
こ
こ
ろ

野

口

武

久
（
詩
人
）

こ
こ
ろ
は
ど
こ
に
あ
る
の

と
幼
児
が
突
然
た
ず
ね
る

陽
の
光
が
こ
ぼ
れ
る

公
園
の
砂
場
で

こ
こ
ろ
は
形
や
色
が
な
い
か
ら

誰
れ
も
見
た
ひ
と
は
い
な
い

「
こ
こ
ろ
を
ば
な
に
に
た
と
へ
ん

こ
こ
ろ
は
あ
ぢ
さ
ゐ
の
花
」

と
い
っ
た
の
は
詩
人
の
萩
原
朔
太
郎
だ
が

七
色
に
変
化
す
る

魂
の
宿
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い

こ
こ
ろ
は
悲
し
ん
だ
り

よ
ろ
こ
ん
だ
り

夜
ど
お
し
い
っ
ぱ
い
悩
ん
だ
り

愛
す
る
ひ
と
を
思
い
つ
づ
け
た
り

祈
っ
た
り

裏
切
ら
れ
た
り

そ
し
て
疲
れ
て
眠
る
ま
で
宙
を
舞
う

ひ
と
の
一
生
が
終
る
ま
で

こ
こ
ろ
は
休
む
こ
と
を
し
な
い
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断
髪
式

池

井

優

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）

得
が
た
い
経
験
を
し
た
。
大
相
撲
の
力
士

の
断
髪
式
に
出
席
、
大
銀
杏
に
鋏
を
入
れ
た

の
だ
。
断
髪
式
と
い
え
ば
、
功
な
り
名
を
遂

げ
た
大
関
、
横
綱
な
ど
が
長
年
親
し
ん
だ
国

技
館
の
土
俵
上
で
涙
な
が
ら
に
お
こ
な
わ
れ

る
シ
ー
ン
を
テ
レ
ビ
や
雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
で

見
た
こ
と
は
あ
る
が
、
自
分
が
直
接
か
か
わ

る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
だ
が
今
回

引
退
す
る
力
士
は
現
役
中
さ
し
た
る
実
績
は

な
い
。
む
し
ろ
無
名
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

四
股
名
は
若
孜
、
最
高
位
は
前
頭
十
二
枚
目
、

し
か
も
幕
内
在
位
は
わ
ず
か
三
場
所
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。

若
孜
は
高
校
横
綱
と
大
学
横
綱
の
二
大
タ

イ
ト
ル
を
も
つ
父
中
尾
三
郎
の
長
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
中
尾
三
郎
は
慶
大
在
学
中
の
一

九
五
六
年
、
そ
の
才
能
を
見
込
ま
れ
、
メ
ル

ボ
ル
ン
で
お
こ
な
わ
れ
た
第
十
六
回
夏
季
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
に
レ
ス
リ
ン
グ
ヘ
ビ
ー
級

代
表
と
し
て
出
場
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
浩
規

少
年
の
ち
の
若
孜
は
こ
ど
も
の
頃
か
ら
そ
う

し
た
父
の
影
響
を
強
く
受
け
、
中
学
か
ら
本

格
的
に
相
撲
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中

学
は
相
撲
の
名
門
明
大
中
野
、
同
期
に
花
田

光
司
君
、
の
ち
の
横
綱
貴
乃
花
が
い
た
。
中

学
と
は
い
え
相
撲
の
レ
ベ
ル
は
高
く
団
体
戦

の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
る
の
も
大
変
だ
っ
た
。

若
孜
の
短
所
は
上
背
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
無
類
の
稽
古
熱
心
で
高
校
に
進
学
す

る
こ
ろ
か
ら
ぐ
ん
ぐ
ん
力
を
つ
け
、
大
学
は

大
相
撲
の
力
士
も
多
く
輩
出
し
て
い
る
中
央

大
学
を
選
ん
だ
。
中
大
相
撲
部
の
中
堅
と
し

て
鳴
ら
し
、
全
日
本
大
学
選
手
権
の
団
体
優
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勝
に
も
貢
献
し
た
。

大
学
卒
業
後
、
日
本
通
運
に
就
職
、
ア
マ

相
撲
界
で
活
躍
す
る
道
を
選
ん
だ
が
、
明
大

中
野
中
学
の
同
期
が
大
相
撲
で
活
躍
し
て
い

る
姿
を
み
て
角
界
入
り
を
決
意
、
中
大
相
撲

部
と
の
縁
が
深
か
っ
た
松
ヶ
根
部
屋
の
門
を

叩
い
た
。
ア
マ
時
代
の
実
績
か
ら
幕
下
付
け

出
し
で
ス
タ
ー
ト
、
千
葉
県
船
橋
市
の
部
屋

で
稽
古
に
励
ん
だ
。
元
大
関
若
島
津
が
起
こ

し
た
松
ヶ
根
部
屋
は
花
籠
、
二
所
ヶ
関
と
い
っ

た
歴
史
と
伝
統
を
持
つ
大
部
屋
と
違
い
、
力

士
の
数
の
少
な
い
小
部
屋
で
あ
っ
た
。
四
股

名
は
最
初
本
名
の
中
尾
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、

縁
起
の
い
い
名
前
を
と
考
え
た
末
若
孜
と
し

た
。現

役
時
代
、
毎
場
所
番
付
を
送
っ
て
く
れ

た
。
十
両
優
勝
を
果
た
し
、
幕
内
昇
進
が
決

ま
っ
た
と
き
は
、
松
ヶ
根
部
屋
か
ら
は
じ
め

て
関
取
が
出
た
と
大
喜
び
し
、
関
係
者
が
集

ま
っ
て
盛
大
な
祝
賀
会
を
浅
草
の
ホ
テ
ル
で

開
い
た
。
だ
が
、
幕
内
の
壁
は
厚
か
っ
た
。

十
両
か
ら
幕
内
に
上
が
っ
た
と
い
っ
て
喜
ん

だ
の
も
つ
か
の
間
、
落
ち
て
番
付
の
文
字
が

小
さ
く
な
っ
た
の
を
み
て
上
背
が
な
い
の
が

ハ
ン
デ
ィ
か
と
が
っ
か
り
す
る
と
い
っ
た
繰

り
返
し
だ
っ
た
。
新
弟
子
検
査
の
折
、
身
長

は
一
七
三
セ
ン
チ
以
上
が
条
件
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
七
二
セ
ン
チ
（
自
称
）
で

