
16

老
い
て
思
う
こ
と
。
い
つ
の
間
に
か
筋
肉

が
消
え
て
ゆ
く
。
足
が
固
く
な
り
自
分
の
思

い
通
り
に
、
動
け
な
い
。
そ
れ
が
全
く
知
ら

ぬ
う
ち
、
少
し
ず
つ
だ
か
ら
怖
い
。
自
分
の

欲
望
を
い
つ
も
と
げ
た
い
と
思
う
。
し
た

が
っ
て
我
儘
と
な
る
。

自
分
を
通
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
周
り
の

人
の
手
を
借
り
る
。
周
り
の
者
は
、
そ
れ
を

介
護
と
し
て
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

人
で
食
事
が
で
き
、
一
人
で
排
泄
で
き
て

や
っ
と
の
一
人
前
と
な
る
。

そ
の
私
、
や
っ
と
一
人
前
す
れ
す
れ
の
私

が
友
人
に
助
け
ら
れ
て
八
十
五
歳
で
歌
集
を

出
す
こ
と
を
し
た
。
何
気
な
く
作
っ
た
の

に
、
実
に
大
変
だ
っ
た
。

皆
は
喜
ん
で
く
れ
た
。

さ
あ
そ
の
後
、
何
気
な
く
お
送
り
し
た
方

た
ち
か
ら
お
菓
子
届
き
、
お
米
届
き
、
果
物

届
き
、
お
芋
届
き
尚
お
祝
い
ま
で
。
毎
日
の

よ
う
に
送
ら
れ
て
き
た
。

お
米
の
時
は
、
戦
時
中
だ
っ
た
ら
家
族
が

ど
ん
な
に
喜
ん
だ
ろ
う
に
と
、
し
み
じ
み
と

眺
め
た
。

御
礼
の
返
信
を
全
部
か
く
な
ど
、
思
い
も

及
ば
な
い
量
で
あ
る
。
夏
の
暑
い
日
々
の
中

で
、
貧
血
の
持
病
を
抱
え
て
、
何
で
こ
ん
な

こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

愚
か
な
私
は
食
欲
も
な
く
そ
の
思
い
で
体

中
の
肉
が
又
削
げ
て
い
っ
た
。

二
週
間
に
一
度
、
大
学
病
院
に
点
滴
に
ゆ

く
。上

の
娘
が
八
時
半
に
現
れ
る
。
私
は
時
間

た
っ
ぷ
り
と
っ
て
六
時
半
に
起
き
、
仏
様
と

お
茶
を
の
み
、
着
が
え
し
て
か
ら
（
こ
れ
が

時
間
が
か
か
る
）
ゆ
っ
く
り
ト
ー
ス
ト
一
枚

位
食
べ
る
。

や
が
て
マ
ス
ク
を
し
た
娘
が
来
て
、
車
を

呼
び
七
、八
分
ま
っ
て
、
病
院
に
つ
く
。

大
勢
の
人
が
も
う
待
合
室
一
ぱ
い
並
ん
で

い
る
。

点
滴
は
処
置
室
で
す
る
の
で
、
娘
が
予
約

表
と
カ
ー
ド
を
も
っ
て
受
付
に
行
く
間
、
処

置
室
の
前
に
坐
っ
て
い
る
。

名
前
を
呼
ば
れ
、
ベ
ッ
ト
に
横
に
な
り
、

輸
血
が
始
ま
る
。
天
井
を
眺
め
な
が
ら
、
こ

の
点
滴
で
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
は
幸
せ
だ

と
思
う
。

私
が
生
き
る
上
で
こ
れ
が
な
け
れ
ば
私
は

も
う
こ
の
世
に
い
な
い
の
だ
か
ら
。

点
滴
の
日
は
朝
早
く
起
き
る
た
め
に
、
心

命
を
い
た
だ
く
日

内　

野　

潤　

子

（
歌
人
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）
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静
ま
れ
ば
ひ
た
す
ら
眠
く
な
る
。
主
治
医
の

