
「
か
え
り
み
て
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
九
四
年
九
月
三
日
に
書
か
れ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。

そ
し
て
老
婆
に
は
老
婆
の
詩
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
は
、
わ
が
登
山
の
途

中
に
あ
っ
て
も
書
き
つ
づ
け
、
や
が
て
も
う
絶
対
に
ペ
ン
を
と
れ
ぬ
日
が

来
た
時
、

「
こ
こ
ま
で
書
い
て
く
れ
た
の
か
」と
人
々
が
に
っ
こ
り
し
て
く
れ
る
こ
と
。

「
元
気
だ
し
て
自
分
た
ち
も
あ
と
は
つ
ぐ
よ
」
と
云
っ
て
く
れ
る
こ
と
。

そ
れ
は
詩
の
道
は
遠
い
か
ら
、
限
り
な
く
つ
づ
く
筈
だ
か
ら
︱
︱
。

そ
れ
を
願
い
た
い
の
だ
。

　

こ
の
言
葉
は
遺
言
の
よ
う
に
も
読
め
、
お
そ
ら
く
永
瀬
清
子
自
身
も
そ
う
い

う
思
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、「
老
婆
に
は

老
婆
の
詩
が
あ
っ
て
」、「
わ
が
登
山
の
途
中
に
あ
っ
て
も
書
き
つ
づ
け
」と
語
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
ペ
ン
の
と
れ
ぬ
日
」
ま
で
、「
限
り
な

く
つ
づ
く
」「
詩
の
道
」
を
歩
み
続
け
る
決
意
を
語
っ
た
言
葉
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
「
登
山
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
長
い
人
生
を
比
喩
し
て
語
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。　

　

こ
の
よ
う
に
、「
老
い
」を
素
直
に
受
け
止
め
つ
つ
、し
か
し「
老
い
」た
か
ら

と
言
っ
て
こ
と
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
意
識
せ
ず
、若
い
と
き
か
ら
始
め
た
詩
の

仕
事
を
前
を
向
い
て
進
め
て
い
き
、そ
の
中
で「
新
し
い
こ
と
」
を
取
り
入
れ
た

り
す
る
︱
︱
そ
の
よ
う
な
「
老
い
」
て
か
ら
の
永
瀬
清
子
の
あ
り
方
は
、実
は
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よ
う
に
進
ま
な
い
か
ら
、
却
っ
て
「
忙
し
い
」
と
述
べ
た
後
、「
で
も
そ
れ
が

自
然
と
あ
き
ら
め
「
老
令
」
を
敵
と
せ
ず
、わ
が
友
と
思
う
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
「
老
い
を
受
容
し
て
」
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
受
容
」
に
関
し
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ト
ゥ
ニ
エ
が
『
老
い
の
意
味　

麗

し
い
老
年
の
た
め
に
』（
山
村
嘉
巳
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
五
〈
昭
和
五

○
〉・
六
）
で
、「
老
い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
し
な
が
ら
も
、
老
い
を
受
容
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
語
り
、「
む
し
ろ
、

受
容
と
い
う
こ
と
ば
ほ
ど
積
極
的
な
も
の
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
受
け

入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
諾ウ
イ

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
や
は
り
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
過
去
に
と
ら
わ
れ
た
老
人
は
、
新
し

い
未
来
を
作
り
出
す
自
由
な
心
は
も
て
な
い
の
で
す
」、「（
略
）大
切
な
こ
と
は
、

勇
気
を
失
わ
ず
、
い
つ
も
過
去
に
で
は
な
く
未
来
に
眼
を
向
け
、
計
画
を
い
く

つ
も
た
て
て
行
く
こ
と
な
の
で
す
」、
と
。

　

因
み
に
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
得
べ
き
老
い
と
は
逆
の
場
合
も
、
同
書
で
は
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
永
瀬
清
子
と
真
反
対
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
次
に
見
て
お