合
格
し
た
の
は
ア
マ
時
代
の
実
績
が
加
味
さ

れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
平
成
七
年
十
一
月
初

土
俵
、�
も
っ
と
も
背
の
低
い
力
士
�
と
い
わ

れ
な
が
ら
、
持
ち
前
の
フ
ァ
イ
ト
と
稽
古
熱

心
で
十
両
優
勝
を
飾
る
な
ど
一
生
懸
命
土
俵

を
勤
め
て
き
た
。
し
か
し
怪
我
が
多
く
、
相

撲
人
生
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
ま
ま
引
退
の

日
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

断
髪
式
の
会
場
と
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て

勤
務
し
た
こ
と
の
あ
る
日
本
通
運
の
大
ホ
ー

ル
。
実
績
の
あ
る
力
士
の
よ
う
に
国
技
館
を

最
後
の
花
道
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
会

場
の
入
り
口
に
は
部
屋
の
若
い
も
の
が
浴
衣

姿
で
出
迎
え
、
会
場
に
入
る
と
出
身
校
明
大

中
野
、
中
大
、
後
援
会
か
ら
現
役
時
代
に
贈

ら
れ
た
化
粧
回
し
が
飾
ら
れ
華
や
か
な
雰
囲

気
が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
。
四
〇
〇
人
を

超
え
る
出
席
者
が
次
々
と
大
銀
杏
に
鋏
を
い

れ
る
。
明
大
中
野
中
学
の
土
俵
で
一
緒
に
汗

を
流
し
た
花
田
君＝

も
と
横
綱
貴
乃
花
が
現

役
時
代
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
っ
そ
り
と

ス
リ
ム
な
体
型
に
な
っ
て
洋
服
姿
で
登
場
、

中
大
相
撲
部
の
仲
間
の
出
島
、
玉
春
日
は
紋

付
、
袴
の
正
装
で
出
席
し
、
鋏
を
入
れ
る
。

最
後
は
松
ヶ
根
親
方
に
よ
る
「
止
め
ば
さ
み
」、

髷
が
切
り
落
と
さ
れ
、
拍
手
と
と
も
に
若
孜

の
相
撲
人
生
は
終
っ
た
。

別
室
で
パ
ー
テ
ィ
。
中
大
野
球
部
Ｏ
Ｂ
で

巨
人
の
五
番
を
打
っ
た
こ
と
も
あ
る
末
次
の

姿
も
み
え
る
。
中
学
、
高
校
、
大
学
の
校
長
、

日
本
通
運
の
社
長
が
思
い
出
話
を
交
え
な
が

ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
挨
拶
に
立
つ
。
呼
び
出
し
に

よ
る
相
撲
甚
句
の
披
露
、
そ
し
て
親
方
の
感

謝
の
辞
に
次
い
で
本
人
若
孜
が
鋏
が
入
っ
て

ざ
ん
ば
ら
髪
に
な
っ
た
姿
で
出
席
者
に
対
し

て
土
俵
と
決
別
す
る
想
い
を
語
っ
た
。

三
十
三
歳
、
独
身
。
年
寄
株
を
手
に
入
れ

る
こ
と
も
な
く
大
相
撲
の
世
界
に
別
れ
を
告

げ
る
が
、
中
学
時
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま

で
相
撲
を
通
し
て
学
ん
だ
「
心
・
気
・
体
」

を
活
か
し
て
第
二
の
人
生
を
歩
む
と
い
う
。

元
関
取
に
幸
あ
れ
と
会
場
を
あ
と
に
し
た
の

で
あ
っ
た
。

－５－



は
て
な
？
郷
土
武
者
行
列

高

橋

和

島

（
作
家
・
郷
土
史
家
）

わ
た
し
の
住
む
町
は
昨
年
一
月
、
隣
町
の

（
岐
阜
県
）
多
治
見
市
と
合
併
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
当
方
は
美
濃
東
部
に
位
置
す
る
人

口
十
二
万
ほ
ど
の
地
方
都
市
の
一
員
に
な
っ

た
わ
け
だ
が
、
こ
の
田
舎
町
で
は
毎
年
、
秋

祭
り
に
際
し
、
武
者
行
列
が
市
中
を
練
り
歩

く
。そ

こ
で
、
ど
ん
な
顔
ぶ
れ
の
武
者
が
登
場

す
る
の
か
は
、
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
、
長

年
知
ら
ぬ
ま
ま
に
過
ご
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
町
の
一
員
に
加
わ
っ
た
こ
と

か
ら
市
の
広
報
で
昨
秋
、
知
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
い
さ
さ
か
首
を
捻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

印
刷
物
に
記
載
さ
れ
た
順
に
登
場
人
物
を
紹

介
し
て
み
よ
う
。
カ
ッ
コ
内
は
扮
す
る
人
で

あ
る
。

多
治
見
国
長
（
市
長
）、土
岐
頼
貞
（
市
会

議
長
）、足
利
尊
氏
（
区
長
会
長
）、織
田
信
長

（
公
募
ま
た
は
推
薦
。
以
下
同
）、豊
臣
秀
吉
、

源
義
経
、
足
利
義
満
、
新
田
義
貞
、
細
川
勝

元
、
土
岐
政
頼
、
今
川
義
元
、
土
岐
頼
芸
。

以
上
の
う
ち
、
一
般
的
に
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
の
は
多
治
見
国
長
、
土
岐
頼
貞
、