ス
ミ
子
先
生
が
、
何
度
か
今
日
の
顔
い
ろ
を

見
に
来
て
下
さ
る
ら
し
い
の
に
、
多
分
口
を

開
け
て
無
様
に
寝
て
い
る
ら
し
い
。「
三
度

と
も
眠
っ
て
い
た
よ
」
と
笑
わ
れ
る
。

お
昼
前
に
、
よ
う
や
く
付
き
添
い
の
選
手

交
代
と
な
る
。
お
む
す
び
を
持
っ
て
、
下
の

娘
が
や
っ
て
く
る
。

下
の
娘
は
八
十
八
歳
の
姑
さ
ん
を
つ
い
こ

の
間
見
送
っ
た
ば
か
り
で
、
介
護
は
ベ
テ
ラ

ン
、
青
梅
線
の
羽
村
か
ら
来
て
く
れ
る
。

「
こ
ん
に
ち
わ
」

「
今
何
時
」「
十
二
時
十
分
前
」「
十
二
時

半
に
食
べ
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
。

血
小
板
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
液
を
四
種
類

を
の
み
こ
ん
だ
体
は
な
ん
と
な
く
暖
か
い
。

か
け
布
団
を
た
た
ん
で
、
食
事
し
や
す
く

し
て
、
娘
が
お
こ
し
て
く
れ
る
。
さ
あ
ご
飯

だ
。半

分
お
き
て
、
タ
オ
ル
を
広
げ
て
、
お
む

す
び
、
梅
干
し
と
鮭
を
半
分
、
あ
と
ひ
じ
き

の
煮
た
の
や
、
玉
子
や
き
、
コ
ロ
ッ
ケ
一

こ
、
小
さ
い
が
ん
も
ど
き
も
あ
る
。
娘
の
大

き
い
魔
法
瓶
の
ほ
う
じ
茶
こ
れ
が
熱
く
て
、

と
て
も
お
い
し
い
。
外
の
も
の
は
い
ら
な

い
。
何
と
ぜ
い
た
く
な
昼
食
。

ゆ
っ
く
り
食
べ
る
間
も
処
置
室
は
、
人
の

出
入
り
の
は
げ
し
い
こ
と
。

何
か
一
人
の
お
じ
い
さ
ん
が
大
声
で
文
句

を
い
う
。

こ
こ
の
看
護
士
さ
ん
は
、
皆
や
さ
し
い
。

見
捨
て
ら
れ
た
、
お
じ
い
さ
ん
に
、「
ど

う
し
た
の
、
大
丈
夫
よ
」
と
か
な
ら
ず
声
を

か
け
て
ゆ
く
の
だ
。

声
は
大
事
だ
。
ほ
ん
の
ひ
と
言
で
も
、
あ

た
り
が
や
わ
ら
か
く
な
る
。

後
半
に
入
る
と
、
私
は
下
の
娘
に
「
ゆ
っ

く
り
し
て
き
て
」
と
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム
を
上

げ
る
。

満
腹
の
私
は
、
又
う
と
う
と
と
す
る
。

あ
と
も
う
一
袋
、
吊
り
下
が
っ
た
輸
血
の

袋
を
見
つ
め
て
幸
せ
だ
な
あ
と
思
う
。
人
の

手
を
借
り
て
い
る
の
に
、
自
分
一
人
で
生
き

て
い
る
感
じ
は
な
ん
て
い
い
の
か
。

気
を
つ
か
わ
ず
、
二
人
の
娘
に
抱
か
れ
る

時
間
。
私
は
や
っ
ぱ
り
ぜ
い
た
く
な
の
だ
。

終
り
が
き
て
、
周
り
の
看
護
士
さ
ん
た
ち

に
も
、
最
敬
礼
す
る
。
帰
る
前
に
、
診
察
し

て
下
さ
る
ス
ミ
子
先
生
に
会
い
に
ゆ
く
。

ス
ミ
子
先
生
四
十
代
か
な
。
暮
に
は
ア
メ

リ
カ
に
も
呼
ば
れ
る
え
ら
い
方
な
の
に
い
つ

も
い
い
こ
と
を
言
っ
て
下
さ
る
の
だ
。

「
顔
色
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。

「
や
せ
て
腕
し
わ
し
わ
」
と
私
。「
年
を
取
れ

ば
み
ん
な
そ
う
な
る
の
よ
」。

「
先
生
の
腕
は
つ
る
つ
る
で
美
人
で
い
い

な
あ
」
と
私
。「
あ
な
た
の
年
に
な
れ
ば
あ

た
り
ま
え
よ
。
今
は
い
ろ
い
ろ
科
学
も
す
す

ん
で
、
耳
が
遠
く
て
も
、
補
聴
器
で
ち
ゃ
ん

と
人
と
会
話
が
で
き
る
し
、
ど
ん
ど
ん
そ
う

い
う
も
の
を
使
っ
て
、
明
る
い
毎
日
を
生
き

な
け
れ
ば
う
そ
よ
。
あ
な
た
は
ま
だ
ま
だ
元

気
で
い
ら
れ
ま
す
」。
次
の
輸
血
の
予
約
日

を
き
め
て
、
私
の
一
日
の
終
り
は
午
後
三
時

半
。帰

り
に
は
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
ア
イ
ス
食
べ

る
？
」
と
娘
が
訊
く
。「
勿
論
」。
一
日
の
自

分
へ
の
ご
ほ
う
び
を
、
出
口
に
あ
る
お
店
で

買
っ
て
き
て
ロ
ビ
ー
の
椅
子
に
座
り
、
二
人

で
半
分
ず
つ
食
べ
る
。
八
十
五
歳
の
一
日
で

し
た
。
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私
の
手
元
に
は
、
こ
の
半
年
間
に
出
版
さ

れ
た
詩
集
が
十
数
冊
と
、
二
つ
の
歌
集
が

あ
る
。
い
ず
れ
も
作
者
の
年
令
は
高
い
け

れ
ど
、
二
つ
の
歌
集
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は

九
十
九
才
の
女
性
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

八
十
五
才
の
女
性
、
内
野
潤
子
で
あ
る
。

私
は
今
、
歌
集
『
花
芽
』
に
魅
了
さ
れ
て

い
る
。
若
い
頃
か
ら
日
本
の
伝
統
的
短
詩
型

文
学
に
親
し
む
こ
と
な
く
、
そ
の
五
・
七
調

の
流
麗
な
リ
ズ
ム
に
こ
そ
詩
の
退
廃
を
感
じ

取
り
、
ひ
た
す
ら
退
け
て
き
た
こ
の
私
が
、

あ
ろ
う
こ
と
か
、
内
野
潤
子
の
歌
の
、
日
本

語
の
美
し
さ
に
癒
さ
れ
、
酔
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
手
元
に
あ
る
十

数
冊
の
詩
集
の
全
般
に
わ
た
る
言
葉
の
虚
し

さ
は
何
と
し
よ
う
。

編
年
体
で
編
ま
れ
た
こ
の
本
の
冒
頭
、
作

者
五
十
六
才
の
作
品
〈
苛
立
ち
の
消
え
ず

荒
々
と
働
き
て
ガ
ラ
ス
の
破
片
に
指
先
を
切

る
〉
を
含
む
六
十
才
ま
で
の
作
品
群
は
、
人

生
の
暗
さ
を
覗
か
せ
る
作
品
が
目
立
つ
。

〈
快
く
飲
ま
せ
ろ
と
酔
へ
る
夫
が
言
ひ
弟
も

言
ふ
亡
き
父
の
ご
と
く
に
〉
な
ど
。

そ
れ
は
、
東
京
の
郊
外
の
住
宅
街
に
居
を

構
え
る
作
者
の
、
小
さ
な
庭
に
お
い
て
さ

え
、
陰
惨
さ
を
帯
び
て
く
る
。〈
十
薬
の
繁

る
庭
隅
禽
獣
の
墓
処
と
な
り
て
い
よ
い
よ
暗

し
〉。
け
れ
ど
暗
さ
は
極
ま
る
と
明
る
さ
を

求
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
作
者
の
五
感
は
伸

び
伸
び
と
冴
え
わ
た
る
。〈
裏
の
家
に
住
む

女
子
学
生
木
綿
の
掻
巻
干
せ
り
わ
が
窓
に
向

け
て
〉〈
樟
の
木
の
秀
の
一
と
こ
ろ
風
動
く

と
見
る
間
に
諸
葉
さ
や
ぎ
は
じ
め
ぬ
〉。
や

が
て
娘
が
嫁
ぎ
孫
が
生
ま
れ
る
。〈
嫁
ぐ
娘

に
関
は
れ
ば
絶
え
間
な
く
動
く
湖
の
面
の
如

き
思
ひ
ぞ
〉〈
男
孫
授
か
り
し
朝
枝
そ
よ
ぐ

萩
の
盛
り
と
長
く
思
は
む
〉。

一
方
、“
人
間
は
夢
と
同
じ
材
料
で
で
き

て
い
て
、
そ
の
小
さ
な
生
は
眠
り
に
囲
ま
れ

て
い
る
”
と
い
う
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
こ
と

ば
は
、
私
達
の
生
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
側
面

を
言
い
当
て
て
い
る
。〈
父
と
暮
ら
し
し
部

屋
に
臥
し
ゐ
る
老
母
が
帰
り
た
き
幻
の
家
あ

る
を
言
ふ
〉。〈
持
つ
鼓
失
ひ
た
れ
ば
稚
児
の

雛
の
空
を
打
つ
指
あ
え
か
に
繊
し
〉
な
ど
に

み
ら
れ
る
。

ま
た
、〈
胸
深
く
刺
さ
る
一
本
の
楔く
さ
びあ

り

触
れ
ね
ば
静
か
に
そ
の
位
置
保
つ
〉
と
い
う

激
し
さ
を
秘
め
た
作
品
が
あ
る
。
こ
こ
で
、

庄
野
潤
三
『
夕
べ
の
雲
』
に
つ
い
て
坂
田
寛

夫
が
書
い
て
い
る
こ
と
ば
を
思
い
出
す
。

内
野
潤
子
歌
集
『
花
芽
』
に
み
る
生
命
賛
歌

宮　

地　

智　

子

（
詩　

人
）
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“
庄
野
さ
ん
の
明
る
さ
は
人
生
の
本
質
的
な