き
た
い
。「
そ
し
て
、
も
っ
と
も
扱
い
に
く
い
、
も
っ
と
も
不
幸
な
老
人
と
は
、

病
気
や
老
年
や
死
も
含
ん
で
、
世
界
や
人
生
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
自
己
放
棄
も
知
り
得
ず
、
矛
盾
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、

た
だ
嘆
き
悲
し
み
、
人
を
責
め
る
の
み
で
、
か
ぎ
ら
れ
た
、
弱
い
、
た
だ
他
人

に
た
よ
る
し
か
な
い
自
分
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
老

人
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

言
わ
れ
て
い
る
「
自
己
放
棄
」
と
い
う
の
は
、
職
業
的
事
柄
や
現
世
的
な
役
割

か
ら
「
自
分
自
身
を
解
放
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
不
幸
な
老
人
」

は
過
去
の
地
位
な
ど
の
思
い
出
を
い
つ
ま
で
も
引
き
ず
っ
て
い
る
た
め
に
、
自

分
の
老
い
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、老
い
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、老
け
込
む
こ
と
で
は
な
い
。老
い
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
、且
つ
そ
れ
ま
で

と
変
わ
ら
ず
、明
日
や
未
来
に
向
か
っ
て
日
々
を
活
動
的
に
生
き
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。ポ
ー
ル
・
ト
ゥ
ニ
エ
は
同
書
で
そ
う
い
う
老
年
を
「
美
わ
し
き
老
年
」

と
呼
び
、こ
う
語
っ
て
い
る
。「
美
わ
し
き
老
年
と
は
、世
界
に
心
を
開
き
、人
間

に
注
意
を
怠
ら
な
い
豊
か
な
老
年
の
こ
と
な
の
で
す
。す
み
切
っ
て
は
い
る
が
、

は
げ
し
さ
も
失
わ
ぬ
老
年
、戦
い
つ
づ
け
る
、し
か
も
情
熱
的
に
戦
い
つ
づ
け

る
、た
し
か
に
青
春
と
は
ち
が
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
戦
う
老
年
な
の
で
す
」、と
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
永
瀬
清
子
の
老
い
に
当
て
は
ま
る
。

　

た
と
え
ば
、先
ほ
ど
も
引
用
し
た
「「
い
た
わ
ら
れ
」
と
「
い
た
わ
り
」（
略
）」

の
中
で
永
瀬
清
子
は
、「（
略
））
結
局
私
は
ま
だ
自
分
を
老
人
と
思
う
ひ
ま
が

な
い
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
が
、や
は
り
こ
れ
は
永
瀬
清
子
が
「
戦
う
老
年
」

を
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、老
人
の
問
題
に
関
し
て
は
、

現
代
で
は
「
い
た
わ
れ
る
」
事
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「（
略
）
逆

に
老
人
の
本
当
の
幸
福
は
む
し
ろ
「
い
た
わ
り
」
が
発
揮
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ

る
の
を
忘
れ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
も
、

永
瀬
清
子
が
「
世
界
に
心
を
開
き
、
人
間
に
注
意
を
怠
ら
な
い
豊
か
な
老
年
」

の
人
生
を
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
永
瀬
清
子
が
老
い
て
か
ら
初
め
て
彼
女
の
生

活
に
現
れ
た
の
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
そ
う
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
『
老
い
』
上
・
下

（
朝
吹
三
吉
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
二
〈
昭
和
四
七
〉・
六
）
の
中
で
、「（
略
）

彼
は
老
化
に
よ
る
変
質
を
受
け
な
が
ら
も
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
個
人
で
あ
り

つ
づ
け
る
、
つ
ま
り
彼
の
晩
年
は
大
部
分
彼
の
壮
年
期
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る

の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
突
き
放
し
た
言
い
方
で
言
っ
て
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い
る
の
が
、
小
説
家
の
Ｗ
・
サ
ム
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
で
あ
る
。「
要
約
す
る
と
」

と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
で
、「
愚
者
の
老
年
は
愚
か
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
若

い
時
も
愚
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
中
村
能
三
訳
、『
老
い
の
生
き
方
』〈
鶴
見

