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が
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力 
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■
は
じ
め
に 

 

私
は
北
海
道
の
函
館
生
ま
れ
で
、
池
袋
と
は
幼
い
頃
に
関
係
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
池
袋
に
は
、
十
八
歳
か
ら
ず
っ
と
通
っ
て
お
り
ま

す
。
酒
を
飲
ん
だ
回
数
は
池
袋
が
一
番
多
い
と
思
い
ま
す
。
以
前
は
立
教
大

学
に
勤
め
て
お
り
、
現
在
は
ひ
ば
り
が
丘
に
あ
る
自
由
学
園
に
移
り
ま
し
た

が
、
ど
う
も
池
袋
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。 

 

日
本
に
は
、
雑
司
が
谷
と
似
て
い
る
土
地
が
、
い
く
つ
か
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ひ
と
つ
は
芦
屋
で
す
。
芦
屋
の
自
由
教
育
に
は
雑
司
が
谷
と
非
常
に
よ

く
似
た
も
の
を
感
じ
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
神
田
で
す
。
神
田
の
キ
リ
ス
ト

教
を
背
景
と
し
た
風
土
は
、
雑
司
が
谷
と
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
雑

司
が
谷
、
芦
屋
、
神
田
の
三
か
所
が
、
私
の
中
で
非
常
に
重
な
り
ま
す
。 

 

■
「
池
袋
の
女
」

―
祟
り
の
女
か
ら
自
立
の
女
へ 

 

最
初
に
話
を
す
る
の
は
「
池
袋
の
女
」
で
す
。
こ
の
「
池
袋
の
女
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
ち
ょ
っ
と
問
い
直
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
に
お
い
て
「
池
袋
の
女
」
に
は
、
民
俗
学
的
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。「
池
袋
の
女
」
と
は
、
池
袋
出
身
の
下
女
と
密
通
し
た

鍋
五
郎
と
い
う
男
の
家
の
屋
根
や
雨
戸
に
石
が
降
っ
て
き
て
、
女
に
暇
を
出

し
た
ら
そ
の
怪
奇
現
象
が
治
ま
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な

話
は
、
池
尻
と
か
「
池
」
が
つ
く
地
名
に
残
っ
て
い
て
、
池
袋
か
ら
下
女
を

雇
う
と
祟
り
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
説
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
池
袋
に
は
そ

う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。 

 

ま
た
、
鶴
屋
南
北
の
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
と
い
う
狂
言
の
「
四
谷
」
は

新
宿
区
の
四
谷
で
は
な
く
、
雑
司
ヶ
谷
四
谷
町
（
現
・
豊
島
区
雑
司
が
谷
）

で
す
。
雑
司
が
谷
に
も
、
何
か
怪
異
が
起
き
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で

す
。 

 
と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
べ
き
だ

と
云
っ
た
人
物
が
い
ま
す
。
哲
学
館
（
現
・
東
洋
大
学
）
の
創
設
者
で
あ
る

井
上
円
了
で
す
。
井
上
円
了
は
妖
怪
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
が
、「
池
袋
の

女
」
に
つ
い
て
女
性
が
自
由
を
求
め
る
抗
議
行
動
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
し 

 

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
池
袋
出
身
の
女
性
は
恐
怖
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

く
、
女
性
が
自
立
す
る
と
き
の
抗
議
行
動
と
し
て
天
変
地
異
が
描
か
れ
て
い

る
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
言
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
井
上
円
了
は
、
池
袋
の

女
、
雑
司
ヶ
谷
の
女
と
も
に
、
女
性
の
自
立
的
な
行
動
が
江
戸
時
代
か
ら
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
そ
う
し

た
自
立
的
な
女
性
が
池
袋
や
雑
司
が
谷
で
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

 

江
戸
の
周
辺
地
域
は
、
貧
農
層
よ
り
も
自
立
農
層
が
多
く
い
ま
し
た
。
自

立
的
な
農
村
形
態
が
そ
こ
に
あ
り
、
非
常
に
豊
か
さ
を
感
じ
ま
す
。 

 

最
近
、
一
揆
が
あ
っ
た
場
所
を
訪
ね
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
農

村
に
お
け
る
女
性
の
自
立
性
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
く
に
池
袋
近
郊
の
農
業
は
か
な
り
豊
か
で
し
た
の
で
、
江
戸

時
代
に
お
い
て
、
自
立
的
な
女
性
が
生
ま
れ
る
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。 

 

■
雑
司
ヶ
谷
と
は
ど
こ
か 

 

江
戸
時
代
の
地
図
を
見
ま
す
と
、
雑
司
ヶ
谷
は
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
広