暗
さ
に
対
す
る
洞
察
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、

と
は
江
藤
淳
氏
の
卓
見
だ
が
”。
こ
の
こ
と

ば
は
、
内
野
潤
子
の
歌
に
通
底
す
る
も
の
で

あ
る
。
六
十
一
才
の
歌
は
、〈
裸
に
て
寝
か

せ
る
時
に
嬰
児
は
触
る
る
も
の
な
き
を
怖
れ

て
泣
け
り
〉〈
食
べ
て
寝
て
い
つ
か
癒
ゆ
る

を
信
じ
を
り
月
の
光
の
か
た
は
ら
に
眠
る
〉。

そ
の
明
る
さ
の
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

お
か
し
み
、
あ
る
い
は
ユ
ー
モ
ア
が
挙
げ

ら
れ
る
。
六
十
二
才
の
歌
〈
足
元
に
這
い

寄
り
吾
に
抱
け
と
い
ふ
赤
児
持
ち
上
ぐ
る
力

日
々
満
つ
〉、　

六
十
三
才
の
歌
〈
蝌
蚪
の

群
暗
む
ば
か
り
に
孵
り
た
る
池
の
面
抜
き
て

沢お
も

瀉だ
か

咲
け
り
〉、〈
病
室
に
点
滴
さ
れ
て
ゐ
る

夫
が
わ
が
髪
の
白
く
な
り
た
る
を
言
ふ
〉、

〈
灯
点
さ
ず
独
り
聞
き
入
る
虫
の
声
現
身
の

消
え
魂
の
み
の
わ
れ
〉
な
ど
は
、
ユ
ー
モ
ア

も
、
明
も
暗
も
入
り
乱
れ
、
男
性
作
家
と
は

別
の
、
生
命
を
育
む
者
と
し
て
の
愛
が
漲
っ

て
い
る
。
六
十
四
才
の
歌
、〈
水
に
打
た
せ

流
し
に
洗
ふ
新
巻
は
口
よ
り
あ
ま
た
荒
塩
を

吐
く
〉、〈
杳
き
日
に
夢
み
し
日
々
は
今
な
ら

む
風
に
揉
ま
れ
て
咲
く
花
水
木
〉。
六
十
五

才
の
歌
、〈
私
が
帰
る
と
き
泣
く
か
と
問
ふ

幼
児
泣
く
泣
く
と
返
事
す
る
外
は
な
し
〉。

六
十
六
才
の
歌
、〈
身
辺
に
保
つ
光
は
雪お

花か

菜ら

も
て
わ
が
拭
き
込
め
る
中
廊
下
の
み
〉、

〈
水
の
音
風
の
匂
ひ
に
癒
や
さ
る
る
心
は
何

に
傷
つ
き
て
ゐ
し
〉。
六
十
七
歳
の
歌
〈
常

そ
こ
に
在
る
人
の
ご
と
子
の
妻
は
エ
プ
ロ
ン

を
掛
け
洗
ひ
物
を
す
る
〉
の
、
姑
と
い
う
立

場
の
作
者
が
さ
り
気
な
く
讃
え
る
嫁
の
姿

の
、
何
と
い
う
健
や
か
さ
、
す
が
す
が
し
さ

で
あ
ろ
う
。

六
十
八
才
の
歌
、〈
夕
日
射
す
庭
に
佇
む

わ
が
影
の
胸
の
あ
た
り
に
白
す
み
れ
咲
く
〉

の
可
憐
さ
の
奥
に
あ
る
凄
み
。〈
東
の
空
に

大
き
虹
立
ち
し
み
じ
み
と
仰
ぎ
ぬ
願
ふ
こ
と

何
も
な
し
〉
の
虚
心
。
六
十
九
才
の
歌
、

〈
為
す
事
無
き
に
は
非
ず
も
や
し
の
根
つ
み

て
厨
に
ひ
と
時
居
り
ぬ
〉
の
か
ろ
や
か
さ
。

七
十
才
の
歌
、〈
た
と
え
ば
手
の
ひ
ら
に
の

せ
温
か
く
鼓
動
や
す
ま
ぬ
歌
作
り
た
し
〉、

〈
井
戸
水
を
浄
む
と
飼
は
れ
ゐ
し
水
底
の
一

尾
の
鮒
わ
が
胸
に
棲
む
〉、〈
何
事
も
受
身

に
生
き
て
生
き
や
す
し
眩
暈
が
時
に
吾
を

救
へ
り
〉。
年
を
重
ね
る
毎
に
深
ま
る
詩
境

は
、
病
い
さ
え
救
い
と
言
い
、
歌
論
そ
の

も
の
を
歌
に
し
て
し
ま
う
。
七
十
二
才
の

歌
、〈
声
上
げ
て
泣
け
ば
悲
し
み
の
流
れ
出

づ
も
の
言
わ
ず
な
り
し
弟
の
辺
に
（
井
口
樹

生
）〉
の
、
何
の
衒
も
な
い
絶
唱
。〈
言
ひ
た

き
は
最
も
言
ひ
て
な
ら
ぬ
こ
と
一
人
静
の
花

穂
に
屈
む
〉
や
七
十
四
才
の
歌
、〈
人
の
写

る
写
真
は
も
の
言
は
ざ
れ
ど
花
の
写
真
の
無

限
に
語
る
〉
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
な
か
に
み
る

真
実
。
七
十
六
才
の
歌
、〈
よ
ろ
こ
び
は
淡

き
ほ
ど
よ
し
鈴
虫
の
五
つ
の
籠
に
霧
吹
き
か

け
つ
〉
の
至
福
。
他
に
、
こ
の
歌
集
の
嬉

し
さ
は
、
食
べ
物
が
し
ば
し
登
場
す
る
こ

と
で
あ
る
。〈
幼
児
も
少
年
少
女
祖
父
母
わ

れ
ら
同
じ
顔
に
な
り
ソ
フ
ト
ア
イ
ス
食
ふ
〉

（
七
十
三
才
）。

八
十
才
を
越
え
る
と
ま
る
で
童
女
の
よ

う
に
闊
達
で
あ
る
。〈
何
も
か
も
許
す
広
さ

を
持
た
ざ
れ
ば
時
に
は
怒
る
楽
し
み
も
あ

る
〉。
掉
尾
を
飾
る
「
三
家
族
」
と
題
さ
れ

た
八
首
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、〈
こ
の
世
に
て

よ
く
ぞ
会
い
得
し
曾
孫
の
し
め
り
た
る
足
両

手
に
つ
つ
む
〉
の
、
こ
の
し
め
り
た
る
足

3

3

3

3

3

3

の
、
小
さ
な
命
の
い
と
お
し
さ
よ
。
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長
い
こ
と
、「
図
書
新
聞
」
で
同
人
雑
誌

の
時
評
を
書
い
て
き
た
。
最
近
、
よ
く
目
に

付
く
の
は
、
同
人
雑
誌
の
将
来
に
危
機
を
感

じ
る
旨
の
発
言
が
多
い
こ
と
だ
。
そ
う
し
た

風
潮
が
反
映
し
て
い
る
も
の
か
、
近
年
、
同

人
誌
間
の
連
携
を
密
に
し
よ
う
と
い
う
動
き

が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
危
機
を
感

じ
、
周
章
狼
狽
す
る
の
か
不
思
議
な
感
じ
も

す
る
。

連
携
の
密
は
と
も
か
く
、
人
は
何
か
を
書

き
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が

ら
、
決
し
て
同
人
雑
誌
が
な
く
な
る
こ
と
は

な
い
。
同
人
雑
誌
に
所
属
す
る
の
は
、
作
家

と
し
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
い
と
い
う
人

が
多
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
、
そ
う
し
た

こ
と
に
は
さ
ほ
ど
関
心
が
な
く
、
書
い
た
も

の
を
活
字
に
で
き
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
人
も

い
る
。
私
な
ど
は
活
字
に
で
き
れ
ば
そ
れ
で

よ
い
と
い
う
考
え
だ
。
同
人
雑
誌
体
験
が
な

い
け
れ
ど
、
作
家
と
し
て
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー

し
た
人
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
直
接
、
文
学

賞
に
応
募
し
て
入
選
し
、
文
壇
に
躍
り
出
る

場
合
な
ど
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
は
、
多
分
に
運
も
つ
い
て
ま
わ

る
。
第
一
回
吉
川
英
治
賞
を
受
賞
し
た
須
知

徳
平
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
妻
が
病
気
に

な
り
、
殺
到
す
る
原
稿
依
頼
に
対
応
で
き
な

か
っ
た
。
須
知
が
「
そ
れ
が
、
私
が
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
乗
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理

由
な
ん
だ
」
と
、
ポ
ツ
リ
と
漏
ら
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
須
知
の
場
合
は
、

