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最
近
思
わ
ぬ
体
験
を
し
た
。
今
年
の
四
月

と
五
月
は
風
邪
を
ひ
い
て
、
三
十
八
度
の
熱

を
出
し
、
そ
の
後
の
咳
と
た
ん
の
ひ
ど
さ

に
、
体
中
の
力
が
抜
け
て
脱
力
感
か
ら
立
ち

上
が
る
の
に
、
時
間
が
か
か
っ
た
。
新
緑
の

美
し
い
季
節
な
の
に
庭
に
出
る
こ
と
も
で
き

ず
、
こ
れ
が
老
い
る
こ
と
か
と
暗あ
ん

澹た
ん

と
し
て

す
ご
し
た
。
そ
し
て
ま
だ
完
全
に
な
お
ら
な

い
の
に
、
入
浴
し
て
再
度
発
熱
、
五
月
も
や

り
す
ご
し
た
。

そ
の
後
は
、
娘
の
厳
重
な
見
張
り
で
六
月

は
何
と
か
た
ん
も
咳
も
治
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
間
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
夢
を
見
た

が
、
つ
い
最
近
熱
の
た
め
に
体
中
が
張
れ
た

感
じ
で
い
る
と
、
口
中
の
奥
歯
の
一
本
が
浮

い
て
痛
い
。
い
や
な
痛
さ
で
う
ず
く
。
も
の

を
口
に
入
れ
て
も
噛
め
な
く
て
痛
ま
な
い
片

方
で
ば
か
り
、
そ
れ
も
や
っ
と
の
思
い
で
噛

ん
で
飲
み
込
む
状
態
に
な
っ
た
。

い
つ
も
舌
は
痛
む
処
を
気
に
し
て
、
疲
れ

て
く
る
夕
方
は
特
に
痛
ん
で
く
る
。

そ
の
夢
は
、
老
人
の
歯
医
者
さ
ん
が
何
と

そ
の
痛
む
歯
を
き
れ
い
に
抜
い
て
く
れ
る
と

い
う
内
容
で
、
そ
の
嬉
し
さ
と
、
体
中
の
し

こ
り
が
溶
け
た
開
放
感
を
感
じ
て
目
が
覚
め

た
。

現
実
は
や
は
り
痛
む
歯
は
そ
の
ま
ま
で

あ
っ
た
。
私
の
歯
医
者
さ
ん
は
予
約
制
で
、

下
の
娘
が
予
約
し
て
く
れ
る
。
風
邪
の
為
何

度
も
予
約
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
が
六
月
十
九

日
よ
う
や
く
行
く
事
が
で
き
た
。

先
生
は
二
代
目
で
一
代
の
方
が
早
く
亡
く

な
ら
れ
た
の
で
、
若
先
生
は
今
で
こ
そ
壮
年

だ
が
、
大
変
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

老
人
に
は
特
に
優
し
い
人
で
、
私
が
奥
歯

の
こ
と
を
訴
え
る
と
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く

り
時
間
を
か
け
て
治
療
し
て
下
さ
り
、
私

は
只
口
を
あ
け
て
何
を
さ
れ
て
い
る
の
か
分

か
ら
な
か
っ
た
が
、「
終
り
ま
し
た
よ
」
と

言
わ
れ
た
ら
、
夢
の
中
と
全
く
同
じ
に
、
か

ぶ
っ
て
い
た
金
冠
が
は
ず
さ
れ
て
、
痛
ん
だ

歯
は
消
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。「
本
当
に
あ

り
が
と
う
」
と
言
う
と
、
先
生
は
「
こ
の
金

冠
は
父
親
が
か
ぶ
せ
た
も
の
だ
か
ら
、
壊
さ

な
い
よ
う
に
少
し
ず
つ
削
っ
た
ん
だ
よ
」
と

仰
言
っ
た
。
目
の
前
に
は
ず
さ
れ
た
金
冠
が

光
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
全
く
夢
と
同
じ
口

中
の
開
放
感
で
あ
っ
た
。

娘
に
話
す
と
、「
そ
れ
は
予よ

知ち

夢む

と
い
っ

て
、
そ
ん
な
言
葉
が
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、

身
辺
二
題

内　
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よ
く
あ
る
事
ら
し
い
の
よ
」
と
教
え
て
く
れ

た
。
何
で
も
食
べ
ら
れ
る
喜
び
と
口
中
は
宇

宙
の
ご
と
く
広
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
予
知
夢
は
勿
論
嬉
し
い
こ
と