よ
り
な
り

土
岐
政
頼
、
土
岐
頼
芸
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ

ろ
う
か
。
国
長
は
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
計
画
・

正
中
の
変
（
一
三
二
四
年
）
で
討
ち
死
に
し

た
土
岐
一
族
の
一
人
で
あ
り
、
苗
字
か
ら
見

当
が
つ
く
よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
わ
が
町
一
帯

を
領
有
し
た
人
物
。
土
岐
頼
貞
は
鎌
倉
末
期

に
美
濃
守
護
を
務
め
た
男
で
隣
町
の
瑞
浪
市

に
館
を
構
え
た
時
期
が
あ
り
、
墓
も
残
っ
て

い
る
。
土
岐
政
頼
、
頼
芸
は
兄
弟
。
戦
国
時

代
の
美
濃
守
護
で
、
二
人
と
も
斉
藤
道
三
に

国
を
追
わ
れ
た
。
頼
芸
が
道
三
に
与
え
た
愛

妾
深
芳
野
の
産
ん
だ
子
斉
藤
義
龍
は
、
頼
芸

の
種
で
は
な
く
、
道
三
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。

美
濃
以
外
の
地
域
の
人
に
は
馴
染
み
の
薄

い
以
上
の
四
名
を
除
く
と
、
実
に
豪
華
な
顔

ぶ
れ
だ
。

こ
こ
で
、
わ
た
し
が
首
を
捻
っ
た
の
は
地

元
と
の
関
係
で
あ
る
。
信
長
ら
が
多
治
見
と

ど
う
関
わ
っ
た
の
か
、
浅
学
に
し
て
知
ら
な

い
。
わ
た
し
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
ほ
と

ん
ど
が
知
ら
な
い
は
ず
だ
。

武
者
行
列
を
見
物
に
き
た
他
地
域
の
人
に
、
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「
信
長
、
秀
吉
、
義
経
、
足
利
義
満
、
新
田

義
貞
、
細
川
勝
元
、
今
川
義
元
と
え
ら
い
豪

儀
な
キ
ャ
ス
ト
や
け
ど
、
こ
の
町
と
歴
史
上

ど
う
い
う
関
係
が
あ
り
ま
す
の
や
」
と
訊
ね

ら
れ
た
と
す
る
。
お
そ
ら
く
答
え
ら
れ
る
市

民
は
皆
無
に
違
い
な
い
。

し
か
も
広
報
で
は
「
戦
国
武
者
行
列
」
と

し
て
い
る
の
に
、
義
経
が
入
っ
て
い
る
。
牛

若
丸
さ
ん
も
戦
国
時
代
の
武
将
の
一
人
に
加

え
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。

祭
り
の
出
し
物
で
あ
り
、
し
ょ
せ
ん
は
遊

び
な
ん
だ
か
ら
咎
め
立
て
す
る
気
は
な
い
。

勝
手
に
推
測
す
る
と
、
多
治
見
国
長
や
土
岐

一
族
だ
け
で
は
地
味
す
ぎ
て
盛
り
上
が
ら
な

い
。
や
は
り
誰
も
が
知
っ
て
い
る
武
将
を
登

場
さ
せ
た
ほ
う
が
華
や
か
な
行
列
に
な
る
と

市
当
局
は
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
場
違
い
の
源
義
経
や
足
利

義
満
な
ど
の
代
わ
り
に
武
田
信
玄
、
上
杉
謙

信
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ

が
、
な
ぜ
牛
若
さ
ん
や
室
町
将
軍
に
し
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
。
大
物
を
求
め
て
飛
躍
す

る
の
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
ア
レ
キ
サ
ン

ダ
ー
大
王
か
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
も
登
場
さ
せ
れ

ば
よ
か
っ
た
の
だ
。

も
う
一
つ
苦
笑
さ
せ
ら
れ
る
の
は
行
列
の

順
序
で
あ
る
。

見
物
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
正

確
な
順
序
は
知
り
え
な
い
が
、
武
将
に
扮
し

た
市
長
や
市
会
議
長
を
後
回
し
に
す
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
前
述
の

市
広
報
の
記
載
順
で
町
中
を
練
り
歩
い
た
に

違
い
な
い
。
と
な
る
と
、
信
長
、
秀
吉
、
義

経
、
義
満
ら
が
多
治
見
国
長
と
や
ら
い
う
歴

史
上
で
は
そ
の
他
大
勢
組
に
属
す
る
男
の
後

を
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
歩
い
た
の
だ
ろ
う
。
見
物

し
た
大
方
の
市
民
は
き
っ
と
困
惑
す
る
や
ら

苦
笑
す
る
や
ら
、
随
分
と
落
ち
着
か
ぬ
気
持

に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

話
を
多
治
見
に
隣
接
す
る
（
岐
阜
県
）
可

児
市
に
移
す
が
、
わ
が
町
同
様
の
平
成
の
合

併
で
兼
山
と
い
う
町
と
一
緒
に
な
っ
た
結
果
、

明
智
光
秀
と
森
蘭
丸
が
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
城
跡
を
市
内
に
抱
え

る
に
到
っ
た
。

つ
ま
り
、
同
市
は
本
能
寺
の
変
で
討
っ
た

者
と
討
た
れ
た
者
双
方
の
ゆ
か
り
の
町
に
な
っ

た
わ
け
だ
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
武
者
行
列
が
行
わ
れ
て

き
た
。
た
だ
し
、
登
場
す
る
の
は
今
の
と
こ

ろ
蘭
丸
だ
け
で
光
秀
は
外
さ
れ
て
い
る
。
理

由
は
彼
が
長
年
に
わ
た
っ
て
逆
臣
扱
い
さ
れ

て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
市
で
光
秀
フ
ァ
ン
は
多
い
し
、

下
克
上
の
戦
国
時
代
に
逆
臣
と
い
う
理
屈
は

お
か
し
い
と
す
る
考
え
方
が
市
民
の
間
に
広

が
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
う
ち
、
市
民
の
中
か

ら
蘭
丸
だ
け
で
な
く
、
光
秀
も
武
者
行
列
に

登
場
さ
せ
ろ
と
い
う
声
が
あ
が
る
可
能
性
は

十
分
に
あ
る
。

と
な
る
と
、
光
秀
と
蘭
丸
が
仲
良
く
同
市

内
を
練
り
歩
く
光
景
が
実
現
す
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
。

こ
う
し
た
武
者
行
列
に
は
当
然
、
納
得
し

な
い
人
が
出
て
く
る
に
違
い
な
い
が
、
わ
た

し
は
理
解
不
能
の
組
み
合
わ
せ
の
多
治
見
の

場
合
よ
り
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
な
ん
で
も
あ
り
の
郷
土
武
者