い
地
域
に
な
っ
て
い
ま
す
。
池
袋
と
雑
司
ヶ
谷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
墨
引
（
江
戸

町
奉
行
管
轄
）
あ
る
い
は
朱
引
（
江
戸
御
府
内
）
の
内
外
の
ど
ち
ら
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
範
囲
を
江
戸
と
呼
ぶ
の
か
は
、
い
ろ
い
ろ
な
捉
え
方

が
あ
り
ま
す
。「
大
江
戸
」
と
い
う
と
、
栃
木
の
あ
た
り
ま
で
大
江
戸
だ
と

い
う
人
も
い
て
難
し
い
の
で
す
が
、
一
般
的
に
は
朱
引
内
を
指
し
ま
す
。 

 

池
袋
は
墨
引
外
で
朱
引
内
で
す
が
、
雑
司
ヶ
谷
は
墨
引
内
で
か
つ
朱
引
内

で
も
あ
り
ま
す
。
管
轄
の
点
で
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
の
人
た
ち

が
そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
巣
鴨

警
察
と
池
袋
警
察
と
い
っ
た
よ
う
に
、
警
察
は
い
ま
だ
に
地
域
に
よ
っ
て
管

轄
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
我
々
は
警
察
に
つ
い
て
管
轄
を
強
く
意

識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
様
に
、
庶
民
に
と
っ
て

は
、
朱
引
内
、
墨
引
内
と
い
う
こ
と
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
池
袋
で
、
雑
司

ヶ
谷
な
の
か
と
い
う
議
論
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

明
治
時
代
の
豊
島
区
の
地
図
を
見
る
と
、
非
常
に
牧
草
地
が
多
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
明
治
の
頃
に
こ
の
あ
た
り
で
は
酪
農
が
さ
か
ん
で
し
た
。
大

塚
の
東
福
寺
に
は
疫
牛
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
が
、
疫
病
に
よ
っ
て
大
量
に
乳

牛
が
失
わ
れ
、
そ
の
後
に
学
校
が
多
く
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
広
い
範
囲
が
ど
う
し
て
現
在
の
よ
う
に
小
さ
く
分
割
さ
れ
た
の
か
。

こ
れ
は
池
袋
、
豊
島
区
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
代
化
の
中
で
政
府
機

関
の
都
合
で
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
分
割
さ
れ
た
り
し
た
か
ら
で
す
。
そ
う
し

た
政
府
戦
略
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
土
地
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
地
名
と

な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
我
々
は
、
近
代
化
の
便
宜
的
思
考
か
ら
脱
却
し
て
、

雑
司
ヶ
谷
や
池
袋
に
つ
い
て
、
政
府
が
決
定
し
た
区
分
に
と
ら
わ
れ
ず
に
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
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。
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に
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は
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の
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あ
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話
は
、
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が
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、
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を
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と
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よ
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し
た
。
池
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に
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し
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の
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も
、
何
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な
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す
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と
こ
ろ
が
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治
時
代
に
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、
こ
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し
た
イ
メ
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ジ
を
払
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き
だ

と
云
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た
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。
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円
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し
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」
に
つ
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て
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が
自
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抗
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行
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た
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い
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て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
池
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出
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の
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は
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た
ら
す
も
の
で
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な

く
、
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性
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き
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抗
議
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変
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と
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き
だ
と
言
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し
た
。
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治
時
代
に
井
上
円
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は
、
池
袋
の

女
、
雑
司
ヶ
谷
の
女
と
も
に
、
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性
の
自
立
的
な
行
動
が
江
戸
時
代
か
ら
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
そ
う
し

た
自
立
的
な
女
性
が
池
袋
や
雑
司
が
谷
で
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

 

江
戸
の
周
辺
地
域
は
、
貧
農
層
よ
り
も
自
立
農
層
が
多
く
い
ま
し
た
。
自

立
的
な
農
村
形
態
が
そ
こ
に
あ
り
、
非
常
に
豊
か
さ
を
感
じ
ま
す
。 

 

最
近
、
一
揆
が
あ
っ
た
場
所
を
訪
ね
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
農

村
に
お
け
る
女
性
の
自
立
性
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
く
に
池
袋
近
郊
の
農
業
は
か
な
り
豊
か
で
し
た
の
で
、
江
戸

時
代
に
お
い
て
、
自
立
的
な
女
性
が
生
ま
れ
る
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。 

 

■
雑
司
ヶ
谷
と
は
ど
こ
か 

 

江
戸
時
代
の
地
図
を
見
ま
す
と
、
雑
司
ヶ
谷
は
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
広