も
悲
し
い
こ
と
も
起
こ
り
得
る
だ
ろ
う
か

ら
、
私
の
場
合
は
、
楽
し
い
予
知
夢
で
幸
せ

で
あ
っ
た
。

次
の
こ
と
は
曽
孫
の
運
動
会
の
話
で
、
四

歳
に
な
っ
た
彼
は
四
月
か
ら
保
育
園
に
入
園

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
保
育
園
は
な
か
な
か

入
園
が
む
ず
か
し
く
て
、
孫
は
、
い
ろ
い
ろ

な
資
料
や
手
続
き
を
し
て
何
と
か
入
園
す
る

こ
と
が
叶
っ
た
の
だ
っ
た
。

五
月
に
は
、
運
動
会
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な

に
広
く
な
い
園
庭
で
す
る
運
動
会
は
、
祖
父

母
を
混ま
じ

え
た
見
物
客
で
人
が
溢
れ
た
ら
し
い
。

行
か
れ
な
い
私
の
為
に
、
孫
は
そ
の
有
様

を
映
像
に
し
て
テ
レ
ビ
に
写
し
私
に
見
せ
て

く
れ
た
の
だ
。

そ
の
日
は
、
早
朝
か
ら
近
県
に
住
む
孫
の

連
れ
合
い
の
母
上
が
来
て
下
さ
っ
た
お
か
げ

で
、
何
と
か
前
の
方
に
ビ
ニ
ー
ル
を
敷
く
こ

と
が
で
き
た
ら
し
い
。

何
を
す
る
に
も
、
四
歳
児
は
中
途
半
端
で

ち
ぐ
は
く
で
あ
る
。
家
の
曽
孫
も
赤
ち
ゃ
ん

こ
と
ば
を
一
度
も
言
わ
ず
、
ス
マ
ホ
で
遊
ぶ

の
が
大
好
き
な
都
会
っ
子
で
、
つ
い
こ
の
間

ま
で
お
し
め
の
パ
ン
ツ
し
て
い
た
の
に
、
言

う
こ
と
は
い
っ
ぱ
し
だ
。
娘
の
バ
ア
バ
に
対

し
て
は
下
男
の
如
く
え
ば
り
、「
マ
マ
が
一

番
す
き
、
バ
ア
バ
は
〇
番
だ
よ
」
な
ど
と
い

う
生
意
気
で
、
背
が
高
く
頭
大
き
く
、
宇
宙

人
の
よ
う
ね
と
娘
と
二
人
で
笑
っ
て
い
る
。

さ
て
そ
の
運
動
会
で
踊
る
歌
が
又
大
阪
弁

の
面
白
い
歌
詞
で
、「
海
賊
の
う
た
」
と
い

う
題
だ
と
い
う
。

「
海
賊
は
頭
よ
く
な
く
て
は
、
あ
か
ん

海
賊
は
力
強
く
な
く
て
は
、
あ
か
ん
」

彼
は
家
に
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
歌
を
私
に

も
唄
っ
て
く
れ
た
。
踊
り
は
見
せ
て
く
れ
な

か
っ
た
が
、
そ
の
映
像
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
ま
こ
と
に
勝
手
に
手
足
を
う
ご
か
し
て

い
て
、
と
て
も
踊
り
な
ん
か
で
は
な
か
っ

た
。
家
の
彼
は
一
人
で
好
き
な
処
に
ゆ
く
。

時
々
み
ん
な
が
手
を
上
げ
れ
ば
手
を
上
げ
る

と
い
う
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。

か
け
っ
こ
は
園
庭
が
狭
い
の
で
、
ぐ
る
り

一
ま
わ
り
廻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
二
人

ず
つ
が
走
っ
た
。

彼
は
、
あ
ま
り
早
く
な
い
の
に
瞬
発
力
の

助
け
で
飛
び
出
し
が
早
く
見
事
一
等
と
な
っ

た
。球

入
れ
が
又
変
っ
て
い
て
、
球
を
入
れ
る

度
に
、
ア
フ
リ
カ
の
歌
を
踊
っ
て
か
ら
投
げ

る
と
い
う
幼
児
む
け
の
競
技
に
な
っ
て
い
た
。

チ
ェ
ッ
チ
ェ
ッ
コ
リ
と
い
う
掛
け
声
で
は

じ
ま
る
踊
り
は
腕
組
み
し
た
り
腰
を
振
っ
た

り
、
自
分
の
股も
も

を
た
た
い
た
り
す
る
。
そ
れ

か
ら
球
を
と
っ
て
投
げ
る
の
だ
が
、
い
か
に

も
腕
の
力
が
弱
く
て
ほ
と
ん
ど
入
ら
な
い
。

た
ま
に
ま
ぐ
れ
で
入
る
が
保
育
師
さ
ん
が
手

を
貸
し
て
、
よ
う
や
く
両
方
に
い
く
つ
か
入

り
、
同
点
で
あ
っ
た
。
両
親
も
参
加
す
る
の

も
あ
り
、
午
前
中
で
終
っ
た
。
珍
し
い
も
の

を
見
る
よ
う
に
私
は
楽
し
ん
だ
。
顔
の
整
っ

て
色
白
の
彼
は
、
私
を
皆
が
呼
ぶ
様
に
「
お

母
さ
ん
」
と
言
う
。
夕
飯
の
あ
と
い
つ
も
、

キ
ャ
ラ
メ
ル
を
右
手
に
「
ど
っ
ち
に
入
っ
て

る
か
」
を
す
る
の
が
私
の
役
目
の
一
つ
だ
。

一
日
の
憂
い
も
消
え
て
近
づ
く
彼
の
姿
を
眺

め
て
い
る
。
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母
の
遺
品
の
着
物
や
茶
道
具
は
、
四
・
五

年
の
間
に
何
と
か
片
づ
い
た
が
、
父
の
遺
品

の
蔵
書
に
関
し
て
は
、
死
後
二
十
五
年
経
っ

た
い
ま
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
片
づ
け
つ
つ

あ
る
、
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
故
か
。
書
物
は
ま
ず
中
味
を
読

ん
で
か
ら
に
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
二
十
五
年
の
間
に
は
数
回
、

