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も
う
何
年
も
前
か
ら
書
い
て
お
き
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
の
機
会
が
な
く
、
書
か
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

い
ま
さ
ら
な
が
ら
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
近
世
房
総
の
漁
業
関
係
史
料
を
見
て
い
る
と
、「
あ
て
ん
ほ
う
」
と
い
う
意
味
の
わ
か
ら
な
い
用
語
に
た
び
た
び
出
く

わ
す
。
漁
業
に
関
わ
る
史
料
用
語
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
史
料
そ
の
も
の
か
ら
は
読
み
解
け
な
い

で
い
た
。
先
行
研
究
を
み
る
と
、
山
口
和
雄
氏
が
、
カ
ジ
キ
の
銛
突
漁
業
を
突
棒
漁
業
と
呼
び
、
こ
れ
が
安
房
国
で
は
古

く
は
ア
テ
ン
ボ
ウ
と
呼
ば
れ
た
と
指
摘
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（『
日
本
漁
業
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
五
七
年
）。

ま
た
千
葉
県
の
漁
業
民
俗
学
の
分
野
で
も
、「
あ
て
ん
ほ
う
」
＝
あ
て
ん
ぼ
う
は
、
突
き
ん
棒
と
い
う
船
上
か
ら
銛
を
投

げ
て
マ
グ
ロ
や
カ
ジ
キ
を
突
き
獲
る
漁
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
小
島
孝
夫
氏
は
「
房
総
の
突
き
ん
棒
漁
」（
宮
田
登
編
『
海
と
列
島
文
化
』
七
、
小
学
館
、
一
九
九
一
年
所

収
）
と
い
う
論
文
で
、
房
総
地
方
で
突
き
ん
棒
漁
が
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
近
世
初
期
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
具

体
例
と
し
て
、
一
七
世
紀
半
ば
の
南
房
総
の
史
料
に
記
載
さ
れ
た
「
あ
て
ん
ぼ
う
舟
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
突
き
ん

　「
あ
て
ん
ほ
う
」
考 

　
　

後
　
藤
　
雅
　
知
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棒
漁
業
の
経
験
者
か
ら
の
聞
き
取
り
と
し
て
、
突
き
ん
棒
漁
の
銛
が
当
た
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ず
、
ア
テ
に
な
ら
な
い

漁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
突
き
ん
棒
は
あ
て
ん
ぼ
う
だ
と
い
う
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
突
き
ん
棒
漁
＝
あ
て
ん
ぼ
う

で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
の
史
料
に
記
載
さ
れ
た
あ
て
ん
ぼ
う
が
突
き
ん
棒
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
の
聞
き

取
り
を
も
と
に
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
、
検
証
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
個
人
的
に
は
突
き
ん
棒
と
あ
て
ん
ぼ
う
と
は
「
ん
ぼ

う
」
が
共
通
し
て
い
る
ほ
か
に
は
、
同
一
の
も
の
と
す
る
論
拠
は
な
い
よ
う
に
感
じ
る
し
、
近
世
後
期
の
史
料
に
は
「
突

ん
ぼ
う
」
と
い
う
用
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
（
安
政
三
年
「
再
議
定
書
之
事
」〈『
千
葉
県
の
歴
史
　
資
料
編
近
世
２
（
安

房
）』
三
八
号
文
書
〉）
場
合
が
あ
る
の
で
、
別
物
と
考
え
る
方
が
無
難
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
房
総
史
料
調
査
会
の
活
動
で
館
山
市
立
博
物
館
に
、
館
山
市
犬
石
と
い
う
地
区
に
残
さ
れ
た
島
田
家
文
書
が

あ
る
こ
と
を
知
り
、
博
物
館
の
学
芸
員
の
方
に
お
願
い
し
た
結
果
、
こ
の
文
書
を
会
で
整
理
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
犬

石
地
区
は
か
つ
て
の
安
房
国
安
房
郡
犬
石
村
で
あ
り
、
小
島
氏
が
「
ア
テ
ン
ボ
ウ
舟
」
と
い
う
記
載
を
見
つ
け
た
承
応
三

年
「
安
房
国
相
浜
村
ト
同
国
太
神
宮
村
犬
石
村
ト
モ
ヘ
川
ヘ
舟
入
候
論
ノ
事
」（『
安
房
郡
水
産
沿
革
史
』
一
〇
号
文
書
）

に
関
係
す
る
村
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
田
家
文
書
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
史
料
を
見
つ
け
た
。