行
列
に
市
民
の
税
金
を
使
う
の
は
、
考
え
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
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し
こ
名

堂

昌

一

私
は
、
東
京
両
国
「
国
技
館
」
の
近
く
に

住
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
大
相
撲
に
は
大
変

関
心
が
あ
り
ま
す
。
今
は
以
前
ほ
ど
場
所
中
、

毎
日
「
満
員
御
礼
」
の
垂
れ
幕
は
揚
り
ま
せ

ん
、
幕
内
上
位
を
独
占
す
る
�
モ
ン
ゴ
ル
�

を
始
め
と
す
る
外
国
勢
、
が
っ
ぷ
り
四
ツ
の

熱
戦
は
少
く
、
当
り
も
な
く
変
化
す
る
内
容

の
な
い
取
組
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

し
こ
名
も
な
ん
と
か
な
り
ま
せ
ん
か
、「
若

鬼
馬
」
と
い
う
中
堅
力
士
が
い
ま
す
、
私
は
、

て
っ
き
り
モ
ン
ゴ
ル
出
身
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
日
本
人
し
か
も
、
な
ん
と
東
京
生
ま
れ

な
の
で
す
、
江
戸
っ
子
ら
し
い
粋
な
し
こ
名

は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

有
望
力
士
に
も
「
豪
栄
道
」「
豊
真
將
」
三

字
熟
語
と
は
い
い
ま
せ
ん
も
う
少
し
日
本
語

ら
し
い
�
し
こ
名
�
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う

か
。
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晶
子
そ
し
て
フ
ク
・
梅
子
の
こ
と
な
ど

安

森

敏

隆

（
同
志
社
女
子
大
学
教
授
）

�

新
詩
社
の
機
関
誌
で
あ
る
「
明
星
」
は
、

一
九
〇
〇
（
明
治
３３
）
年
四
月
、
新
聞
紙
型

の
十
六
頁
ば
か
り
の
小
冊
子
と
し
て
刊
行
さ

れ
、
そ
の
後
、
版
型
な
ど
も
変
え
ら
れ
一
〇

〇
号
ま
で
つ
づ
い
た
。

こ
の
「
新
詩
社
」
の
結
成
に
至
る
ま
で
に
、

雑
誌
「
文
庫
」
の
投
稿
者
た
ち
や
「
堺
文
学

会
」
の
文
学
仲
間
や
浪
速
青
年
文
学
会
の
機

関
誌
「
よ
し
あ
し
草
」
の
同
人
た
ち
が
「
明

星
」
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
な
か
に
鳳
晶
子
が
お
り
、
そ
の
晶
子
を
中

心
に
山
川
登
美
子
や
増
田
雅
子
な
ど
が
「
明

星
」
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。創

刊
一
号
に
は
、
評
論
、
論
説
、
講
話
、

批
評
、
随
筆
、
中
学
教
育
に
関
す
る
「
中
学

時
代
」
や
「
各
中
学
校
に
於
け
る
体
育
部
彙

報
」
な
ど
の
教
育
の
欄
も
あ
り
、
単
な
る
文

芸
誌
と
は
い
え
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
が
、

な
か
で
も
「
和
歌
壇
新
体
詩
壇
」
に
重
き
を

置
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
聞

紙
型
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の
「
明
星
」
が
同
年
九

月
の
「
第
六
号
」
か
ら
は
、
豪
華
な
四
六
倍

版
（
Ｂ
五
版
）
の
雑
誌
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

そ
の
「
第
六
号
」
の
「
後
記
」
に
当
た
る
「
一

筆
啓
上
」
に
は
「
本
社
の
規
則
と
申
す
も
の

を
社
員
協
議
の
上
左
の
通
り
改
め
申
し
候
」

と
附
し
て
、
新
た
に
「
新
詩
社
清
規
」
な
る

も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

一

わ
れ
わ
れ
は
詩
美
を
楽
む
べ
き
天
稟

あ
り
と
信
ず
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
詩
は
道

楽
な
り
。
虚
名
の
為
め
に
詩
を
作
る
は
、
わ

れ
わ
れ
の
恥
づ
る
と
こ
ろ
な
り
。（「
明
星
」
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六
号
の
「
新
詩
社
清
規
」）

第
六
号
の
「
新
詩
社
清
規
」
の
最
初
の
項
目

に
「
わ
れ
わ
れ
は
詩
美
を
楽
む
べ
き
天
稟
あ

り
と
信
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
の
も
の

か
ら
大
き
く
改
訂
さ
れ
、
先
ず
は
、
各
自
の

天
稟
（
才
能
）
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
そ
れ
を
高

ら
か
に
主
張
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

鳳
晶
子
や
山
川
登
美
子
や
増
田
雅
子
な
ど
の

才
能
あ
る
若
き
女
性
た
ち
や
、
天
稟
あ
る
若

者－

石
川
啄
木
、
北
原
白
秋
な
ど
の
青
年
た

ち
が
全
国
か
ら
自
ら
名
乗
り
を
上
げ
て
出
て

く
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、「
古
人
の
詩
を
愛
讃
」、「
自
我
の
詩

を
発
揮
」、「
新
し
き
国
詩
」、「
我
儘
者
の
集

り
」
が
主
張
さ
れ
、
自
由
な
詩
的
集
団
と
各

自
の
自
我
の
詩
が
求
め
ら
れ
、
飛
躍
的
に
文

芸
雑
誌
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
ま
た
、
雑
誌
「
明
星
」
の
主
宰
者
に
つ