思
い
切
っ
て
捨
て
た
本
も
あ
る
。
破
損
や
汚

れ
の
、
目
に
余
る
も
の
や
、
タ
イ
ト
ル
名
か

ら
判
断
し
て
、
こ
れ
は
絶
対
に
読
む
の
も
嫌

だ
、
と
い
っ
た
数
冊
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の

ひ
と
つ
は
、『
毛
沢
東
語
録
』、
も
う
ひ
と
つ

は
、
林
房
雄
著
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
で

あ
る
。

こ
の
二
つ
の
う
ち
、
最
近
に
な
っ
て
本
屋

で
目
に
留
ま
っ
た
も
の
は
、
前
者
で
は
な

く
、
後
者
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
四
年
発
行

中
公
文
庫
版
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
で

あ
る
。
初
版
上
巻
の
あ
と
が
き
が
、
昭
和

三
十
九
年
七
月
、
初
版
下
巻
の
あ
と
が
き

が
、
昭
和
四
十
年
四
月
、
と
あ
る
か
ら
、
戦

後
二
十
年
、
今
か
ら
五
十
年
前
に
書
か
れ
た

本
で
あ
る
。

父
の
残
し
た
本
を
、
ろ
く
に
読
み
も
し
な

い
で
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い

た
私
は
、
再
販
さ
れ
た
そ
の
本
を
買
っ
て
読

ん
で
み
た
。
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
と
は
、
ま

さ
に
こ
の
こ
と
だ
。
戦
後
生
ま
れ
の
私
に

と
っ
て
、
学
校
で
は
習
っ
た
こ
と
の
な
い
幕

末
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
ま
で
の

歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
著

者
の
歴
史
の
見
方
に
は
日
本
人
と
し
て
の
血

が
通
っ
て
い
る
。
私
は
深
い
感
銘
を
受
け
、

自
分
自
身
の
無
知
を
恥
じ
た
。

と
こ
ろ
が
、
保
阪
正
康
氏
の
解
説
に
よ
る

と
、
昭
和
二
十
年
代
、
三
十
年
代
に
あ
っ
て

唯
物
史
観
的
解
釈
に
基
づ
く
太
平
洋
戦
争
史

観
が
優
勢
だ
っ
た
頃
こ
の
『
大
東
亜
戦
争
肯

定
論
』
は
特
異
な
存
在
と
さ
れ
て
い
た
、
と

あ
る
。
実
際
、
保
阪
氏
は
、
当
時
、
一
読
す

る
や
、
右
翼
的
体
質
の
お
ぞ
ま
し
さ
や
、
自

省
な
き
歴
史
観
の
集
積
と
い
っ
た
威
を
受
け

た
、
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
、
私

が
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
を
読
ん
で
受
け

た
印
象
と
は
全
く
異
っ
て
い
る
。

さ
て
、『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
で
は
、

真
珠
湾
奇
襲
と
マ
レ
イ
沖
海
戦
に
は
じ
ま
る

戦
争
を
「
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ば
ず
に
、

「
大
東
亜
戦
争
」
と
呼
び
そ
の
ほ
か
に
、
幕

古
い
本
の
な
か
か
ら
新
し
い
発
見

宮　
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末
の
、
ペ
リ
ー
来
航
よ
り
数
年
遡
る
こ
と
弘

化
二
年
（
一
八
四
五
年
）
の
米
国
使
節
ビ
ッ

ト
ル
の
浦
賀
入
港
か
ら
始
ま
る
百
年
間
の
戦

争
を
東
亜
百
年
戦
争
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し

て
、
苦
難
に
み
ち
た
「
東
亜
百
年
戦
争
」
を

雄
々
し
く
戦
い
ぬ
い
た
日
本
人
の
誇
り
と
自

信
を
と
り
か
え
す
た
め
に
、
こ
の
本
を
書
い

た
、
と
、
初
版
下
巻
の
あ
と
が
き
で
述
べ
て

い
る
。

さ
て
、
保
阪
氏
が
感
じ
た
右
翼
的
体
質
の

4

4

4

4

4

4

お
ぞ
ま
し
さ

4

4

4

4

4

と
は
、
一
体
何
も
の
だ
ろ
う
。

も
し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
感
じ
方
こ
そ
が
、

片
寄
っ
た
も
の
の
考
え
方
に
よ
る
感
覚
な
の

で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
私

が
、
こ
の
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
お
ぞ
ま
し
さ

4

4

4

4

4

か
ら
、
内
容
も
読

ま
ず
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
そ
の
行

為
そ
の
も
の
が
、
わ
れ
な
が
ら
偏
見
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
恐
ら
く
私
も
ま

た
、
唯
物
史
観
的
解
釈
に
基
づ
く
太
平
洋
戦

争
史
観
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
時
代
的
風
潮
と
い
っ
た
ら
い
い
だ
ろ

う
か
。
保
阪
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
唯
物
史
観

と
は
〈
こ
の
戦
争
は
帝
国
主
義
間
の
市
場
争

奪
戦
で
あ
り
、
民
主
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

戦
い
で
あ
り
、
そ
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に

対
し
て
ソ
連
が
参
戦
す
る
こ
と
で
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
階
級
の
抵
抗
運
動
が
あ
り
…
〉
と
い
う

よ
う
な
見
方
で
あ
っ
た
と
い
う
。
国
際
情
勢

の
変
化
と
と
も
に
そ
の
考
え
方
は
修
正
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
戦
後
七
十
年
に
な
る
現
在

で
も
な
お
、
私
た
ち
の
心
の
奥
底
に
、
日
本

軍
は
ア
ジ
ア
で
悪
い
こ
と
を
し
た
、
と
い
う

罪
悪
感
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
そ
れ
に
加
え
、
い
っ
た
ん
、
イ
ン

プ
ッ
ト
さ
れ
た
そ
う
い
っ
た
感
覚
は
、
容
易

に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
と
は
、

悲
し
い
か
な
、
そ
う
い
っ
た
性
質
の
生
き
物

な
の
で
あ
る
。

連
合
国
軍
総
司
令
官
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の

「
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
）」
に
よ

る
、
日
本
人
へ
の
、
戦
争
に
対
す
る
贖
罪
意

識
を
植
え
つ
け
る
政
策
は
、
新
聞
、
雑
誌
、

ラ
ジ
オ
な
ど
へ
の
検
閲
に
よ
り
、
日
本
人
の

心
の
奥
底
に
浸
み
渡
っ
た
、
と
い
う
こ
と

は
、
文
芸
評
論
家
江
藤
淳
の
著
作
な
ど
に

よ
っ
て
容
易
に
推
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

ご
く
最
近
の
Ｓ
新
聞
の
記
事
に
よ
る
と
、

そ
の
、
占
領
下
の
日
本
国
民
に
対
す
る
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
贖
罪
意
識
植
え
つ
け
の
政
策
は
、
中
国

で
中
国
共
産
党
が
野
坂
参
三
元
日
本
共
産
党

議
長
を
通
じ
て
日
本
軍
捕
虜
に
行
っ
た
洗
脳

工
作
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
、
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
英
国

立
公
文
書
館
蔵
の
秘
密
文
書
「
ノ
ー
マ
ン
・

フ
ァ
イ
ル
」（
ｋ
Ｖ
２
／
３
２
６
１
）
の
な

か
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。
二
分
法
と
い
う
毛

沢
東
の
理
論
を
戦
後
日
本
に
取
り
入
れ
、

「
軍
国
主
義
者
」
と
「
国
民
」
を
対
立
さ

せ
、
国
力
を
殺そ

ぎ
、
日
本
民
族
か
ら
独
立
心

を
奪
い
、
精
神
を
破
壊
し
て
日
本
人
に
自
虐

史
観
を
植
え
つ
け
、
ア
メ
リ
カ
に
二
度
と
歯

向
か
わ
な
い
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
外
交
評

論
家
の
加
瀬
英
明
氏
の
解
説
も
、
傾
聴
に
値

す
る
説
で
あ
る
。

私
は
思
う
。
右
派
も
左
派
も
、
日
本
と
い

う
国
が
安
泰
で
あ
っ
て
こ
そ
、
自
由
に
物
が

言
え
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
の
防
衛
は

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
肝
に
銘
ず

べ
し
。
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東
京
の
文
京
区
小
日
向
界
隈
は
、
歴
史
・