［
史
料
：
島
田
家
文
書
Ｄ
５
］

　
　
　
　
　
乍
恐
書
付
以
御
訴
訟
申
上
候

一
安
房
国
安
房
郡
之
内
犬
石
村
と
も
へ
川
と
申
川
湊
、
高
木
次
郎
八
知
行
所
ニ
御
座
候

一
は
ち
た
ふ
ね
并
ニ
あ
て
ん
ほ
う
と
申
し
や
う
は
い
ふ
ね
持
申
候
へ
共
、
春
中
い
わ
し
計
之
り
や
う
ニ
て
あ
ミ
ふ
ね

其
ま
ゝ
指
置
申
候
、
此
度
御
廻
ヲ
幸
と
奉
存
御
訴
訟
仕
候
、
御
慈
悲
ニ
り
や
う
か
い
仕
候
様
ニ
此
浦
之
様
子
御
覧
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被
遊
被
　
仰
付
可
被
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
委
細
御
尋
之
上
以
口
上
可
申
上
候

　
　
　
　
　
寛
文
七
年
未
ノ
八
月
八
日
　
　
　
高
木
次
郎
八
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
石
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
内
匠
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
　
五
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
杢
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
御
国
廻
様

　
犬
石
村
は
、
現
在
の
房
総
半
島
の
先
端
、
館
山
市
内
の
平
砂
浦
と
い
う
と
こ
ろ
に
位
置
し
た
村
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は

犬
石
村
の
名
主
を
代
々
務
め
た
島
田
家
に
残
っ
た
も
の
で
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
に
幕
府
の
国
廻
衆
に
出
さ
れ
た
書

付
の
控
え
と
考
え
ら
れ
る
。
宛
先
の
「
国
廻
」
と
は
、
他
の
史
料
か
ら
坂
井
八
郎
兵
衛
成
令
と
伴
作
平
盛
兼
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
彼
ら
は
、
寛
文
七
年
に
幕
府
が
派
遣
し
た
諸
国
巡
見
使
の
一
環
と
し
て
「
各
浦
巡
察
」
に
派
遣
さ
れ
た
幕
府

の
船
手
頭
で
あ
っ
た
（『
徳
川
実
記
』
四
、六
〇
二
頁
）。

　
一
つ
書
の
二
条
目
に
よ
る
と
、
犬
石
村
に
は
「
八
手
（
は
ち
だ
）
船
と
あ
て
ん
ぼ
う
と
い
う
商
売
船
が
あ
っ
た
」
と
い

う
。
こ
の
表
現
で
は
八
手
船
と
あ
て
ん
ぼ
う
の
双
方
が
商
売
船
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
八
手
船
と
は
沖
合

で
イ
ワ
シ
を
漁
獲
す
る
八
手
網
の
操
業
を
担
う
船
の
こ
と
で
あ
り
、
商
売
船
に
は
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
あ
て
ん
ぼ

う
こ
そ
が
、
商
売
船
＝
漁
獲
物
の
売
買
を
行
う
船
と
特
定
で
き
る
。
こ
の
あ
て
ん
ぼ
う
に
は
、
突
き
ん
棒
と
の
共
通
性
は

見
い
だ
せ
ず
、
近
世
に
お
い
て
「
あ
て
ん
ほ
う
」
と
突
き
ん
棒
漁
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
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で
あ
る
。
こ
う
し
て
千
葉
県
の
漁
業
民
俗
学
で
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
「
あ
て
ん
ぼ
う
＝
突
き
ん
棒
」
説
は
否

定
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
ど
こ
か
で
一
度
明
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
じ
つ
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
史
料
に
は
他
に
関
係
史
料
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
一
七
世
紀
の
当
該
地
域
に
お

け
る
漁
場
利
用
関
係
を
復
元
す
る
作
業
が
断
片
的
に
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
十
分
そ
れ
を
展
開
で
き
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
中
途
半
端
な
の
で
、
右
の
史
料
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
も
う
少
し
だ
け
記
し
て
お
き

た
い
。

　
そ
も
そ
も
右
の
史
料
は
何
を
訴
願
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
「
り
や
う
か
い
仕
」
の
解
釈
を
示

さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
段
階
で
は
確
定
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
「
猟
（
漁
）
変
え
仕
り
」
と
漢
字

を
当
て
は
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
八
手
網
船
と
あ
て
ん
ぼ
う
船
が
ど
ち
ら
も
、
春

の
イ
ワ
シ
漁
業
で
し
か
利
用
さ
れ
な
い
と
い
う
現
状
（「
春
中
い
わ
し
計
之
り
や
う
ニ
て
あ
ミ
ふ
ね
其
ま
ゝ
指
置
申
候
」