受
賞
作
『
春
来
る
鬼
』
が
映
画
化
さ
れ
、
少

年
文
学
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
り
、
故
郷

の
盛
岡
の
大
学
で
児
童
文
学
の
教
授
も
務

め
、
文
人
と
し
て
は
立
派
な
生
涯
を
お
く
っ

た
と
い
え
る
。

詩
人
の
林
富
士
馬
は
若
い
と
き
、
太
宰
治

か
ら
「
林
、
文
学
に
は
友
情
な
ん
て
な
い
の

だ
」
と
言
わ
れ
、
ひ
ど
く
落
胆
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
林
は
毎
日
の
よ
う
に
太
宰
の
も
と

に
通
っ
て
い
た
。
林
が
慶
応
大
学
文
学
部
の

学
生
の
と
き
で
あ
る
。
医
者
の
息
子
で
、
い

わ
ば
坊
ち
ゃ
ん
と
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
い

同
人
雑
誌
と
文
学
の
友
情

志し　

村む
ら　

有く
に　

弘ひ
ろ

（
文
芸
評
論
家
）
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た
林
は
、
慶
応
に
入
っ
た
も
の
の
最
初
か
ら

卒
業
す
る
気
は
な
か
っ
た
。
佐
藤
春
夫
の
門

下
生
に
な
る
と
き
に
は
、
母
親
が
林
に
付
き

添
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
佐
藤
の

家
で
太
宰
治
と
知
り
合
い
、
両
者
の
親
交
が

始
ま
っ
た
。

林
が
佐
藤
家
で
初
め
て
太
宰
と
顔
を
合
わ

せ
た
そ
の
日
、
家
に
帰
る
林
に
太
宰
は
そ

の
ま
ま
付
い
て
き
て
夕
方
ま
で
林
の
家
に

い
た
。
林
の
母
が
寿
司
を
と
っ
て
太
宰
に
出

し
た
が
、
太
宰
は
そ
れ
に
手
を
付
け
ず
、

夕
方
、「
林
君
、
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
」

と
言
っ
た
。
林
は
「
初
め
て
会
っ
た
人
か
ら

金
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
、
こ
れ
こ

そ
文
学
だ
と
思
い
、
大
層
感
激
し
た
」
と
話

し
て
い
た
。

林
は
、「
太
宰
さ
ん
は
朝
か
ら
原
稿
を
書

い
て
い
て
、
夜
は
執
筆
活
動
は
し
て
い
な

か
っ
た
と
思
う
」
と
も
話
し
て
い
た
。
前
述

の
こ
と
に
戻
る
が
、
文
学
青
年
の
林
に
と
っ

て
、「
林
、
文
学
に
は
友
情
な
ん
て
な
い
の

だ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
青
天
の
霹
靂
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
林
は
文
学
仲
間
を
大
事
に

す
る
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
た
め
、
友

人
が
振
り
向
い
て
く
れ
な
い
と
き
は
、
大
層

寂
し
が
る
性
癖
が
あ
っ
た
。
太
宰
の
「
文
学

に
は
友
情
な
ん
て
な
い
の
だ
」
と
い
う
言
葉

を
聞
い
て
、
林
は
文
学
を
や
め
る
決
意
を
固

め
、
慶
応
大
学
を
退
学
し
て
日
本
医
科
大
学

に
入
る
。
先
輩
作
家
に
「
文
学
に
は
友
情
な

ん
て
な
い
」
と
言
わ
れ
た
く
ら
い
で
、
文
学

の
世
界
か
ら
足
を
洗
う
な
ど
、
生
真
面
目
す

ぎ
る
と
思
う
の
だ
が
、
当
時
の
林
に
は
重

く
、
辛
い
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
林
は
一
度
は
文
学
の
道
を
断
念

し
た
は
ず
な
の
に
、
再
び
そ
の
世
界
に
舞
い

戻
る
こ
と
に
な
る
。「
文
学
に
は
友
情
な
ん

て
な
い
」
…
…
こ
の
言
葉
は
な
に
も
文
学
の

世
界
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

所
詮
、
人
間
の
つ
き
あ
い
な
ど
と
い
う
も
の

は
、
義
理
が
ら
み
の
も
の
が
多
く
、
そ
の
人

を
ど
こ
ま
で
許
せ
る
か
で
つ
き
あ
う
こ
と
が

多
い
。

同
人
誌
所
属
の
同
人
た
ち
は
文
学
仲
間
で

あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
と
は
い
え
、
文
学
の

営
み
と
い
う
も
の
は
、
所
詮
は
孤
独
な
も
の

だ
。
人
気
作
家
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
人
と
の

親
し
い
交
流
を
持
つ
場
は
制
限
さ
れ
る
。
孤

に
徹
し
な
け
れ
ば
、
作
品
な
ど
書
け
よ
う
は

ず
も
な
い
。
同
人
誌
は
各
同
人
が
身
銭
を

切
っ
て
会
費
を
支
払
い
、
そ
の
雑
誌
に
自
分

の
書
き
た
い
こ
と
を
書
い
て
発
表
し
て
ゆ
く

も
の
だ
。

私
の
場
合
、
同
じ
同
人
誌
に
所
属
し
た

今
川
徳
三
（
歴
史
小
説
家
）・
右
近
綾
（
詩

人
）・
大
泉
滉
（
俳
優
・
故
人
）・
小
野
孝

二
（
作
家
・
故
人
）・
加
藤
愛
夫
（
詩
人
・

故
人
）・
武
田
隆
子
（
詩
人
・
故
人
）・
中
村

晃
（
歴
史
小
説
家
）・
花
村
奨
（
小
説
家
・

故
人
）
ら
と
親
し
く
交
流
で
き
た
こ
と
は
、

懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
な
に

よ
り
の
宝
物
と
な
っ
て
い
る
。
小
野
か
ら
は

江
戸
川
乱
歩
、
花
村
か
ら
は
長
谷
川
伸
の
話

を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
同
人
誌
の
編
集
を

し
て
い
た
と
き
、
大
掛
史
子
（
詩
人
）・
榊

山
潤
（
小
説
家
）・
島
尾
ミ
ホ
（
小
説
家
・

島
尾
敏
雄
夫
人
）・
西
野
辰
吉
（
小
説
家
）・

原
田
種
夫
（
詩
人
・
小
説
家
）
ら
か
ら
寄
稿

し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
榊
山
も
島

尾
も
西
野
も
原
田
も
今
は
鬼
籍
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
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首
里
城

佐　

川　

毅　

彦

な
ん
と
あ
の
男
、
同
じ
ク
ラ
ス
だ
っ
た

精
神
を
病
ん
で
入
院
中
の
安
島
で
は
な
い

か
。
一
緒
に
い
る
の
は
奥
方
の
よ
う
で
あ

る
。い

か
ん
、
私
は
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け

て
、
知
ら
ん
ふ
り
を
す
る
。

私
に
気
づ
か
ず
、
ゾ
ン
ビ
は
受
付
の
方

へ
い
っ
た
。
私
は
前
の
方
を
向
い
て
、
後

ろ
を
ふ
り
向
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
葬
儀

場
が
せ
ま
い
の
か
、
恩
河
家
の
人
々
が
か

な
り
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
。
右
側
の
先
頭

が
喪
主
の
恩
河
氏
で
あ
る
。
左
側
が
女
性

た
ち
で
あ
る
。

そ
の
中
の
一
人
に
私
は
目
を
う
ば
わ
れ

た
。沖

縄
に
は
い
な
い
タ
イ
プ
の
美
し
い
人

で
あ
る
。
私
は
場
所
も
わ
き
ま
え
ず
見
と

れ
て
し
ま
っ
た
。
今
ま
で
こ
の
よ
う
な
い

い
女
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
絵
描
き
の
血

が
騒
ぐ
。
絵
に
描
き
た
い
と
強
く
思
っ
た
。

座
っ
て
い
る
位
置
か
ら
恩
河
氏
の
次
女

だ
と
思
わ
れ
た
。

恩
河
氏
の
母
が
亡
く
な
っ
た
と
友
人
か
ら

連
絡
が
あ
り
告
別
式
に
行
け
な
い
の
で
香
典

を
頼
ま
れ
た
。
首
里
城
の
近
く
の
お
寺
で
葬

儀
は
行
わ
れ
て
い
た
。
受
付
に
は
、
顔
見
知

り
の
女
性
、
高
校
で
同
じ
ク
ラ
ブ
だ
っ
た
又

吉
が
い
た
。
と
な
り
に
陽
子
、
さ
ら
に
弘
子

が
い
る
。

後
に
座
っ
て
い
る
の
が
名
前
は
思
い
出
せ

な
い
が
飲
み
屋
の
オ
カ
ミ
、
皆
同
学
年
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
に
変
っ
て
い