文
学
の
散
策
を
す
る
に
は
楽
し
い
場
所
で
あ

る
。
寺
が
多
く
、
歩
い
て
い
て
、
こ
こ
は
寺

町
通
り
か
と
錯
覚
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。

切
支
丹
屋
敷
の
跡
地
も
あ
る
。

本
法
寺
（
ほ
ん
ぽ
う
じ
・
東
京
都
文
京

区
小
日
向
一
丁
目
。
浄
土
真
宗
・
大
谷
派
）

は
、
い
つ
も
き
ち
ん
と
境
内
が
調
え
ら
れ
、

と
り
わ
け
春
に
は
、
源
平
桃
、
し
だ
れ
梅
が

美
し
く
咲
い
て
、
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。

日
中
、
断
り
も
せ
ず
に
入
っ
て
本
堂
の
横
に

腰
を
お
ろ
し
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
、
墓

石
が
並
ぶ
小
高
い
場
所
か
ら
流
れ
て
く
る
風

が
、
心
優
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
。

そ
う
し
て
、
先
年
、
訪
ね
た
北
海
道
稚
内
市

の
寺
の
境
内
に
藤
の
花
が
美
し
く
咲
い
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
す
る
。
や
は
り
、

花
は
寺
に
似
つ
か
わ
し
い
。

本
法
寺
本
堂
に
向
っ
て
左
手
に
「
梅
の
花

不
肖
な
れ
ど
も
梅
の
花
」
と
刻
ま
れ
た
夏
目

漱
石
の
句
碑
が
建
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
漱
石

ゆ
か
り
の
寺
。
漱
石
句
碑
の
そ
ば
に
江
戸
時

代
の
石
佛
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
寺
の
歴
史

の
古
さ
を
実
感
す
る
。

本
法
寺
の
山
号
は
高
源
山
。
寺
の
歴
史
は

室
町
時
代
に
遡
り
、
開
山
は
本
願
寺
第
八
世

蓮
如
上
人
。
蓮
如
が
近
江
国
堅
田
（
現
在
の

滋
賀
県
大
津
市
）
に
創
建
し
、
本
法
院
称
徳

寺
（
慈
敬
寺
）
と
号
し
た
の
が
始
ま
り
だ
と

い
う
。
そ
の
後
、
正
親
町
天
皇
か
ら
院
家

に
勅
許
さ
れ
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）、

住
僧
教
映
が
本
願
寺
宣
如
の
命
で
寺
基
を

三
河
国
大
塚
に
移
し
て
本
法
寺
と
称
し

た
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
七
十
年
後
の
宝
永

二
年
（
一
七
〇
五
）、
江
戸
の
小
日
向
に
移

転
す
る
。『
江
戸
名
所
図
絵
』
に
も
本
法
寺

の
堂
宇
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
の
「
江
戸
切
絵
図
」
に
「
本

法
寺
」
の
名
が
見
え
る
。

右
に
漱
石
句
碑
の
存
在
を
示
し
た
が
、
夏

本
法
寺
―
夏
目
漱
石
ゆ
か
り
の
寺
―

志し　

村む
ら　

有く
に　

弘ひ
ろ

（
相
模
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
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目
漱
石
の
菩
提
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
、
明
治

十
四
年
（
一
八
八
一
）
一
月
に
漱
石
の
母
、

同
二
十
年
三
月
に
長
兄
、
同
六
月
に
次
兄
が

こ
こ
に
葬
ら
れ
た
。
名
作
『
坊
ち
や
ん
』
の

末
尾
に
「
清
の
墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
あ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
法
寺
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
梅
の
花
不
肖
な
れ
ど

も
梅
の
花
」
の
句
碑
建
立
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
。
寺
宝
と
し
て
嚴
如
上
人
形
見
の
掛
物

『
詠
十
首
和
哥
』、
寛
永
十
二
年
の
年
号
が
記

さ
れ
て
い
る
「
堅
田
同
上
勅
號
本
法
蘭
若
」

と
記
さ
れ
た
勅
號
掛
額
が
残
る
。
こ
の
額
の

本
来
の
物
は
織
田
信
長
が
近
江
攻
め
を
し
た

と
き
に
焼
失
し
た
が
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い

る
額
に
は
、
願
海
（
日
光
執
事
院
家
権
大
僧

都
法
印
）
が
日
光
座
主
の
尊
命
を
蒙
り
、
教

映
大
僧
都
法
印
に
嘱
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い

る
。
日
光
座
主
（
公
海
上
人
）
と
は
教
映
の

従
兄
弟
に
あ
た
り
、
天
海
の
あ
と
を
継
い
だ

人
物
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
本
法
寺
か
ら

聞
い
た
話
で
、
メ
モ
し
て
お
い
た
も
の
だ
。

『
詠
十
首
和
哥
』
の
作
者
榮
雅
は
、
権

大
納
言
・
正
二
位
藤
原
雅
親
の
こ
と
で
、

有
名
な
歌
人
飛
鳥
井
雅
有
（
一
二
四
一
～

一
三
〇
一
）
か
ら
六
代
目
の
子
孫
。
文
明
期

歌
壇
の
中
軸
的
存
在
で
あ
っ
た
。
寛
正
七

年
（
一
四
六
六
）
二
月
五
日
に
権
大
納
言
に

任
じ
ら
れ
（
数
え
の
五
十
歳
）、
文
明
五
年

（
一
四
七
三
）
十
二
月
十
七
日
、
五
十
七
歳

の
お
り
に
出
家
し
、
法
名
を
榮
雅
と
名
乗
っ

た
（『
公
卿
補
任
』・『
尊
卑
分
脈
』）。

本
法
寺
に
は
、
嫁よ
め

脅お
ど

し
の
面
に
ま
つ
わ
る

江
戸
時
代
の
掛
軸
が
あ
り
、
鬼
の
面
を
付
け

た
姑
が
嫁
を
脅
し
て
い
る
絵
で
、
左
側
に
蓮

如
が
お
り
、「
そ
れ
は
い
け
な
い
」
と
姑
を

諌
め
て
い
る
絵
で
あ
る
。
本
法
寺
の
僧
が
絵

師
に
書
か
せ
て
、
絵
解
き
説
法
を
し
て
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
姑
の
衣
は
蛇
の
鱗
の
よ