俊
輔
編
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
・
八
（
昭
和
六
三
〉・
八
）
所
収
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
賢
い
老
年
は
若
い
と
き
も
賢
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
永
瀬
清
子
を
見
て
い
る
と
、
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
老
年
に
な
っ
て
も
永
瀬
清
子
は
人
生
や
生
活
に
対
し
て
の
瑞
々
し
い

感
性
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ず
っ
と
以
前
よ
り
そ
う
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
彩
り
の
雲　

短
章
集
４
』
所
収
の
「
人
間
力
学
」

の
中
の
短
章
「
ｅ　

私
の
持
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
」
で
は
、「
一
方
、
人
生

に
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
私
の
一
番
恵
ま
れ
た
素
質
な
の
で
、
い
つ
も

す
べ
て
は
今
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
、
毎
朝
は
じ
め
て
目
が
さ
め
る
の
で
あ
る

と
、
長
い
間
思
い
思
い
し
て
来
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。『
彩
り
の
雲
（
略
）』

は
七
八
歳
の
刊
行
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
老
年
に
な
っ
て
言
え
る
と
い

う
こ
と
が
、老
い
て
も
そ
れ
以
前
の
感
性
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
老
い
た
の
だ
か
ら
、
年
寄
り
ら
し
く
し
よ
う
〉
な
ど
と
、
微
塵
も
思
っ
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
永
瀬
清
子
の
人
生
、
そ
れ
は
老
年
の
人
生

も
だ
が
、〈
日
々
を
新
し
く
生
き
る
〉
人
生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
永
瀬
清
子
の
弱
者
や
敗
者
に
眼
を
向
け
る
姿
勢
は
、
た
と
え
ば
グ

レ
ン
デ
ル
と
そ
の
母
親
に
眼
を
向
け
る
姿
勢
や
、
ま
た
短
章
「
鮮
明
化
す
る
値

打
」（『
焰
に
薪
を　

短
章
集
３
』
所
収
）
で
語
ら
れ
て
い
る
、「
貧
の
立
場
、

餓
え
の
立
場
、
老
の
立
場
を
忘
れ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
鮮
明
に
物
を
み
る
眼
鏡

だ
か
ら
だ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
若
い
と
き
か
ら

老
年
に
至
る
ま
で
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
、
永

瀬
清
子
は
一
貫
し
て
い
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
そ
の
立
場
は
、
ア
メ
リ
カ
空

母
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
が
佐
世
保
港
に
入
港
し
た
と
き
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
三
派

系
全
学
連
が
阻
止
闘
争
を
展
開
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、短
章
「
核
装
備
の
」（『
蝶

の
め
い
て
い　

短
章
集
１
』
所
収
）
で
「
核
装
備
の
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
に
立
ち

向
か
う
の
に
角
材
と
石
こ
ろ
。
そ
の
こ
と
が
象
徴
的
な
の
だ
。
あ
ま
り
に
も
桁

が
ち
が
っ
て
い
る
。
／
「
暴
力
」
が
悪
い
な
ら
大
き
な
暴
力
の
方
が
よ
り
せ
め

ら
れ
る
べ
き
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
。
こ
う
語
っ
た
永
瀬
清
子

に
私
は
大
い
に
共
感
す
る
。

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、永
瀬
清
子
の
老
い
の
生
き
方
と
い
う
の
が

わ
か
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
老
い
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、自

ら
の
老
い
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、こ
と
さ
ら
老
い
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、そ
れ

以
前
と
同
じ
よ
う
に
未
来
に
眼
を
向
け
て
前
向
き
に
生
き
て
い
く
の
が
、永
瀬

清
子
の
老
い
の
姿
で
あ
っ
た
。だ
か
ら
、決
し
て
自
ら
の
老
い
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
い
が
、先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、「（
略
）
結
局
私
は
ま
だ
自
分
を
老