い
地
域
に
な
っ
て
い
ま
す
。
池
袋
と
雑
司
ヶ
谷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
墨
引
（
江
戸

町
奉
行
管
轄
）
あ
る
い
は
朱
引
（
江
戸
御
府
内
）
の
内
外
の
ど
ち
ら
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
範
囲
を
江
戸
と
呼
ぶ
の
か
は
、
い
ろ
い
ろ
な
捉
え
方

が
あ
り
ま
す
。「
大
江
戸
」
と
い
う
と
、
栃
木
の
あ
た
り
ま
で
大
江
戸
だ
と

い
う
人
も
い
て
難
し
い
の
で
す
が
、
一
般
的
に
は
朱
引
内
を
指
し
ま
す
。 

 

池
袋
は
墨
引
外
で
朱
引
内
で
す
が
、
雑
司
ヶ
谷
は
墨
引
内
で
か
つ
朱
引
内

で
も
あ
り
ま
す
。
管
轄
の
点
で
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
の
人
た
ち

が
そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
巣
鴨

警
察
と
池
袋
警
察
と
い
っ
た
よ
う
に
、
警
察
は
い
ま
だ
に
地
域
に
よ
っ
て
管

轄
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
我
々
は
警
察
に
つ
い
て
管
轄
を
強
く
意

識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
様
に
、
庶
民
に
と
っ
て

は
、
朱
引
内
、
墨
引
内
と
い
う
こ
と
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
池
袋
で
、
雑
司

ヶ
谷
な
の
か
と
い
う
議
論
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

明
治
時
代
の
豊
島
区
の
地
図
を
見
る
と
、
非
常
に
牧
草
地
が
多
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
明
治
の
頃
に
こ
の
あ
た
り
で
は
酪
農
が
さ
か
ん
で
し
た
。
大

塚
の
東
福
寺
に
は
疫
牛
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
が
、
疫
病
に
よ
っ
て
大
量
に
乳

牛
が
失
わ
れ
、
そ
の
後
に
学
校
が
多
く
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
広
い
範
囲
が
ど
う
し
て
現
在
の
よ
う
に
小
さ
く
分
割
さ
れ
た
の
か
。

こ
れ
は
池
袋
、
豊
島
区
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
代
化
の
中
で
政
府
機

関
の
都
合
で
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
分
割
さ
れ
た
り
し
た
か
ら
で
す
。
そ
う
し

た
政
府
戦
略
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
土
地
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
地
名
と

な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
我
々
は
、
近
代
化
の
便
宜
的
思
考
か
ら
脱
却
し
て
、

雑
司
ヶ
谷
や
池
袋
に
つ
い
て
、
政
府
が
決
定
し
た
区
分
に
と
ら
わ
れ
ず
に
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
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■
池
袋
・
雑
司
が
谷
の
土
壌 

 

小
池
百
合
子
さ
ん
と
い
う
初
の
女
性
の
都
知
事
が
豊
島
区
か
ら
誕
生
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
池
袋
に
あ
る
自
立
的
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を

感
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
女
性
へ
の
視
点
は
、
法
華
教
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
鬼
子
母
神
は
安
産
・
子

育
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
母
性
と
子
育
て
に
お
け
る
社
会
的

共
有
意
識
を
育
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
す
き
み
み
ず
く
が
親
孝
行

を
視
点
と
し
て
い
る
こ
と
も
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
か
ら
、
日
蓮
宗
が
持
っ
て
い
る
抵
抗
意
識
、
自
立
性
意
識
も
池
袋
周

辺
地
域
の
土
壌
と
し
て
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
お

い
て
、
日
蓮
宗
の
法
華
経
が
人
び
と
の
心
を
捉
え
た
の
は
、
女
性
が
救
わ
れ

る
と
い
う
点
で
し
た
。
ま
た
、
日
蓮
は
母
親
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
非
常
に
大

事
に
し
て
い
ま
し
た
。
母
親
へ
の
愛
、
そ
し
て
母
親
か
ら
の
愛
が
非
常
に
重

視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
日
蓮
宗
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
絶

対
的
な
魅
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

東
京
都
内
に
お
い
て
、
雑
司
が
谷
に
は
法
華
経
の
寺
院
が
集
中
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
池
上
の
本
門
寺
の
あ
た
り
に
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
雑
司

ヶ
谷
ほ
ど
法
華
経
の
寺
院
の
多
い
地
域
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鼠
山
の
感
応
寺
が

天
保
十
二
年
で
廃
院
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
増
上
寺
、
寛
永
寺
を
こ

え
る
大
き
さ
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
感
応
寺
の
存
在
に
つ
い
て
新
し