う
に
見
え
（
？
）
こ
れ
は
『
道
成
寺
縁
起
』

の
清
姫
と
同
じ
く
女
の
怨
み
、
怨
念
を
表
わ

し
て
い
る
の
か
、
と
考
え
た
り
す
る
。

本
法
寺
は
、
い
つ
訪
ね
て
も
住
職
ご
夫
妻

の
心
優
し
い
対
応
に
嬉
し
い
思
い
が
す
る
。

蓮
如
に
ま
つ
わ
る
鬼
の
面
の
掛
軸
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
の
も
、
偶
然
、
境
内
で
住
職
と

言
葉
を
交
わ
し
た
と
き
、
内
陣
に
案
内
さ

れ
、
拝
観
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
。
文
政

年
間
の
御
判
帳
（
現
在
の
御
朱
印
帳
）
の
写

し
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
江
戸
時
代
、
某

家
の
先
祖
が
著
名
な
寺
院
を
歩
い
て
御
印
を

押
し
て
貰
っ
て
歩
い
て
い
た
お
り
の
も
の

で
、
そ
の
中
に
本
法
寺
の
御
印
も
あ
っ
た
。

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
本
法
寺
の
寺
名
の
部

分
が
版
木
で
押
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

現
在
と
違
っ
て
江
戸
時
代
、
あ
る
い
は
こ
の

あ
た
り
一
帯
の
寺
院
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
本
法
寺
は
参
詣
者
か
ら
求

め
ら
れ
た
と
き
、
参
拝
記
念
と
し
て
版
木
を

押
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
御
判
帳
一

つ
に
し
て
も
、
思
い
が
け
な
い
歴
史
の
世
界

に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

寺
社
は
、
訪
れ
る
人
た
ち
に
安
堵
の
思

い
、
安
ら
ぎ
の
気
持
ち
を
与
え
る
場
で
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
私
の
場
合
、
多
分
に
歴

史
・
伝
説
・
文
学
探
訪
趣
味
と
関
連
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
寺
社
が
あ
れ
ば
入
り
込
ん

で
、
歴
史
や
建
造
物
を
確
認
し
よ
う
と
す
る

悪
癖
が
あ
る
。
た
と
え
、
寺
社
の
人
が
不
在

で
あ
っ
て
も
、
境
内
を
歩
く
と
、
そ
こ
に
住

む
人
の
心
の
有
り
様よ
う

を
伺
う
こ
と
が
で
き

る
。
本
法
寺
は
人
の
心
を
和
ま
せ
、
優
し
い

気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
寺
で
あ
る
。
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雨
の
日
の
午
後
に
喫
茶
店
で
待
ち
合
わ
せ

た
人
が
、
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
の
あ
い
ま
に
、

「
雨
の
歌
は
日
本
に
い
つ
頃
か
ら
あ
る
の

か
し
ら
」

と
僕
に
訊
ね
た
。

昔
か
ら
あ
る
だ
ろ
う
、
と
僕
は
思
っ
た
。

し
か
し
、
漠
然
と
昔
と
言
っ
て
い
て
は
、
な

に
ご
と
も
始
ま
ら
な
い
。

「
大
正
時
代
に
は
あ
る
よ
」

と
僕
は
答
え
、

「
子
供
の
歌
と
し
て
」

と
、
つ
け
加
え
た
。

子
供
に
向
け
た
歌
の
素
材
と
し
て
、
雨
を

採
り
上
げ
て
見
事
な
詞
を
つ
け
た
詩
人
は
、

大
正
時
代
に
は
い
た
は
ず
だ
、
と
僕
は
思
っ

た
。
確
か
な
根
拠
は
な
に
も
な
か
っ
た
。
な

ん
と
な
く
そ
う
思
っ
た
。

調
べ
て
み
た
ら
、
大
正
八
年
に
、『
雨
』

と
い
う
題
名
の
歌
が
、
子
供
に
向
け
ら
れ
た

も
の
と
し
て
、
発
表
さ
れ
て
い
た
。
北
原
白

秋
が
詞
を
つ
け
、
弘
田
竜
太
郎
が
曲
を
つ
け

た
。「
遊
び
に
行
き
た
し　

傘
は
な
し
」
と

い
う
部
分
を
、
か
つ
て
は
じ
つ
に
多
く
の
人

た
ち
が
知
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
子
供
の

頃
、
僕
も
二
度
や
三
度
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。大

正
八
年
。
一
九
一
九
年
。
存
分
に
遠

い
。
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
か
、
な
に
ひ
と

つ
知
ら
な
い
。
東
京
駅
が
開
業
し
た
の
が

大
正
三
年
だ
っ
た
。
夏
目
漱
石
が
没
し
た
の

が
大
正
五
年
だ
。『
四
季
の
雨
』
と
い
う
歌

が
、『
尋
常
小
学
唱
歌
』
と
い
う
音
楽
の
教

科
書
の
、
六
、
つ
ま
り
六
年
生
の
も
の
に
、

収
録
さ
れ
た
。
作
詩
・
作
曲
は
不
詳
と
さ
れ

て
来
た
が
、
一
説
に
よ
れ
ば
す
で
に
特
定
さ

れ
て
い
る
。
日
本
に
降
る
雨
の
印
象
を
四
行

の
定
型
詞
に
抽
象
化
し
た
、
た
い
へ
ん
良
く

出
来
た
歌
だ
。
い
ま
の
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

の
、
日
本
人
の
た
め
の
日
本
語
の
教
科
書
、

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
編
纂
さ
れ
る
な
ら
、

『
四
季
の
雨
』
は
そ
の
な
か
に
加
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
だ
。『
四
季
の
雨
』
が
『
尋
常
小

学
唱
歌　

六
』
に
収
録
さ
れ
た
の
は
大
正
三

年
の
こ
と
だ
っ
た
。

雨
の
歌
を
探
す

片　

岡　

義　

男

（
作　

家
）
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大
正
六
年
、
一
九
一
七
年
に
は
、『
雨
だ