人
と
思
う
ひ
ま
が
な
い
の
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
、活
動
的
な
生
活
を
送
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。如
何
に
も
隠
居
じ
み
た
暮
ら
し
な
ど
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
目
の
前
の
仕
事
に
懸
命
に
携
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
老
年
に
な
っ
て
の
こ
の
よ
う
な
生
活
こ
そ
が
、
老
い
た
人
を
生

き
生
き
と
さ
せ
、
結
果
的
に
は
長
生
き
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

哲
学
者
と
し
て
有
名
な
西
田
幾
多
郎
の
旧
制
高
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、

禅
仏
教
の
学
者
と
し
て
は
世
界
的
と
言
え
る
鈴
木
大
拙
は
、
九
六
歳
の
長
命
で

あ
っ
た
が（
一
九
六
六〈
昭
和
四
一
〉年
没
）、仏
教
学
者
の
中
村
了
權
の『〈
老
い
〉

を
生
き
る
親
鸞
の
智
慧
』（
春
秋
社
、二
○
一
六
〈
平
成
二
八
〉・
八
）
に
よ
る
と
、

鈴
木
大
拙
が
九
○
歳
く
ら
い
の
と
き
、
長
寿
の
秘
訣
を
教
え
て
ほ
し
い
と
尋
ね

ら
れ
る
と
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
そ
う
で
あ
る
。「
わ
し
は
、
べ
つ
に
長

生
き
し
よ
う
と
し
て
、
な
っ
た
の
で
は
な
い
な
。
も
し
、
そ
こ
に
な
に
か
あ
る
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と
す
れ
ば
だ
、
目
の
前
に
や
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
そ
れ

に
気
が
ひ
か
れ
て
い
る
と
長
生
き
す
る
の
で
は
な
い
か
な
」、
と
。

　

ま
た
、
中
村
了
權
の
同
書
に
よ
る
と
、
秘
書
だ
っ
た
岡
村
美
穂
子
氏
も
鈴
木

大
拙
に
つ
い
て
、
こ
う
回
想
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
つ
も

ひ
た
む
き
に
、
そ
の
日
そ
の
日
を
堪
忍
・
精
進
し
な
が
ら
、
つ
ね
に
前
方
を
見

詰
め
て
進
ん
で
い
く
。
過
ぎ
去
っ
た
で
き
ご
と
は
、自
然
に
忘
れ
去
っ
て
い
く
。

あ
る
の
は
今
日
か
ら
未
来
へ
と
い
う
こ
と
だ
。
い
つ
も
未
来
を
考
え
、
真
実
に

未
来
に
生
き
よ
う
と
す
る
お
方
で
あ
っ
た
」、
と
。

　

鈴
木
大
拙
の
言
葉
も
永
瀬
清
子
が
言
い
そ
う
な
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

も
岡
村
美
穂
子
氏
の
言
葉
の
方
が
、
ま
る
で
永
瀬
清
子
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
過
去
を
振
り
返
る
の
で
は
な
く
、
常
に
前
方
、

未
来
を
見
詰
め
な
が
ら
進
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
永
瀬
清
子
は
そ
う

し
て
生
き
て
き
た
。
長
寿
で
あ
っ
た
最
晩
年
に
な
る
ま
で
そ
の
よ
う
に
見
事
に

生
き
き
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕　 

本
稿
は
、
二
○
一
八
年
九
月
一
五
日
に
赤
磐
市
の
「
く
ま
や
ま
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
」
で
行
っ
た
講
演
を
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

同
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
永
瀬
清
子
展
示
室
の
職
員
で
永
瀬
清
子
研
究
家

で
も
あ
る
白
根
直
子
氏
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
お
礼
申

し
上
げ
る
。
な
お
、引
用
文
献
等
に
つ
い
て
は
、注
記
の
形
を
採
ら
ず
、

本
文
中
に
明
記
し
た
。

（
あ
や
め　

ひ
ろ
は
る
＝
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
）

キ
ー
ワ
ー
ド
＝
永
瀬
清
子
、
老
い
、
詩