い
見
方
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
女
性
た
ち
が
集
っ
て
元
気
を
出
す
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
法
明
寺
の
鬼
子
母
神
堂

の
本
堂
は
、
広
島
藩
主
浅
野
光
晟
の
正
室
で
あ
る
満
姫
の
寄
進
に
よ
り
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
池
袋
周
辺
地
域
は
、
女
性
が
集
う
街
で
あ
り
、
同
時
に
女
性

を
大
切
に
す
る
雰
囲
気
が
法
華
経
を
中
心
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

 

も
う
ひ
と
つ
の
軸
は
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。『
雑
司
が
谷
物
語

―
聞
き
書

き
・
前
島
郁
子
ひ
と
筋
の
道
』（
今
井
洋
子
著
、
都
市
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
前
島
郁
子
さ
ん
と
は
、
日
本
女
子
大
学
の
周
辺
に

保
育
所
を
建
設
し
た
り
、
宣
教
師
の
ジ
ョ
ン
・
ム
ー
デ
ィ
・
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ

邸
の
保
存
に
尽
く
し
た
り
、
東
京
駅
の
保
存
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
方
で
す
。

こ
の
本
の
中
に
よ
れ
ば
、
前
島
さ
ん
は
雑
司
が
谷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
た
そ
う
で
す
。 

  
 

耳
に
し
た
記
憶
で
は
、
雑
司
が
谷
は
、
子
ど
も
の
教
育
に
い
い
っ
て
。

そ
れ
で
こ
こ
に
来
た
っ
て
こ
と
で
し
た
か
し
ら 

  
 

こ
の
辺
は
一
坪
百
円
で
、
結
構
、
お
高
か
っ
た
み
た
い
。
で
も
気
に
入

っ
た
ん
で
、
無
理
し
て
買
っ
た
よ
う
で
す
、
何
回
か
に
分
け
て
。
中
野

の
あ
た
り
だ
と
、
坪
十
円
く
ら
い
と
い
う
相
場
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね 

  

当
時
高
等
小
学
校
に
上
が
る
と
き
の
授
業
料
が
だ
い
た
い
一
円
で
す
。
前

島
さ
ん
の
ご
主
人
は
内
務
省
に
勤
務
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
初
任
給
は
八
十

五
円
で
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
雑
司
が
谷
の
地
価
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
い 

 

え
る
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
前
島
さ
ん
は
「
わ
た
く
し
一
度
も
軍
国
乙
女
に
な
っ
た
こ
と
は
な

い
ん
で
す
」（
前
掲
書
）
と
云
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
言
は
、
権
力
に
媚
び

ず
に
自
分
た
ち
の
自
由
を
確
保
し
た
人
が
い
た
証
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。「
私
の
国
籍
は
天
国
に
あ
り
ま
す
か
ら
」（
前
掲
書
）
と
い
う
の
は
宣

教
師
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
の
言
葉
で
す
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
雑
司
が
谷
に
あ

り
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
国
際
ア
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
都
市
構
想
」
の
根
源
と

な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

■
秋
田
雨
雀
と
雑
司
が
谷
の
児
童
文
化 

 

も
う
ひ
と
つ
、
秋
田
雨
雀
の
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
森
岩

雄
の
『
大
正
・
雑
司
が
谷
』（
青
蛙
房
、
一
九
七
八
年
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
と
の
思
い
出
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
に
秋
田
雨
雀
も
い
ま
す
。
青
森
県
出
身
の
作
家
で
あ
る
秋
田
雨
雀
は
、
舞

台
芸
術
学
院
の
院
長
を
務
め
、
本
納
寺
の
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
秋
田
は
あ
る
種
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
も
の
を
持
っ
て
い

た
け
れ
ど
も
、
非
常
に
優
し
い
方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

秋
田
雨
雀
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
人
物
に
ワ
シ
リ
ー
・
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
と

い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
ロ
シ
ア
文
化
を
日
本
に
伝
え
た
人
で
す
。
ア
メ
リ

カ
か
ら
宣
教
師
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
が
、
そ
の
一
方
で
ロ
シ
ア
か
ら
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
が
入
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
雑
司
が
谷
が
持
っ
て
い
る
広
が
り
と
い
う
も

の
に
留
意
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
成
蹊
実
務
学
校
創
設
者
の
中

村
春
二
さ
ん
と
の
思
い
出
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
子
ど
も
へ
の

視
座
を
感
じ
ま
す
。 

 