れ
の
歌
』
と
い
う
歌
が
、
レ
コ
ー
ド
に
よ
る

歌
劇
、『
雨
だ
れ
ぽ
っ
つ
り
さ
ん
』
の
主
題

歌
と
し
て
作
ら
れ
た
。
作
詩
・
作
曲
は
北
村

季
晴
だ
。
大
正
八
年
に
は
、
す
で
に
書
い
た

『
雨
』
が
あ
り
、
五
年
後
、
大
正
十
三
年
、

一
九
二
四
年
に
は
、『
雨
だ
れ
』
が
作
ら
れ

た
。
い
か
に
も
大
正
時
代
の
子
供
の
世
界
だ

と
い
う
。
作
詩
は
葛
原
幽
、
作
曲
は
小
松
耕

輔
だ
。

次
の
年
の
大
正
十
四
年
、
一
九
二
五
年
に

は
、
野
口
雨
情
の
詞
に
中
山
晋
平
の
曲
で
、

『
雨
降
り
お
月
』
が
生
ま
れ
た
。
歌
詞
の
一

番
が
『
雨
降
り
お
月
さ
ん
』
と
い
う
題
名
で

一
月
に
、
そ
し
て
二
番
の
歌
詞
が
三
月
に
、

『
雲
の
蔭
』
と
い
う
、
と
も
に
『
コ
ド
モ
ノ

ク
ニ
』
に
発
表
さ
れ
、
三
月
に
ひ
と
つ
の
歌

に
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、『
雨
降
り
お
月
』

と
い
う
題
名
に
な
っ
た
。

お
な
じ
く
大
正
十
四
年
に
は
、『
あ
め
ふ

り
』
と
い
う
歌
も
作
ら
れ
た
。
下
校
時
に
雨

が
降
り
始
め
、
母
親
が
唐
傘
を
さ
し
て
学
校

ま
で
迎
え
に
来
て
く
れ
た
う
れ
し
さ
と
、
雨

の
な
か
を
母
親
と
ふ
た
り
で
帰
っ
て
い
く
楽

し
さ
と
い
う
、
失
わ
れ
て
久
し
く
、
し
か
も

二
度
と
あ
り
得
な
い
日
本
が
、
こ
の
歌
の
な

か
に
あ
る
。
雨
の
な
か
を
ふ
た
り
で
歩
く
楽

し
さ
が
、

「
ピ
ッ
チ
ピ
ッ
チ　

チ
ャ
ッ
プ
チ
ャ
ッ

プ 

ラ
ン
ラ
ン
ラ
ン
」
と
表
現
さ
れ
、
か
つ

て
は
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
が
、
日
本
人
が

知
っ
て
い
て
当
然
の
、
大
事
な
基
礎
知
識
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
メ
ロ
デ
ィ
と
と
も
に
知
っ

て
い
た
。

子
供
に
向
け
ら
れ
た
雨
の
歌
は
、
思
い
の

ほ
か
少
な
い
。
子
供
に
向
け
ら
れ
た
と
は

言
っ
て
も
、
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
の
良
さ
は
年
齢

な
ど
た
や
す
く
超
越
し
て
し
ま
う
か
ら
、
日

本
人
全
員
に
向
け
ら
れ
た
歌
だ
っ
た
と
言
っ

て
い
い
。
し
か
も
日
本
は
雨
の
国
な
の
に
、

雨
を
歌
詞
に
し
て
メ
ロ
デ
ィ
に
託
し
た
歌

が
、
こ
ん
な
に
少
な
い
と
は
。
し
か
も
、
と

も
う
一
度
言
う
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
歌
は
い

ま
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
、
た
だ
資
料

の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
る
だ
け
だ
。

昭
和
の
時
代
に
、
子
供
に
向
け
て
作
っ
た

雨
の
歌
は
な
い
も
の
か
、
と
資
料
の
な
か
を

探
し
た
ら
、
ひ
と
つ
だ
け
見
つ
か
っ
た
。

『
あ
め
ふ
り
く
ま
の
こ
』
と
い
う
歌
だ
。
昭

和
三
十
七
年
、
一
九
六
二
年
の
作
品
だ
。
作

詩
が
鶴
見
正
夫
で
作
曲
は
湯
山
昭
だ
。
僕
は

資
料
の
な
か
に
こ
の
歌
を
見
つ
け
る
ま
で
、

知
ら
な
か
っ
た
。
一
九
六
二
年
の
僕
は
大
学

生
だ
っ
た
。
単
な
る
大
学
生
を
は
る
か
に
越

え
て
、
馬
鹿
そ
の
も
の
の
よ
う
な
日
本
の
大

学
生
だ
っ
た
。

一
九
六
二
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
『
う
た
の
え
ほ

ん
』
と
い
う
Ｔ
Ｖ
の
幼
児
番
組
を
放
映
し
て

い
た
。
六
月
の
歌
と
し
て
放
映
す
る
予
定
の

歌
詞
に
、
湯
山
昭
は
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
よ
う

と
し
て
苦
心
し
て
い
た
。
こ
の
歌
詞
で
は
メ

ロ
デ
ィ
は
つ
か
な
い
、
と
ま
で
湯
山
は
思
っ

た
。
鶴
見
が
作
っ
た
歌
詞
だ
っ
た
。
放
映
の

二
週
間
前
に
、
こ
の
歌
詞
で
は
無
理
だ
と
Ｎ

Ｈ
Ｋ
に
伝
え
た
湯
山
は
、
二
、三
日
後
、
鶴

見
が
作
っ
て
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
い
た
別
の

歌
詞
を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
電
話
で
伝
え
ら
れ

た
。
電
話
で
読
み
上
げ
て
も
ら
っ
て
い
る
う

ち
に
メ
ロ
デ
ィ
が
浮
か
び
、
そ
れ
か
ら
一
時

間
後
に
は
完
成
し
て
い
た
の
が
、『
あ
め
ふ

り
く
ま
の
こ
』
だ
っ
た
、
と
い
う
経
緯
を
資

料
の
な
か
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
。











23

七
月
二
十
八
日
か
ら
沖
縄
の
那
覇
で

絵
画
展
を
や
る
。
今
回
は
か
な
り
い
い
作

品
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
今
四
月
だ
か
ら
、

の
ん
び
り
仕
上
げ
を
し
て
も
充
分
間
に
合

ア
パ
ー
ト 

佐　

川　

毅　

彦

う
。
気
分
的
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
の
で
、
父
の

残
し
た
ア
パ
ー
ト
を
見
に
い
っ
た
。
築
三
十
年

四
つ
も
空
室
が
あ
り
、
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
。
階
段
が
所
々
傷
ん
で
い
る
。
玄
関
の
ド
ア