い
て
も
「
与
謝
野
鉄
幹
氏
を
推
し
て
社
幹
」

か
ら
、「
社
友
の
一
人
与
謝
鉄
幹
」
に
な
り
、

創
刊
時
の
与
謝
野
鉄
幹
一
人
の
独
断
の
社
幹

か
ら
社
友
と
同
等
の
一
人
と
し
て
の
社
幹
に

民
主
化
、
平
等
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
雑
誌
「
明
星
」
に
投
稿
で
き
る
歌

数
も
「
短
歌
は
二
十
首
以
内
新
体
詩
は
二
篇

以
内
」
か
ら
「
詠
草
（
和
歌
新
体
詩
と
も
）

の
歌
数
に
は
制
限
な
し
」
と
言
う
無
制
限
の

と
こ
ろ
に
ま
で
自
由
に
開
放
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
特
筆
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
人
一
人
「
天
稟
」
と
「
自

我
の
詩
」、「
自
我
独
創
の
詩
」
で
あ
る
こ
と

を
高
ら
か
に
主
張
し
、
さ
ら
に
お
の
れ
た
ち

の
集
団
を
「
我
儘
者
の
集
ま
り
」
と
し
て
位

置
づ
け
、「
社
友
の
友
情
」
を
強
調
し
、「
去

る
も
の
は
追
は
ず
、
来
る
も
の
は
拒
ま
ず
」

と
一
人
一
人
の
個
性
の
尊
重
と
才
能
を
重
視

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
自
由
な
集
団

で
あ
る
こ
と
を
「
明
星
」
の
ひ
と
つ
の
大
き

な
組
織
原
理
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
堺
文

学
会
」
や
浪
速
青
年
文
学
会
の
機
関
誌
「
よ

し
あ
し
草
」
と
は
違
う
、
師
弟
関
係
を
中
心

に
お
く「
タ
テ
的
結
合
体
」（
国
崎
望
久
太
郎
）

か
ら
、
仲
間
の
一
人
一
人
の
意
識
を
中
心
に

お
く
「
ヨ
コ
的
結
合
体
」
を
企
図
し
、
来
る

べ
き
二
〇
世
紀
に
む
け
て
の
新
し
い
文
学
集

団
を
打
ち
出
し
、
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
も
と
に
「
明
星
」

が
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
の
文
壇
を
席
巻
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

�

二
〇
世
紀
の
前
夜
で
あ
る
一
九
〇
〇
（
明

治
３３
）
年
は
、
与
謝
野
晶
子
こ
と
鳳
晶
子
が

「
明
星
」
の
歌
人
と
し
て
出
発
し
た
、
ま
こ

と
に
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
二
〇

世
紀
の
日
本
の
女
性
が
社
会
に
進
出
す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
劃
期
的
な
年
で
も
あ
っ
た
。

女
性
の
〈
生
〉
と
〈
性
〉
を
た
か
ら
か
に
う

た
っ
た
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
が
生
ま
れ
る

前
夜
の
一
年
が
一
九
世
紀
末
の
最
後
の
一
九

〇
〇
年
と
い
う
年
で
あ
り
、
さ
ら
に
特
筆
す

べ
き
女
性
の
新
し
い
挑
戦
と
結
実
が
あ
っ
た

こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

一
人
は
、
函
館
の
娼
妓
で
あ
る
坂
井
フ
ク

が
お
こ
し
た
産
業
訴
訟
で
あ
る
。
坂
井
フ
ク

が
お
こ
し
た
訴
訟
は
函
館
地
方
裁
判
所
、
函

館
控
訴
院
の
二
度
の
裁
判
の
敗
訴
の
上
、
大

審
院
で
勝
訴
の
決
定
が
出
さ
れ
た
。
一
九
〇

〇
年
二
月
二
三
日
に
大
審
院
が
下
し
た
判
決

文
に
は
、「
貸
座
敷
営
業
者
ト
娼
妓
ト
ノ
間
ニ

於
ケ
ル
金
銭
貸
借
上
ノ
契
約
ト
身
体
ヲ
拘
束

ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
契
約
ト
ハ
各
自
独
立
ニ

シ
テ
身
体
ノ
拘
束
ヲ
目
的
ト
ス
ル
契
約
ハ
無
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効
ナ
リ
」
と
い
う
一
項
目
が
あ
り
以
降
、
娼

妓
の
自
由
廃
業
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
日
本

の
社
会
の
ど
ん
底
で
あ
え
い
で
い
た
女
性
た

ち
が
少
し
ず
つ
立
ち
上
が
り
自
由
を
獲
得
し

て
い
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
年
で
も
あ
る
。

も
う
一
人
は
、
女
子
だ
け
の
英
学
塾
を
東

京
に
創
設
し
た
津
田
梅
子
で
あ
る
。
津
田
梅

子
は
、
一
八
六
四
年
十
二
月
三
日
に
江
戸
牛

込
町
御
徒
町
に
佐
倉
藩
士
、
津
田
仙
の
次
女

と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
八
七
一
年
に
岩
倉
使

節
団
の
一
行
と
と
も
に
、
北
海
道
開
拓
使
派

遣
女
子
留
学
生
五
名
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
、

六
歳
で
ア
メ
リ
カ
東
部
の
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン

に
渡
っ
た
一
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
初
等
、

中
等
教
育
、
殊
に
英
語
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ

ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
、
数
学
、
物
理
学
、
天

文
学
を
学
ぶ
。
十
数
年
を
過
ご
し
て
帰
国
し
、

日
本
で
私
塾
「
桃
夭
女
塾
」「
海
岸
女
学
校
」

な
ど
で
英
語
を
教
え
た
り
、
学
習
院
女
学
部

か
ら
独
立
し
た
家
族
女
学
校
で
英
語
教
師
を

す
る
。
そ
し
て
再
び
渡
米
し
た
り
し
な
が
ら

時
を
待
ち
、
一
九
〇
〇
年
七
月
、
留
学
中
に

友
達
に
な
っ
た
ア
リ
ス
・
メ
イ
ル
・
ベ
ー
コ

ン
等
の
協
力
を
得
て
、「
女
子
英
学
塾
」（
現

在
の
「
津
田
塾
大
学
」）を
開
講
し
て
塾
長
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
劃
期
的
な
日
本
に