る
け
ど
、
一
番
変
っ
た
の
は
私
だ
と
思
う
。

死
に
か
け
て
二
回
も
入
院
し
て
、
こ
こ
二
年

で
体
重
が
十
㎏
も
減
少
し
た
。
久
し
ぶ
り
で

盛
り
上
が
っ
た
が
こ
こ
で
同
窓
会
を
始
め
る

わ
け
に
も
ゆ
か
ず
と
り
あ
え
ず
線
香
を
あ
げ

て
ま
た
来
る
と
、
焼
香
の
列
に
並
ん
だ
。

寺
の
入
口
の
方
か
ら
白
髪
を
振
り
乱
し
た

異
常
な
目
付
の
老
人
が
ゾ
ン
ビ
の
よ
う
な
動

き
で
こ
ち
ら
へ
向
か
っ
て
来
る
。
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多
彩
な
話
題
が
躍
る
世
相
で
は
、
心
に

止
め
る
人
は
少
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
た
だ
い
ま
引
き
籠
り
状
態
に
あ
る
人
が

七
十
万
人
に
も
達
す
る
と
い
う
現
実
の
こ
と

だ
。
し
か
も
、
年
齢
の
分
布
に
平
均
化
が
見

ら
れ
る
と
か
で
、
諸
々
が
巡
る
。

つ
ま
り
、
十
代
、
二
十
代
の
人
で
あ
っ
た

な
ら
、
一い
っ

過か

性せ
い

の
、「
樹
木
の
成
長
す
る
苦

悩
」（
小
林
秀
雄
『
志
賀
直
哉
』
に
あ
る
表

現
）
に
も
擬ぎ

せ
ら
れ
る
が
、
四
十
代
、
五
十

代
と
も
な
る
と
、
そ
う
は
言
っ
て
い
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
。

翻ひ
る
が
えっ

て
私
達
は
、
普
通
に
は
、
理
性
・
知

性
を
学
び
、
思
考
力
を
涵
養
し
、
討
論
と
か

集
団
行
動
で
社
会
性
を
身
に
付
け
学
窓
を
出

て
、
社
会
人
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
そ

れ
以
外
、
言
葉
に
な
り
難に
く

い
何
か
が
、
ま
だ

あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
を
薄
々
、
感
じ
つ

つ
、
そ
う
し
て
い
る
気
配
が
あ
る
。

才
気
あ
る
真ま

面じ

目め

な
人
は
、
人
生
に
隠
れ

る
よ
う
に
存
在
す
る
そ
の
何
か
を
求
め
、
独

力
で
未
知
の
世
界
へ
分
け
入
る
こ
と
は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
既
に
問

題
は
潜
在
し
て
い
る
。
俗ぞ
く

諺げ
ん

に
“
二
兎
を
追

う
者
は
得え

ず
”
と
あ
る
が
、
と
か
く
両
り
ょ
う

立り
つ

と

い
う
こ
と
は
困
難
を
と
も
な
う
も
の
だ
か

ら
。
す
な
わ
ち
、
真
面
目
で
誠
実
な
人
が
、

人
生
に
正
解
の
よ
う
な
も
の
を
探
す
行
為

は
、
尊
い
こ
と
で
あ
る
反
面
、
周
囲
の
負
担

を
倍
加
し
た
り
、
迷
惑
と
い
う
か
た
ち
で
、

被
害
を
波
及
し
て
、
や
が
て
は
他
者
か
ら
、

う
と
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
へ
と
行
き
着
く
。

時
は
移
り
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
頭
を

切
り
換
え
て
社
会
性
、
人
間
関
係
の
回
復
に

努つ
と

め
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
意
外
に
難
儀
な
こ

と
な
の
だ
。

小
林
『
表
現
に
つ
い
て
』
に
は
、
妙
な
フ

レ
ー
ズ
が
二
度
、
出
て
来
る
。（
当
然
、
恋

愛
と
は
無
関
係
。）

「
私
達
は
一い
っ

た
ん
得
た
も
の
を
捨
て
去
る
事

は
出
来
な
い
様よ
う

に
作
ら
れ
て
ゐ
る
。」

「
一い
っ

た
ん
得
た
も
の
を
、
捨
て
去
る
事
は
出

来
な
い
苦
し
み
で
あ
る
。」

私
達
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
話
が
強
調
さ
れ

れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
背
後
に
実
際
に

あ
っ
た
、
つ
ま
り
人
生
経
験
と
い
う
も
の
を

想
像
す
る
。
例
に
挙
げ
た
、
人
生
に
真
ッ
正

面
か
ら
取
り
組
み
、
正
解
と
は
何
か
、
と
模

索
し
た
内
面
の
ド
ラ
マ
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で

「
一い
っ

た
ん
得
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
捨
て
去

る
」
に
は
「
苦
し
み
」
を
と
も
な
う
。
才
気

あ
る
人
が
結
果
的
に
孤
独
を
強
い
ら
れ
、
社

会
性
を
失
っ
て
い
く
過
程
に
も
、
同
様
の
も

の
を
感
得
し
て
し
ま
う
の
だ
。

し
か
し
、
人
間
は
そ
れ
で
も
歩
み
を
止
め

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
小
林
が

『「
罪
と
罰
」
に
つ
い
て
』
の
イ
ン
ト
ロ
で
、

こ
う
書
く
と
こ
ろ
を
引
く
（「
彼
」
は
ド
ス

非
決
定
性

志し　

村む
ら　

栄よ
し　

守も
り

（
評
論
家
）
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ト
エ
フ
ス
キ
イ
。）

「
彼
の
謎
め
い
た
作
品
は
、
あ
れ
こ
れ
の
解と

き
手て

を
期
待
し
て
ゐ
る
が
故ゆ
え

に
謎
め
い
て
ゐ

る
と
は
見
え
ず
、
そ
れ
は
、
彼
の
全
努
力
に

よ
っ
て
支さ
さ

へ
ら
れ
た
解
い
て
は
な
ら
ぬ
巨お
お

き

な
謎
の
力
と
し
て
現
れ
、
僕
に
さ
う
い
ふ
風

に
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
」。

ま
た
、
や
や
時
を
経へ

た
『
感
想
―
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
イ
の
こ
と
―
』
と
い
う
小
品
で

は
、
再
度
、
同
じ
内
容
を
書
い
て
い
る
。

「
僕
等
は
作
者
の
よ
う
な
全
努
力
の
尖せ
ん

端た
ん

と

言
っ
た
様
な
も
の
に
面
接
す
る
。
そ
れ
は
何

度
か
巨
き
な
非
決
定
性
で
あ
り
、
解
い
て
は

な
ら
ぬ
謎
の
力ち
か
らの

様
に
思
は
れ
る
。」

な
ぜ
、
執し
つ

拗よ
う

に
繰
り
返
し
た
か
、
そ
の
胸

の
内
は
こ
う
読
め
る
。
真
面
目
で
才
気
あ

る
、
加
え
て
向
上
心
の
旺
盛
な
人
が
嵌は
ま

る

“
観
念
の
迷め
い

宮き
ゅ
う”
と
で
も
言
う
し
か
な
い
陥か
ん

穽せ
い

が
、
人
生
に
は
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、

こ
こ
か
ら
の
脱
出
が
困
難
を
極
め
る
こ
と

を
、
他
の
誰
よ
り
も
知ち

悉し
つ

し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
と
。

な
ぜ
、
困
難
か
。
真
面
目
、
才
気
あ
る
、

向
上
心
が
旺
盛
等
々
の
ど
れ
も
が
美び

名め
い

で

あ
っ
て
、
否
定
す
べ
き
何
物
も
そ
こ
に
は
見

当
ら
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
こ
に
潜
む
見
え
難
い
一
種
の

傲ご
う

慢ま
ん

性せ
い

を
、
明
る
み
に
出
し
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
と
こ
ろ
に
、
小
林
の
有
り
難
さ
が
あ
る