の
塗
料
は
、
は
げ
落
ち
て
い
る
。
室
内
を
見
る

と
さ
ら
に
驚
い
た
。

床
は
板
が
め
く
れ
て
、
壁
の
ク
ロ
ス
は
破

れ
は
が
れ
て
カ
ビ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
畳
は

す
べ
て
取
り
替
え
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
窓
ガ

ラ
ス
は
ヒ
ビ
割
れ
て
い
て
、
ア
ミ
戸
は
ア
ミ
の

な
い
物
や
破
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
ダ
メ
な

所
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
と
に
か
く
の
ん
び
り
絵

を
描
い
て
い
る
時
で
は
な
い
。
な
ん
と
か
し
な

け
れ
ば
と
業
者
に
リ
フ
ォ
ー
ム
の
見
積
も
り

を
出
し
て
も
ら
っ
た
。
三
社
共
か
な
り
の
高
額

で
あ
っ
た
。
で
き
な
い
所
は
業
者
に
頼
む
と
し

て
、
あ
と
は
友
人
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し

た
。

電
気
関
係
や
台
所
・
ト
イ
レ
の
水
回

り
な
ど
は
中
山
が
や
っ
て
く
れ
る
事
に
な

り
、
毎
日
の
よ
う
に
来
て
く
れ
て
と
て
も

助
か
っ
た
。
し
か
し
一
と
月
も
す
る
と
来

な
く
な
っ
た
。
ト
イ
レ
の
ド
ア
を
作
っ
て

も
ら
っ
た
崎
原
は
、
な
ん
と
か
ド
ア
は
取

り
付
け
て
く
れ
た
が
く
も
り
ガ
ラ
ス
の
は

め
込
み
部
分
を
残
し
た
ま
ま
来
な
い
。

崎
原
の
弟
の
ペ
ン
キ
屋
の
守
は
ド
ア

の
塗
装
を
や
っ
て
も
ら
う
事
に
な
っ
て
い

る
の
だ
が
一
度
も
来
な
い
。
何
度
か
電
話

し
た
の
だ
が
、
電
波
の
と
ど
か
な
い
所
に

い
る
か
電
源
を
切
っ
て
い
る
と
い
う
声
し

か
流
れ
て
こ
な
い
。
中
山
と
崎
原
に
も
電

話
し
て
い
る
の
だ
が
二
人
共
電
話
に
で
な

い
。
し
ょ
う
が
な
い
の
で
ペ
ン
キ
塗
り
は

私
が
や
っ
た
。

そ
ろ
そ
ろ
六
月
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て

来
た
。
絵
画
展
が
あ
る
の
で
あ
と
は
管
理

を
ま
か
せ
て
い
る
不
動
産
屋
に
な
ん
と
か

し
て
も
ら
う
事
に
し
て
、
私
は
創
作
活
動

を
再
開
す
る
事
に
し
た
。
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こ
れ
は
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
の
話
だ

が
、
会
話
の
中
で
、「
小
林
秀
雄
っ
て
何
で

す
か
？
」
と
聞
か
れ
て
、
つ
く
づ
く
時
代
の

変
遷
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
と
言
う
こ
と

は
、
あ
れ
は
既
に
遠
い
昔
の
出
来
事
と
回
顧

せ
ざ
る
を
得
な
い
ら
し
い
。

高
校
の
国
語
の
授
業
で
の
こ
と
だ
、
異
色

の
先
生
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
う
言
い
放
っ
た
。

「
日
本
で
一
番
、
頭
が
良
い
の
は
丸
山
真ま
さ

男お

（
＝
政
治
学
者
）
と
小
林
秀
雄
。」

国
語
科
の
先
生
で
、
理
数
系
と
い
う
分
野

は
視
界
に
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
ず
い
ぶ
ん

乱
暴
な
言
葉
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時

は
、
そ
ん
な
風
に
は
思
わ
ず
、
す
こ
ぶ
る
興

味
深
く
聞
い
た
。
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
、

と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
今
、
時
代
は
変
じ
、
ニ
ュ
ー
ス
が

報
じ
る
事
件
、
事
故
の
相
貌
は
、
明
る
い
話

題
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
深
刻

度
を
増
し
て
い
る
。
私
的
な
見
解
に
固
執
す

る
が
、
小
林
秀
雄
の
思
想
と
い
よ
い
よ
無
縁

な
世
の
中
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

受
験
の
話
題
そ
の
他
で
、
か
ろ
う
じ
て
小

林
の
名
を
見
つ
け
る
と
、
判
で
押
し
た
よ
う

上
じ
ょ
う
手ず

下へ

手た

志し　

村む
ら　

栄よ
し　

至の
り

（
栄
守
改
め
）

（
評
論
家
）
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に
、『
徒
然
草
』
と
か
『
無
常
と
い
ふ
事
』

と
あ
る
。
こ
の
人
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
私

達
を
心
か
ら
魅
了
す
る
、
生
き
る
う
え
で
の

ヒ
ン
ト
を
蔵
し
た
作
品
が
あ
る
、
こ
れ
を
言

い
た
い
。

し
か
し
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
変
化
を
遂
げ

る
こ
の
時
代
で
は
、
悠
長
な
こ
と
は
言
っ
て

ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
小
林
自
身
が

自
ら
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

『
レ
オ
・
シ
ェ
ス
ト
フ
の
「
悲
劇
の
哲
学
」』

に
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。
や
や
長
い
引
用
に

な
る
が
、
諒
解
し
て
戴
き
た
い
。

「
最
近
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
就つ

い
て
の
論
議

が
活
発
で
あ
る
。
論
者
等
の
説
は
ま
ち
ま
ち

だ
。
個
人
的
人
間
を
描
か
ず
社
会
的
人
間
を

描
け
と
説
く
も
の
も
あ
る
が
、
分
析
に
走
っ

て
総
合
を
忘
れ
る
な
、
普ふ

遍へ
ん

と
個
別
と
の
総

合
を
心
掛
け
よ
、
描
写
に
止と
ど

ま
ら
ず
構
成
を

得
よ
、
等
々
の
論
説
、
す
べ
て
首し
ゅ

肯こ
う

す
る
に

足
り
る
。
た
だ
作
家
（
＝
著
者
を
指
す
）
に

斉も
た
らす
実
益
が
疑
問
な
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
説
は
す
べ
て
中
ち
ゅ
う