お
け
る
女
子
だ
け
の
英
学
塾
が
十
名
の
入
学

者
を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。

「
二
〇
世
紀
の
女
性
文
学
」
を
遠
望
す
る

と
き
、
十
九
世
紀
末
の
一
九
〇
〇
年
に
お
け

る
坂
井
フ
ク
と
津
田
梅
子
の
こ
と
は
、「
明
星
」

の
歌
人
・
晶
子
の
登
場
と
と
も
に
記
憶
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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ほ
ろ
酔
い
詩
歌
紀
行

日

高

昭

二

（
神
奈
川
大
学
教
授
）

正
月
の
祝
い
に
、
一
家
揃
っ
て
の
む
酒
に

「
屠
蘇
」
が
あ
る
。
屠
蘇
散
と
呼
ば
れ
る
薬

を
、
酒
や
み
り
ん
に
浸
し
た
も
の
で
、
そ
の

な
か
に
は
山
椒
や
蜜
柑
の
皮
や
肉
桂
皮
な
ど

が
調
合
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
屠
蘇
散
は
、
中
国
の
三
国
時
代
（
約

一
七
〇
〇
年
前
）
に
華
陀
と
い
う
医
者
が
処

方
し
た
も
の
で
、
日
本
に
は
平
安
時
代
に
渡

来
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
中
国
で
疫

病
が
流
行
し
、
華
陀
の
処
方
で
死
者
が
蘇
生

し
た
の
で
、
屠
（
死
者
）
が
蘇
え
る
と
い
う

意
味
で
こ
の
名
前
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

正
月
に
「
屠
」
の
字
は
不
吉
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
字
の
上
に
朱
点
を
打
っ
て
、
わ
ざ
と
戸

冠
に
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

一
方
、
屠
蘇
の
語
源
は
、
蒙
古
の
こ
と
ば

の
ト
ス
ウ
・
サ
ラ
カ
ッ
タ
の
転
音
で
、
ト
ス

ウ
は
油
、
サ
ラ
カ
ッ
タ
は
牛
乳
酒
で
、
こ
の

こ
と
ば
が
中
国
に
渡
っ
て
屠
蘇
の
語
源
に
な
っ

た
と
い
う
説
も
あ
る
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、

中
国
で
は
正
月
に
屠
蘇
を
飲
む
と
い
う
習
慣

は
な
く
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
処
方
は

む
し
ろ
日
本
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録

に
残
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う
。

そ
の
屠
蘇
を
、
日
本
で
最
初
に
飲
ん
だ
と

い
う
記
録
は
、
平
安
時
代
の
嵯
峨
天
皇
の
弘

仁
二
年
（
八
一
一
年
）
の
記
事
に
見
え
る
と

い
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
宮
中
で
の
習

慣
が
や
が
て
民
間
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
宮
中
の
記
録
で
は
、
未
婚
の
小
女

を
撰
ん
で
薬
子
の
役
と
し
、
そ
の
薬
子
が
ま

ず
酒
を
嘗
め
て
試
み
た
の
ち
、
そ
れ
を
銀
の

器
に
注
ぎ
、
宮
中
の
鬼
の
間
よ
り
天
皇
に
進
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呈
し
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
正
の
頃
に
は
、
屠
蘇
酒
の
か

わ
り
に
雉
子
酒
と
い
う
の
を
使
用
し
た
と
い

う
記
事
も
あ
る
ら
し
い
。
塩
焼
き
の
雉
子
と

焼
豆
腐
を
入
れ
、
熱
燗
に
し
た
酒
を
注
い
だ

も
の
だ
と
い
う
が
、
し
か
し
、
民
間
で
は
、

や
は
り
あ
の
三
角
の
布
に
屠
蘇
散
を
入
れ
た

も
の
を
飲
む
の
が
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て

知
ら
れ
て
い
よ
う
。
最
初
の
一
杯
は
屠
蘇
酒

で
、
あ
と
は
普
通
の
年
始
酒
に
な
る
と
い
う

の
も
、
年
の
は
じ
め
の
風
景
で
あ
ろ
う
。

と
よ

み

き

新
玉
の
年
の
始
と
豊
御
酒
の
屠
蘇
に
酔
ひ

や
ま
ひ

に
き
病
い
ゆ
が
に

正
岡
子
規

と
よ
み
き

豊
酒
の
屠
蘇
に
吾
ゑ
ヘ
ば
鬼
子
ど
も
皆
死

し
に
け
り
赤
き
青
き
も

斎
藤
茂
吉

ま
た
ひ
と
つ
と
り
た
く
も
な
き
齢
か
さ
ね

や
む
な
く
祝
ふ
屠
蘇
の
め
で
た
き

筏
井
嘉
一

屠
蘇
酒
に
酔
う
に
も
あ
ら
ず
元
朝
の
大
き

混
迷
に
身
を
任
せ
た
り

三
宅
霧
子

こ
と
ご
と
く
日
月
は
な
ご
り
元
日
の
屠
蘇

も
ち
ひ

も
餅
も
別
れ
を
ふ
く
む

上
田
三
四
二

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
正
月
の
屠
蘇
を
祝
う

儀
式
が
、
一
年
の
邪
気
を
払
い
、
齢
を
延
ば

す
と
い
う
習
慣
を
含
み
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な

表
情
を
よ
く
浮
か
べ
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
か

で
は
、
子
規
の
歌
が
カ
リ
エ
ス
を
病
ん
で
多

く
病
臥
の
う
ち
に
暮
ら
し
た
こ
の
歌
人
の
、

平
癒
を
願
う
屠
蘇
へ
の
思
い
を
切
実
に
示
し

て
い
る
。

ま
た
、
上
田
三
四
二
の
新
年
の
祝
い
の
酒

は
、「
別
れ
を
ふ
く
む
」
と
い
う
命
の
切
迫
し

た
寂
寥
感
を
あ
ら
わ
し
て
一
層
身
に
し
み
る
。

そ
し
て
、
茂
吉
の
歌
に
み
え
る
、
屠
蘇
に

よ
っ
て
「
鬼
子
ど
も
皆
死
し
に
け
り
」
と
い

う
発
想
に
は
、
た
と
え
ば
『
御
伽
草
子
』
な

ど
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鬼
に
酒
を
呑

ま
せ
て
退
治
す
る
と
い
う
、
昔
な
が
ら
の
発

想
も
ひ
そ
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
思
い
出
す
の
は
、『
酒
呑
童
子
』
の