と
思
っ
て
い
る
。
当
然
、
人
間
が
人
間
を
見み

下く
だ

す
と
い
う
類
の
話
で
は
な
い
。

こ
こ
に
は
、
そ
の
傲
慢
性
を
指
弾
す
る
、

小
林
の
象
徴
的
な
言
葉
が
姿
を
見
せ
て
い

る
。「
非
決
定
性
」
と
「
解
い
て
は
な
ら
ぬ
」

だ
。
し
か
も
こ
れ
ら
が
遡
さ
か
の
ぼる

こ
と
十
余よ

年ね
ん

の

『
Ｘ
エ
ッ
ク
スへ
の
手
紙
』
の
「
社
会
に
負
け
る
」
と

同ど
う

義ぎ

と
分
っ
た
時
に
は
、
閃せ
ん

光こ
う

が
走
っ
た
。

た
び
た
び
書
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
人

の
「
社
会
」（
ま
た
は
「
現
実
」）
が
、「
神
」

と
深
く
係
わ
る
こ
と
、
そ
の
化け

身し
ん

と
さ
え
言

え
る
、
こ
れ
が
思
想
の
主し
ゅ

柱ち
ゅ
うで

あ
り
、
鍵
で

も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
時
に
は
「
負

け
る
」
と
い
う
人
生
の
処し
ょ

し
方
に
俄が

然ぜ
ん

、
血

が
通か
よ

い
、
人
間
関
係
、
社
会
性
の
回
復
は
も

と
よ
り
、
さ
ら
に
一い
ち

段だ
ん

と
輝
か
し
い
人
生
の

創
造
へ
と
繋つ
な
がる
、
秘
密
の
メ
ソ
ッ
ド
か
と
思

え
て
来
る
。

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
一
つ
の
方ほ
う

途と

が
こ

う
あ
る
。「
道
徳
を
感
ず
る
に
は
、
正
真
正

銘
の
他
人
が
必
要
だ
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
他

人
は
、
友
情
と
い
ふ
深
刻
な
（
＝
普
通
に
は

“
本
当
の
ま
ご
こ
ろ
の
あ
る
”）
関
係
の
う
ち

に
し
か
現
れ
な
い
。」（『
道
徳
に
つ
い
て
』。）

こ
れ
が
、『
手
帖
』
の
以
下
と
リ
ン
ク
す

る
。

「
か
う
い
ふ
奇
妙
な
風
景
に
接
し
て
、
は
じ

め
て
他
人
と
い
ふ
も
の
が
自
分
を
映
し
て
く

れ
る
唯
一
の
歪ゆ
が

ん
で
ゐ
な
い
鏡
だ
と
合が

点て
ん

す

る
。」

「
友
情
と
い
ふ
深
刻
な
関
係
」、
つ
ま
り
、

恩お
ん

義ぎ

と
か
感
謝
の
念
を
覚
え
つ
つ
交
流
す
る

他
者
（
血
脈
の
有
無
と
は
別
に
）
が
、
己お
の

れ

の
過
去
（
時
間
）
ま
で
体
現
し
て
い
る
と
映

り
、
自
分
の
負お

う
べ
き
重
荷
ま
で
代
替
し
て

い
る
と
見
え
る
、
ま
る
で
「
徳
の
劇
」（
小

林
）
を
目
の
前
に
す
る
よ
う
な
瞬
間
は
あ
る
。

と
同
時
に
、
過
去
の
間
違
い
（
傲
慢
性
と

か
）
は
、
そ
れ
が
他
者
に
映
る
の
を
見
て
、

す
な
わ
ち
、
外
側
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
真
に
終
し
ゅ
う

息そ
く

す
る
、
と
い
う
奇
妙
な
仮か

説せ
つ

が

よ
ぎ
り
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
複

雑
な
感
動
が
去
来
す
る
。
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ブ
レ
ン
ダ
・
リ
ー
が
『
薔
薇
色
の
人
生
』

を
日
本
語
で
歌
う
七
イ
ン
チ
盤
の
レ
コ
ー
ド

に
、
中
古
レ
コ
ー
ド
店
の
リ
ア
ル
店
頭
で
遭

遇
し
、
手
に
入
れ
た
。
ブ
レ
ン
ダ
・
リ
ー
は

一
九
五
〇
年
代
の
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代

い
っ
ぱ
い
に
か
け
て
、
ヒ
ッ
ト
曲
を
た
く
さ
ん

レ
コ
ー
ド
に
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
歌

手
で
、
日
本
で
も
高
い
人
気
が
あ
っ
た
。

『
薔
薇
色
の
人
生
』
は
原
題
を
『
ラ
・

ヴ
ィ
・
ア
ン
・
ロ
ー
ズ
』
と
い
う
広
く
知
ら

れ
た
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
傑
作
で
、
日
本
の
多
く

の
人
た
ち
が
心
酔
し
た
の
は
、
残
念
な
が
ら

遠
い
昔
の
こ
と
だ
。
僕
が
手
に
入
れ
た
ブ
レ

ン
ダ
・
リ
ー
の
七
イ
ン
チ
盤
は
、
一
九
六
五

年
の
日
本
で
発
売
さ
れ
た
も
の
だ
。
Ａ
と
Ｂ

の
両
面
に
ブ
レ
ン
ダ
の
ヒ
ッ
ト
曲
が
二
曲
ず

つ
収
録
し
て
あ
る
。『
薔
薇
色
の
人
生
』
の

曲
名
の
あ
と
に
は
、（
日
本
語
）
と
表
記
さ

れ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
な
か
ば
の
日
本
に
は
、
ア

メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
歌
手
や
楽
団
が
数
多
く
来
演
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
は
た
い
そ
う
珍
し

か
っ
た
外
国
の
歌
手
や
楽
団
が
、
日
本
の
人

た
ち
に
と
っ
て
、
か
な
り
近
い
も
の
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
近
さ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う

に
、
来
日
し
た
歌
手
た
ち
に
日
本
語
で
歌
わ

せ
て
レ
コ
ー
ド
に
し
、
来
日
記
念
盤
と
し
て

発
売
す
る
こ
と
が
、
業
界
の
な
か
で
の
慣
例

の
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
よ
り
少
し
前
の
時
代
に
は
、
日
本
へ

来
演
し
た
人
気
楽
団
、
た
と
え
ば
「
流
れ
落

ち
る
滝
さ
な
が
ら
の
弦
の
音
」
と
評
さ
れ
た

リ
カ
ル
ド
・
サ
ン
ト
ス
楽
団
や
、
コ
ン
テ
ィ

ネ
ン
タ
ル
・
タ
ン
ゴ
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ハ

ウ
ゼ
楽
団
が
、
来
日
公
演
の
お
み
や
げ
の
よ

う
に
、
日
本
の
民
謡
や
昔
の
ヒ
ッ
ト
歌
謡
を

演
奏
し
た
Ｌ
Ｐ
を
作
り
、
日
本
の
人
た
ち
に

歓
迎
さ
れ
て
い
た
。

い
ま
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
前
に
日
本
へ
来

た
外
国
の
歌
手
た
ち
に
、
ヒ
ッ
ト
・
ソ
ン
グ

を
日
本
語
で
歌
わ
せ
た
七
イ
ン
チ
盤
を
、
僕

は
買
い
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
心
理
的
に

距
離
の
近
く
な
っ
た
外
国
か
ら
の
歌
手
た
ち

に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
歌
を
日
本
語
で
歌
わ
せ
て
レ
コ
ー
ド