庸よ
う

を
得
て
社
会
の
進
歩
と

歩
調
を
一い
つ

に
し
て
ゐ
る
処と
こ
ろを

そ
の
特
色
と
す

る
。
僕
も
又
、
矯
き
ょ
う

激げ
き

な
説
を
な
さ
う
と
は
思

は
ぬ
。
僕
は
た
だ
強
い
疑
惑
を
抱
く
。
何な

故ぜ

に
作
家
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
社
会
の
進
歩
な
る

も
の
を
冷
笑
し
て
は
い
け
な
い
の
か
。
作
家

の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
社
会
の
進
歩
に
対
す

る
作
家
の
復
讐
で
は
な
い
の
か
。
復
讐
の
自

覚
で
は
な
い
の
か
。
人
間
文
化
の
持
つ
、
強

烈
な
一
種
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
で
は
な
い
の
か
。

現
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
愚
劣
、
不
幸
、
苦
痛

を
、
未
来
の
故
に
是
認
す
る
こ
と
を
肯が
え
んぜ
ぬ

リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
の
上
に
、
果
し
て
社
会

の
進
歩
が
築
か
れ
得
る
か
。」

さ
て
、
そ
も
そ
も
人
間
社
会
は
、
各
人
そ

れ
ぞ
れ
が
別
々
の
過
去
と
い
う
「
時
間
」
を

秘
め
つ
つ
、
こ
の
事
実
を
ほ
ぼ
無
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。「
社
会
の

進
歩
」
ば
か
り
に
目
が
行
く
が
、
こ
の
矛
盾

は
、
社
会
に
噴
出
す
る
機
会
を
う
か
が
っ
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
今
、
日
々
、
報

道
さ
れ
る
事
件
の
異
様
さ
に
、
そ
れ
を
見
る

気
が
し
て
な
ら
な
い
が
。

小
林
の
叫
き
ょ
う

喚か
ん

は
、
誰
も
が
隠
し
持
つ
私し

的て
き

「
過
去
」
と
か
記
憶
と
い
う
領
域
へ
の
興

味
、
関
心
を
促う
な
がさ

ず
に
は
お
か
な
い
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
『
変
化
の
知
覚
』
に
あ
る
、「
生

き
続
け
る
過
去
」
と
い
う
文
言
と
の
邂
逅

は
、
そ
の
中
で
も
突
出
し
て
刺
激
的
だ
。

今
回
は
、
小
林
が
こ
の
先
人
か
ら
具
体
的

に
ど
ん
な
影
響
を
受
け
た
の
か
が
垣か
い

間ま

見
ら

れ
る
貴
重
な
と
こ
ろ
を
、『
ナ
ン
セ
ン
ス
文

学
』
か
ら
引
く
。

「
時
間
も
、
空
間
も
心
も
物
も
一い
っ

切さ
い

ひ
っ

く
る
め
て
自
然
と
い
ふ
一
つ
の
持じ

続ぞ
く

体た
い

と
し

て
、
こ
の
世
を
理
解
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

（
以
下
略
）。」

「
生
き
続
け
る
過
去
」
と
い
う
逆
説
を
意

識
し
つ
つ
こ
こ
を
読
む
と
、
私
達
は
、
常
識

が
避
け
て
通
る
こ
と
が
多
い
。「
時
間
」
の

認
識
に
関
心
を
払
い
、
あ
る
い
は
通
暁つ
う

す
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。

仮
り
に
だ
が
、
家
族
間
で
の
心
の
通
い
方

が
い
ま
ひ
と
つ
満
足
で
き
な
い
、
の
よ
う
な

負
の
記
憶
を
心
に
感
じ
つ
つ
日
々
を
過す
ご

し
て

い
た
ら
、
小
林
『
私
の
人
生
観
』
の
以
下

に
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
こ
の
場
合
、
私
達
は
過
去
を
作
り
直
し

て
ゐ
な
い
と
は
言
は
ぬ
。
過
ぎ
た
時
間
の
再

構
成
は
必
ず
行
は
れ
て
ゐ
る
（
以
下
略
）。」

少
し
後
の
『
年
齢
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
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も
書
い
て
い
る
。

「
過
去
を
思
ひ
出
す
上
じ
ょ
う

手ず

下へ

手た

と
い
ふ
事

が
あ
る
の
だ
。
上
手
に
思
ひ
出
す
と
は
過
去

が
見
え
て
来
る
、
或
る
形
と
し
て
感
じ
ら
れ

て
来
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。」

別
言
す
れ
ば
、
負
の
記
憶
を
正
の
記
憶
へ

と
転
換
さ
せ
る
行
為
、
人
間
は
自
ら
こ
の
努

力
を
重
視
す
べ
き
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
す

る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
い
つ
の

日
か
、
こ
の
世
を
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の

人
生
訓
と
ま
で
上
昇
し
て
驚
か
せ
る
。

そ
れ
は
、
初
期
の
『
手
帖
』
の
こ
こ
と
も

係
わ
る
。

「
ほ
ん
の
聊い
さ
さか

な
先せ
ん

入に
ゅ
う

主し
ゅ

が
、
ど
れ
ほ
ど

動
か
し
難が
た

い
精
神
の
型
を
作
っ
て
ゐ
る
事

か
。」私

達
の
生
き
る
日
々
刻
々
は
、
人
生
の
機

微
を
捉と
ら

え
る
自
ら
の
感
性
に
大
き
く
左
右
さ

れ
る
。「
先
入
主
」
が
厭い
や

な
こ
と
と
思
い
込

ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
人
生
が
悪
い
方
、
悪

い
方
へ
と
引
き
摺ず

ら
れ
て
し
ま
い
、
苦
し
い

自
問
に
さ
い
な
ま
れ
る
も
の
だ
。

こ
ん
な
時
、
私
的
「
過
去
」
と
か
記
憶
へ

の
配
慮
を
大
切
に
し
て
い
る
と
、
小
林
『
私

の
人
生
観
』
の
「
現
実
畏い

敬け
い

の
念
」
と
い
う

言
葉
が
生
命
を
得
る
か
の
よ
う
に
働
き
掛
け

て
来
る
。
た
だ
い
ま
の
苦
難
は
、
私
的
「
過

去
」
に
「
生
き
続
け
る
」
失し
っ

態た
い

あ
る
い
は
過

失
を
、
も
う
一
度
や
り
直
す
為
の
機
会
を
頂

戴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
来

る
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
人
生
は
重
じ
ゅ
う

層そ
う

）
に
で
き
て
い
る

の
か
と
驚
く
と
と
も
に
、「
畏
敬
」
の
含が
ん

意い

が
浮
上
し
て
来
る
。