＝
春
の
時
期
に
イ
ワ
シ
ば
か
り
の
猟
を
行
い
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
網
・
船
と
も
に
そ
の
ま
ま
置
い
て
あ
る
）
が
あ
り
、

こ
れ
を
前
提
に
今
回
の
巡
見
使
派
遣
を
好
機
と
と
ら
え
て
、
書
付
を
提
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
り
や
う
か

い
仕
」
と
は
、
船
・
網
を
イ
ワ
シ
以
外
の
漁
業
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
他
の
漁
業
に
変
え
て
利
用
し
た
い

と
い
う
訴
願
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
犬
石
村
は
、
農
業
に
利
用
す
る
肥
料

と
し
て
イ
ワ
シ
を
漁
獲
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
そ
の
他
の
漁
業
は
他
の
村
か
ら
差
し
止
め
ら
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、

そ
の
現
状
を
打
開
し
て
多
様
な
漁
業
活
動
に
踏
み
出
す
べ
く
、
こ
の
訴
願
を
行
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
う
し
て
「
あ
て
ん
ほ
う
」
の
意
味
に
気
づ
い
た
数
年
後
、
テ
ン
グ
サ
関
係
の
史
料
を
探
し
て
訪
問
し
た
逗
子
市
立
図
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書
館
で
、
内
海
延
吉
『
三
崎
郷
土
史
考
』（
三
崎
郷
土
史
考
刊
行
後
援
会
、
一
九
五
四
年
）
と
い
う
本
を
見
つ
け
た
。
著

者
の
内
海
氏
は
明
治
末
年
に
三
崎
で
暮
ら
し
始
め
、
教
員
と
し
て
働
く
と
と
も
に
、
郷
土
史
の
研
究
を
行
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
集
大
成
と
な
っ
た
こ
の
著
書
を
繙
く
と
、
内
海
氏
は
三
崎
町
の
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
漁
業
に
関
し
て
言

及
し
て
お
り
、沖
合
で
漁
船
か
ら
漁
獲
物
を
購
入
す
る
出
買
い
舟
の
う
ち
、押
送
船（
鮮
魚
な
ど
を
運
ぶ
櫓
漕
ぎ
の
快
速
船
）

で
遠
く
旅
先
に
ま
で
買
い
に
出
た
も
の
を
「
あ
て
ん
ぼ
舟
」
と
呼
ん
だ
、
そ
の
語
源
は
「
沖
で
漁
船
に
当
て
る
」
で
は
な

い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。「
あ
て
ん
ほ
う
」
が
一
七
世
紀
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
語
源
に
関
す
る

記
述
は
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
も
の
の
、
あ
て
ん
ぼ
う
が
、
房
総
に
限
定
さ
れ
た
用
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
遠

方
に
出
買
し
て
沖
合
で
漁
獲
物
を
購
入
す
る
押
送
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
犬
石
村
の
他
の
史
料
に
も
「
旅
之

あ
て
ん
ほ
う
と
申
商
売
船
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
（
寛
文
七
年
「
乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
」〈
島
田
家
文
書
Ｆ
24
〉）、

あ
て
ん
ぼ
う
船
が
遠
方
ま
で
漁
獲
物
を
買
い
付
け
に
出
向
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
、
こ
う
し
た
あ
て
ん
ぼ
う
船
の

あ
り
よ
う
は
、
近
世
の
江
戸
近
郊
に
広
く
存
在
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
史
料
的
に
あ
て
ん
ぼ
う
が
把
握
し
に
く
い

の
は
、
ま
さ
に
移
動
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
れ
で
は
あ
て
ん
ぼ
う
と
い
う
用
語
は
、
近
世
段
階
で
消
滅
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
は
、
数

年
前
に
銚
子
の
ウ
オ
ッ
セ
21
と
い
う
と
こ
ろ
で
、「
あ
て
ん
ぼ
う
」
と
い
う
店
名
の
土
産
物
屋
を
見
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
命
名
の
由
来
を
聞
い
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
、
こ
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
し
み
じ
み
思
う
の
だ
が
、
民
俗
学
者
の
よ

う
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
が
な
い
と
い
う
か
、
人
見
知
り
で
小
心
者
の
私
に
は
、
何
も
買
わ
ず
に
話
だ
け
聞
く
と
い
う
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こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
に
銚
子
に
行
く
機
会
が
あ
れ
ば
、
干
物
で
も
買
っ
た
上
で
ち
ゃ
ん
と
話
を
聞
い
て
み
よ
う
か

と
密
か
に
思
っ
て
い
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