に
し
、
そ
の
歌
の
出
来
ば
え
を
楽
し
ん
だ
と

い
う
、
明
ら
か
に
倒
錯
し
た
行
為
を
、
そ
こ

か
ら
ず
い
ぶ
ん
と
時
間
の
経
過
し
た
い
ま
、

追
体
験
し
て
み
た
い
か
ら
だ
。

い
ま
の
僕
の
ペ
ー
ス
だ
と
、
店
頭
で
そ
の

よ
う
な
七
イ
ン
チ
盤
と
遭
遇
す
る
の
は
、

半
年
に
一
度
だ
。
だ
か
ら
半
年
前
に
は
、

ミ
ル
ヴ
ァ
が
日
本
語
で
歌
っ
た
『
ウ
ナ
・

セ
ラ
・
デ
ィ
東
京
』
の
七
イ
ン
チ
を
買
っ

た
。
七
百
八
十
円
だ
っ
た
。『
ウ
ナ
・
セ

日
本
語
で
歌
っ
て
ま
す

片　

岡　

義　

男

（
作　

家
）



26

ラ
・
デ
ィ
東
京
』
は
マ
ヒ
ナ
・
ス
タ
ー
ズ
に

よ
る
一
九
六
四
年
の
ヒ
ッ
ト
で
、
作
曲
は
宮

川
泰
、
作
詞
が
岩
谷
時
子
だ
。
ミ
ル
ヴ
ァ
は

こ
の
歌
の
ぜ
ん
た
い
を
日
本
語
で
歌
っ
て
い

る
。
Ｂ
面
に
は
一
九
六
三
年
の
サ
ン
・
レ
モ

音
楽
祭
で
ミ
ル
ヴ
ァ
が
男
性
歌
手
と
デ
ュ

エ
ッ
ト
で
歌
い
、
第
四
位
に
入
賞
し
た
『
知

ら
な
か
っ
た
』
と
い
う
歌
が
収
録
し
て
あ
る

が
、
こ
れ
も
全
編
が
日
本
語
だ
。
ミ
ル
ヴ
ァ

の
こ
の
七
イ
ン
チ
盤
は
一
九
六
四
年
の
日
本

で
発
売
さ
れ
た
。
こ
の
年
に
ミ
ル
ヴ
ァ
は
日

本
公
演
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
の
記
念
と
し
て
、
ヒ
ッ
ト
し
て
い

た
『
ウ
ナ
・
セ
ラ
・
デ
ィ
東
京
』
を
、
日
本

語
で
歌
っ
て
レ
コ
ー
ド
に
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
。
こ
の
歌
は
ブ
レ
ン
ダ
・
リ
ー
の
七

イ
ン
チ
盤
に
も
日
本
語
版
が
あ
る
し
、
カ
テ

リ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
レ
ン
テ
と
い
う
歌
手
の
日
本

語
版
に
も
、
日
本
で
熱
心
な
支
持
を
受
け
た
。

さ
ら
に
半
年
前
、
つ
ま
り
い
ま
か
ら
一
年

前
、
ト
リ
オ
・
ロ
ス
・
パ
ラ
ガ
ヨ
ス
の
『
北

上
夜
曲
』
の
七
イ
ン
チ
盤
を
僕
は
手
に
入
れ

た
。
ル
イ
ス
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
デ
ル
・
パ
ラ

ナ
と
い
う
ソ
ロ
を
歌
う
男
性
が
三
人
の
メ
ン

バ
ー
を
率
い
た
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
四
人
組

だ
。
初
め
て
公
演
で
訪
れ
た
一
九
六
一
年
の

日
本
を
い
た
く
気
に
入
っ
た
彼
ら
は
、
日
本

の
歌
を
自
分
た
ち
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
ぜ
ひ

加
え
た
い
と
言
い
、
そ
の
年
に
多
摩
幸
子
が

マ
ヒ
ナ
・
ス
タ
ー
ズ
と
と
も
に
ヒ
ッ
ト
さ
せ

た
『
北
上
夜
曲
』
を
、
七
イ
ン
チ
盤
に
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ん
な
か
に
ス
ペ
イ
ン
語

の
歌
詞
を
置
き
、
そ
の
前
後
を
日
本
語
の
歌

詞
で
、
彼
ら
は
歌
っ
て
い
る
。

三
者
三
様
の
歌
い
ぶ
り
、
と
言
う
ほ
か
な

い
が
、
三
人
と
も
さ
す
が
に
見
事
だ
。
日
本

人
歌
手
に
よ
る
レ
コ
ー
ド
を
何
度
と
な
く
聴

き
、
コ
ー
チ
役
と
し
て
つ
い
た
人
か
ら
細
か

く
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
言
葉
の
意
味
や
文
章

の
構
造
な
ど
の
理
解
は
ほ
と
ん
ど
抜
き
に
し

た
ま
ま
、
音
声
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
日
本

語
の
歌
詞
を
、
彼
ら
は
メ
ロ
デ
ィ
に
載
せ
て

歌
っ
た
。
聞
い
た
り
喋
っ
た
り
を
音
声
だ
け

で
お
こ
な
う
と
き
の
日
本
語
を
、
確
か
フ
ォ

ネ
テ
ィ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
と
言
っ
た
と

思
う
。
僕
が
つ
い
さ
き
ほ
ど
聴
き
な
お
し
た

三
曲
の
歌
は
、
歌
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
フ
ネ

テ
ィ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
の
、
最
高
に
良

く
出
来
た
実
例
だ
と
思
う
。

自
分
た
ち
の
い
つ
も
の
日
本
語
と
い
う
も

の
を
、
多
少
と
も
文
芸
的
に
言
う
な
ら
、
内

な
る
日
本
語
、
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
内
な

る
日
本
語
を
、
文
字
ど
お
り
外
か
ら
や
っ
て

来
た
外
国
の
歌
手
に
、
す
で
に
自
分
た
ち
は

よ
く
知
っ
て
い
る
歌
の
歌
詞
と
し
て
歌
わ
せ

て
、
そ
の
出
来
ば
え
を
半
世
紀
前
の
日
本
の

人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
ひ
ど
く
無
邪
気
に
、

七
イ
ン
チ
盤
レ
コ
ー
ド
で
楽
し
ん
だ
。
日
本

語
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
外
国
の
人
た
ち

の
、
音
声
だ
け
に
よ
る
日
本
語
と
、
そ
れ
を

受
け
と
め
て
楽
し
ん
だ
当
時
の
日
本
の
人
た

ち
と
い
う
、
内
と
外
の
対
決
、
と
言
っ
て
い

い
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
を
巧
み
に
喋
る
外
国
の
人
を
、
日