物
語
で
あ
ろ
う
。
源
頼
光
が
、
石
清
水
八
幡
・

住
吉
明
神
・
熊
野
権
現
の
化
現
し
た
三
人
の

翁
か
ら
「
じ
ん
べ
ん
き
ど
く
し
ゅ
」
と
い
う

酒
を
授
か
り
、
悪
神
で
あ
る
酒
呑
童
子
を
退

治
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。「
じ
ん
べ
ん
き
ど

く
し
ゅ
」
と
は
「
神
便
鬼
毒
酒
」
で
、
本
来

は
神
へ
の
饗
応
と
し
て
の
酒
を
、
悪
神
を
退

治
す
る
た
め
に
使
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
酒
は
薬
と
毒
の
あ
い
だ
を
自
在
に

変
ず
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
酒
に
は
か
ぎ
る
ま
い
。

屠
蘇
す
こ
し
す
ぎ
ぬ
と
云
ひ
て
わ
が
か
け

し
羽
織
の
し
た
の
人
う
つ
く
し
き与

謝
野
鉄
幹

こ
う
な
る
と
屠
蘇
も
、
正
月
の
儀
式
と
し

て
の
、
邪
気
を
払
い
息
災
を
祈
る
と
い
う
意

味
が
薄
れ
て
い
て
、
濃
密
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

ム
だ
け
が
た
ち
こ
め
て
い
る
。
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ア
ル
コ
ー
ル

伊
勢
田

邦

貴

女
性
が
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
こ

ろ
を
描
い
て
い
る
う
ち
に
、
担
当
医
か
ら
「
ア

ル
コ
ー
ル
は
駄
目
で
す
よ
」
と
云
わ
れ
た
こ

と
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
。
元
々
酒
呑
み

で
も
な
く
年
を
と
っ
て
か
ら
お
付
き
合
い
酒

が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
程
度
な
の
に
、
妙

に
が
っ
く
り
し
た
も
の
だ
。
よ
く
あ
る
話
で
、

止
め
れ
ば
別
に
問
題
は
な
い
の
だ
が
、
一
方

で
は
少
し
位
は
飲
ん
だ
方
が
か
え
っ
て
良
い

の
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。

お
正
月
に
お
屠
蘇
（
味
醂
が
好
き
で
）
を

内
緒
で
チ
ビ
チ
ビ
飲
ん
で
み
た
が
特
に
異
常

は
な
か
っ
た
。
や
れ
や
れ
と
気
が
楽
に
な
っ

た
の
に
、
そ
の
後
ア
ル
コ
ー
ル
の
入
っ
た
料

理
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、
一
発
で
悪
性
？
不
整

脈
が
出
て
、
考
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
納

得
い
か
な
い
の
で
も
う
少
し
様
子
を
み
る
こ

と
に
し
た
。
困
っ
た
も
の
だ
。
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ご
み
の
空
間

内内

野野

潤潤

子子

（
歌
人
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

先
日
テ
レ
ビ
の
報
道
番
組
を
何
気
な
く
見

て
い
た
ら
、
ご
み
を
山
の
よ
う
に
家
中
に
積

ん
で
暮
ら
し
て
い
る
老
い
た
女
の
人
の
こ
と

を
映
し
て
い
た
。

そ
の
ご
み
の
量
は
、
庭
を
埋
め
つ
く
し
、

勿
論
家
の
中
は
足
の
踏
み
場
も
な
く
、
台
所

の
流
し
の
上
に
は
数
知
れ
ぬ
食
べ
た
物
の
残

骸
が
あ
り
、
全
く
珍
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。

近
所
の
人
は
、
虫
や
匂
い
に
悩
ま
さ
れ
て

困
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
度
は
区
の
人
の
力

で
綺
麗
に
な
っ
た
の
に
、
再
び
次
か
ら
次
へ

と
ご
み
を
増
や
し
て
、
又
元
の
姿
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
ら
し
い
。

彼
女
は
、
自
分
の
家
の
ご
み
だ
け
で
は
満

足
せ
ず
ご
み
を
出
す
日
に
ご
み
置
場
に
行
っ

て
、
よ
そ
の
家
の
大
き
な
ご
み
袋
を
も
漁
っ

て
持
ち
帰
る
。

テ
レ
ビ
局
の
若
い
男
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が

い
ろ
い
ろ
話
し
か
け
た
り
す
る
と
、
そ
れ
な

り
の
返
事
を
し
て
最
悪
の
狂
気
の
気
配
は
な

い
。一

度
は
精
神
家
の
医
師
が
現
れ
て
、「
今
の

大
臣
は
」
な
ど
と
聞
く
と
「
小
泉
さ
ん
で
し
ょ

う
」
と
答
え
て
い
る
。

ま
た
あ
る
日
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
彼
女

の
誕
生
日
を
聞
い
て
い
た
ら
し
く
、
ケ
ー
キ

を
持
っ
て
参
上
す
る
場
面
も
あ
っ
た
。
彼
女

は
大
変
喜
ん
で
、
ご
み
だ
ら
け
の
部
屋
の
椅

子
に
坐
っ
た
ま
ま
ケ
ー
キ
に
蝋
燭
を
立
て
、

火
を
消
す
と
重
な
っ
た
ご
み
袋
の
中
か
ら
手

探
り
で
包
丁
を
出
し
ケ
ー
キ
を
切
っ
て
こ
れ

も
手
探
り
の
割
箸
で
食
べ
は
じ
め
た
。

彼
女
の
年
齢
が
私
に
近
い
の
が
分
か
り
、

何
と
な
く
慄
然
と
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
尚
も
、
あ
る
時
か
ら
濃
厚
な
化
粧