本
の
人
た
ち
は
「
変
な
外
人
」
と
呼
ん
で

面
白
が
っ
た
。
内
は
内
の
ま
ま
安
泰
で
、

そ
の
ず
っ
と
外
に
外
が
あ
っ
た
時
代
の
出

来
事
だ
。「
変
な
外
人
」
と
言
い
な
が
ら
、

「
日
本
語
が
お
上
手
で
す
ね
」
と
褒
め
た
り

も
し
た
。
日
本
語
が
上
手
な
外
国
人
は
変
で

あ
る
、
と
い
う
時
代
が
か
つ
て
こ
の
日
本
に

あ
っ
た
。
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馬
上
髀
傷
童　

馬ば

上じ
ょ
う
　

髀ひ

を
傷そ
こ
なう

童ど
う

人
間
北
塞
翁　

人じ
ん

間か
ん　

北ほ
く

塞さ
い

の
翁お
う

生
年
孰
知
極　

生せ
い

年ね
ん　

孰だ
れ

か
極き
ょ
くを

知し

ら
ん

無
過
便
惟
功　

過あ
や
まち

無な

き
が
便す
な
わち

惟こ

れ
功こ
う

今
年
の
干
支
は
甲こ
う

午ご

（
き
の
え
う
ま
）
な

の
で
、
今
年
も
年
賀
状
に
は
馬
に
ち
な
ん
だ

漢
詩
を
作
っ
て
送
付
す
る
こ
と
に
し
た
。

ち
な
み
に
「
午
」
の
字
は
も
と
も
と
「
杵

（
き
ね
、
ウ
ス
を
つ
く
道
具
）」
を
表
す
象
形

文
字
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
字
を
借
り
て
十
二

支
の
第
七
位
を
表
す
文
字
と
し
て
暦
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
と
の
「
き
ね
」
を

表
す
字
に
は
木
偏
を
加
え
て
「
杵
」
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
酉
」
の
字

が
酒
を
醸
す
壷
を
か
た
ど
り
、「
酒
」
を
表

し
て
い
た
も
の
が
、
十
二
支
の
第
十
位
を
表

す
よ
う
に
な
り
、
も
と
の
「
さ
け
」
を
表
す

字
に
は
「
さ
ん
ず
い
」
を
加
え
て
「
酒
」
の

字
と
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

「
午
」
に
つ
い
て
は
、
出
展
は
忘
れ
た
が

次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

孔
子
が
弟
子
た
ち
と
町
を
歩
い
て
い
た
と

こ
ろ
、
馬
が
馬
小
屋
か
ら
路
上
に
大
き
く
首

甲
午
元
旦

山　

西　

靖　

彦
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を
伸
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
っ
た
。
そ

れ
を
見
て
孔
子
が
笑
い
な
が
ら
「
あ
れ
は
牛

だ
ね
」
と
い
っ
た
。
弟
子
た
ち
は
驚
い
て

「
い
い
え
先
生
馬
で
す
」
孔
子
は
「
よ
く
見

て
ご
ら
ん
。
牛
だ
よ
」
弟
子
達
は
孔
子
様
の

い
う
こ
と
だ
か
ら
深
い
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
と
考
え
た
が
誰
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
ひ

と
り
顔
回
だ
け
が
理
解
し
て
、
孔
子
と
談
笑

し
な
が
ら
歩
い
た
と
い
う
。

こ
の
話
、「
午
」
の
字
と
「
牛
」
の
字
を

見
比
べ
て
見
る
と
理
解
で
き
る
。
閑
話
休
題
。

さ
て
、
馬
に
ち
な
む
故
事
は
数
々
あ
る

が
、
今
回
用
い
た
の
は
、「
淮え

南な
ん

子じ

」
に
あ

る
「
塞
翁
が
馬
」
の
話
で
あ
る
。
原
文
を
書

き
下
し
文
に
し
て
み
る
と
、

「
塞
上
に
近
き
の
人
に
、
術
（
う
ら
な
い
）

を
善
く
す
る
者
有
り
。
馬
故
無
く
し
て
亡に

げ

て
胡こ

（
北
の
蛮
地
）
に
入
る
。
人
皆
之
を
弔

す
。
其
の
父
曰
く
。「
此
れ
何な

遽ん

ぞ
福
と
為な

ら
ざ
ら
ん
や
」
と
。
居
る
こ
と
数
月
、
其
の

馬
胡
の
駿
馬
を
将ひ
き

い
て
帰
る
。
人
皆
之
を
賀

す
。
其
の
父
曰
く
。「
此
れ
何
遽
ぞ
禍
と
為

る
能あ
た

は
ざ
ら
ん
や
」
と
。
家
良
馬
に
富
む
。

其
の
子
騎
を
好
み
、
墜お

ち
て
其
の
髀ひ

（
太
も

も
の
骨
）
を
折
る
。
人
皆
之
を
弔
す
。
其
の

父
曰
く
。「
此こ

れ
何
遽
ぞ
福
と
為
ら
ざ
ら
ん

や
」
と
。
居
る
こ
と
一
年
、
胡
人
大
い
に
塞

に
入
る
。
丁て
い

壮そ
う

（
一
人
前
の
男
子
）
の
者

弦げ
ん

（
ゆ
み
づ
る
）
を
引
き
て
戦
い
、
塞
に
近

き
の
人
、
死
す
る
者
十
に
九
な
り
。
此
れ
独ひ
と

り
跛は

（
足
が
不
自
由
な
こ
と
）
の
故
を
以
っ

て
、
父
子
相
保
て
り
。
故
に
福
の
禍
と
為

り
、
禍
の
福
と
為
る
は
、
化
極
む
可
か
ら

ず
。
深
測
る
可
か
ら
ず
也
」

「
占
い
を
す
る
者
の
飼
っ
て
い
た
馬
が
逃

げ
た
が
、
そ
の
馬
が
胡
の
駿
馬
を
連
れ
て

帰
っ
て
き
た
。
そ
の
者
の
子
が
馬
か
ら
落
ち

て
太
も
も
の
骨
を
折
っ
た
が
、
足
が
不
自
由

な
ゆ
え
に
戦
い
に
行
か
ず
に
す
ん
で
命
が
助

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
福
が
不
幸
を
招

き
、
不
幸
が
福
と
な
る
こ
と
の
変
化
や
、
そ

の
奥
深
さ
は
誰
も
極
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
」「
禍
福
は
糾あ
ざ
なえ

る

縄
の
如
し
」
と
い
っ
た
諺
の
元
に
な
っ
た
話

し
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
の
五
言
絶
句
で
あ
る
が
、
起

句
と
承
句
は
「
塞
翁
が
馬
」
の
話
を
材
料
に

し
た
も
の
で
あ
る
。「
人
間
」
は
漢
文
で
は

「
じ
ん
か
ん
」
と
漢
音
で
読
み
、「
人
の
世
、

世
間
」
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
、「
に
ん
げ

ん
」
と
呉
音
で
読
む
の
は
和
習
で
「
ひ
と
、

人
類
」
の
こ
と
と
な
り
少
し
意
味
が
異
な
る
。

転
句
の
「
生
年
」
と
は
「
生
き
て
い
る

間
」
の
こ
と
で
、「
古
詩
」
に
「
生
年
は
百

に
満
た
ず
」
の
句
が
あ
る
。
結
句
は
洪
応
明

の
「
菜
根
譚
」
に
あ
る
「
過
ち
無
き
が
便
ち

是
れ
功
、
怨
み
無
き
が
便
ち
是
れ
徳
」
か
ら

借
用
し
た
。

転
句
と
結
句
は
、「
何
歳
ま
で
生
き
ら
れ

る
か
は
、
誰
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
大
過
な

く
生
き
ら
れ
た
ら
そ
れ
が
ほ
ま
れ
で
あ
る
。」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

や
や
緩
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
今
年
も
、
全

体
が
対
句
仕
立
て
の
全
体
格
の
詩
で
あ
る
。

ま
た
、
通
常
五
言
絶
句
は
起
句
に
は
韻
を
踏

ま
な
い
が
、
こ
れ
も
例
年
の
と
お
り
「
童
、

翁
、
功
」
と
起
句
に
も
韻
を
踏
ん
だ
東
韻
の

詩
で
あ
る
。

さ
て
、「
甲
午
元
旦
」
の
詩
に
ち
な
み
、

こ
の
一
年
を
大
過
な
く
送
る
よ
う
心
が
け
て

過
ご
し
た
い
も
の
で
あ
る
。