を
し
は
じ
め
て
派
手
な
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
り
、

区
の
集
会
に
参
加
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
映

さ
れ
て
い
た
。

背
中
は
ひ
ど
く
曲
が
り
、
手
押
し
車
で
歩

い
て
い
る
姿
で
も
、
何
か
自
信
の
よ
う
な
も

の
さ
え
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
に
も
若
い
頃
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
今
は
誰
も
が
清
潔
を
愛
し
、
悪
臭

あ
く

や
ご
み
は
悪
の
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
で
さ
え
、
清
潔
な
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
家
の
中
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
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い
う
変
な
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
人
の
ご
み
へ
の
執
着
は
異
常
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
現
代
の
清
潔
へ
の
執
着
も
や
、

異
常
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
男
性
も
い
い

匂
い
の
香
料
を
つ
け
て
、
昔
の
男
の
匂
い
な

ど
毛
ほ
ど
も
な
い
。

昭
和
は
ト
イ
レ
の
匂
い
だ
ら
け
だ
っ
た
し
、

家
に
は
、
そ
の
家
の
匂
い
が
あ
っ
た
。

ご
み
は
悪
、
匂
い
は
悪
、
虫
は
悪
の
世
の

中
で
は
ご
み
の
中
で
暮
ら
す
老
女
は
、
テ
レ

ビ
で
取
り
上
げ
る
に
は
最
も
興
味
あ
る
存
在

な
の
で
あ
る
。

ご
み
を
一
つ
ず
つ
取
り
上
げ
虫
の
湧
い
た

袋
を
映
す
。
黴
に
青
く
な
っ
た
パ
ン
を
映
す
、

若
い
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
悲
鳴
を
映
す
。

人
の
悲
し
み
や
、
孤
独
や
、
背
の
曲
が
っ

た
彼
女
の
老
い
の
姿
は
、
こ
こ
で
は
狂
気
と

悪
の
権
化
な
の
で
あ
る
。

自
分
は
そ
う
で
は
な
い
、
私
は
も
っ
と
清

潔
だ
と
い
う
安
心
感
と
、
こ
こ
ま
で
は
老
い

て
い
な
い
と
い
う
優
越
感
が
込
み
上
げ
て
く

る
。自

分
で
は
平
気
で
い
る
の
に
、
外
か
ら
見

た
自
分
は
こ
の
よ
う
に
み
ぢ
め
に
汚
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
老
女
は
気
付
い
て
い
な
い
。

老
い
と
い
う
の
は
、
孤
独
と
い
う
の
は
、

こ
ん
な
無
惨
な
姿
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
だ

と
い
う
気
持
ち
が
残
っ
た
。

夫
が
亡
く
な
り
二
階
に
娘
夫
婦
が
同
居
し

て
い
る
私
は
、
幸
せ
な
老
後
と
思
わ
れ
て
い

る
が
庭
の
雑
草
を
抜
き
た
い
と
思
っ
て
も
、

本
当
に
少
し
ず
つ
し
か
思
い
が
と
げ
ら
れ
な

い
。か

ろ
う
じ
て
台
所
の
仕
事
だ
け
は
、
自
分

の
生
命
の
た
め
に
心
を
こ
め
て
作
っ
て
い
る

が
、
ご
み
な
ど
は
い
つ
も
娘
に
出
し
て
も
ら

う
。
た
っ
た
一
人
だ
っ
た
ら
私
も
ま
た
ご
み

に
埋
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。

若
い
頃
は
、
掃
除
が
好
き
で
朝
夕
廊
下
を

拭
い
て
い
た
。
中
廊
下
は
、
毎
日
お
か
ら
で

拭
き
込
ん
だ
り
し
て
、
庭
も
芝
を
植
え
て
夫

が
い
つ
も
刈
り
込
ん
で
く
れ
て
い
た
。

今
は
好
き
な
野
草
が
一
面
に
広
が
っ
て
、

芒
、
藤
袴
、
水
引
草
や
ほ
と
と
ぎ
す
、
現
の

証
拠
な
ど
が
足
の
踏
み
場
な
く
繁
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

繁
っ
た
野
草
は
、
四
季
折
々
花
を
咲
か
せ

る
。

虫
は
好
き
で
、
自
分
で
鈴
虫
を
取
り
寄
せ

毎
年
ふ
え
続
け
て
、
今
年
は
六
つ
の
篭
に
数

え
き
れ
ぬ
程
孵
し
、
十
月
末
ま
で
鳴
い
て
く

れ
る
。

蛙
が
棲
み
、
守
宮
が
棲
み
、
緑
い
ろ
の
ば
っ

た
も
絶
え
る
こ
と
な
く
年
々
庭
中
に
孵
っ
て

い
る
。

守
宮
は
門
燈
の
周
り
に
棲
ん
で
い
て
、
小

さ
い
子
供
の
守
宮
が
門
柱
の
木
肌
を
滑
り
下

り
て
来
る
。

そ
れ
が
可
愛
い
と
思
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

思
い
返
せ
ば
、
戦
中
戦
後
の
暮
ら
し
か
ら
、

今
は
遠
く
遠
く
隔
っ
て
し
ま
っ
た
。

あ
の
頃
は
、
食
べ
る
も
の
も
な
か
っ
た
の

で
、
ご
み
が
出
る
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。人

は
本
来
、
空
間
を
埋
め
た
い
と
い
う
願

望
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

老
女
は
た
ま
た
ま
そ
の
対
象
が
ご
み
で
あ
っ

た
。
汚
い
と
か
、
臭
い
と
か
を
忘
れ
て
自
分

が
ご
み
に
囲
ま
れ
て
安
心
を
得
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

草
や
虫
に
埋
も
れ
て
安
心
し
て
い
る
自
分

と
同
じ
よ
う
に
。
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