「
び
わ
の
実
文
庫
」
の
拠
点
と
な
っ
た
坪
田
譲
治
の
自
宅
は
西
池
袋
に
あ

り
ま
し
た
。
く
わ
え
て
『
赤
い
鳥
』
を
つ
く
っ
た
鈴
木
三
重
吉
の
自
宅
は
目

白
に
あ
り
ま
し
た
。『
赤
い
鳥
』
は
、
鈴
木
三
重
吉
が
娘
の
た
め
に
つ
く
っ

た
童
話
「
湖
水
の
女
」
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
児
童
文
学
の
拠
点

が
、
こ
の
あ
た
り
に
点
在
し
て
い
ま
し
た
。 

 

鬼
子
母
神
伝
承
で
は
、
鬼
子
母
神
が
近
隣
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
て

い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
諫
め
る
た
め
に
釈
迦
が
鬼
子
母
神
の
末
子
を
さ
ら
い

そ
れ
を
諫
め
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
鬼
子
母
神
信
仰
の
根
底
に
は

子
ど
も
を
自
分
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
共
有
物
と
し
て
捉
え
て
い
く
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。『
赤
い
鳥
』
も
そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
全
国
に
広

が
り
、
児
童
文
学
に
よ
っ
て
の
社
会
的
共
有
性
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。『
赤

い
鳥
』
に
は
、
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
や
北
原
白
秋
の
童
謡
が
発
表

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
自
由
画
教
育
を
提
唱
し
た
山
本
鼎
は
、「
赤
い

鳥
」
に
投
稿
さ
れ
た
児
童
の
自
由
画
の
選
者
を
務
め
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
大
正
自
由
教
育
運
動
の
中
で
、
羽
仁
吉
一
・
も
と
子
夫
妻
に
よ

っ
て
自
由
学
園
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
羽
仁
吉
一
『
雑
司
が
谷
短
信
』（
婦

人
之
友
社
、
一
九
五
六
年
）
と
雑
誌
『
婦
人
之
友
』、『
子
供
之
友
』
は
、
雑

司
が
谷
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
自
由
学
園
明

日
館
は
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
ラ
イ
ト

が
好
き
だ
っ
た
浮
世
絵
の
模
様
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

60



 
 

■
池
袋
・
雑
司
が
谷
の
土
壌 

 

小
池
百
合
子
さ
ん
と
い
う
初
の
女
性
の
都
知
事
が
豊
島
区
か
ら
誕
生
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
池
袋
に
あ
る
自
立
的
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を

感
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
女
性
へ
の
視
点
は
、
法
華
教
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
鬼
子
母
神
は
安
産
・
子

育
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
母
性
と
子
育
て
に
お
け
る
社
会
的

共
有
意
識
を
育
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
す
き
み
み
ず
く
が
親
孝
行

を
視
点
と
し
て
い
る
こ
と
も
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
か
ら
、
日
蓮
宗
が
持
っ
て
い
る
抵
抗
意
識
、
自
立
性
意
識
も
池
袋
周

辺
地
域
の
土
壌
と
し
て
ふ
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
お

い
て
、
日
蓮
宗
の
法
華
経
が
人
び
と
の
心
を
捉
え
た
の
は
、
女
性
が
救
わ
れ

る
と
い
う
点
で
し
た
。
ま
た
、
日
蓮
は
母
親
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
非
常
に
大

事
に
し
て
い
ま
し
た
。
母
親
へ
の
愛
、
そ
し
て
母
親
か
ら
の
愛
が
非
常
に
重

視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
日
蓮
宗
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
絶

対
的
な
魅
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

東
京
都
内
に
お
い
て
、
雑
司
が
谷
に
は
法
華
経
の
寺
院
が
集
中
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
池
上
の
本
門
寺
の
あ
た
り
に
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
雑
司

ヶ
谷
ほ
ど
法
華
経
の
寺
院
の
多
い
地
域
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鼠
山
の
感
応
寺
が

天
保
十
二
年
で
廃
院
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
増
上
寺
、
寛
永
寺
を
こ

え
る
大
き
さ
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
感
応
寺
の
存
在
に
つ
い
て
新
し

い
見
方
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
女
性
た
ち
が
集
っ
て
元
気
を
出
す
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
法
明
寺
の
鬼
子
母
神
堂

の
本
堂
は
、
広
島
藩
主
浅
野
光
晟
の
正
室
で
あ
る
満
姫
の
寄
進
に
よ
り
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
池
袋
周
辺
地
域
は
、
女
性
が
集
う
街
で
あ
り
、
同
時
に
女
性

を
大
切
に
す
る
雰
囲
気
が
法
華
経
を
中
心
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

 

も
う
ひ
と
つ
の
軸
は
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。『
雑
司
が
谷
物
語

―
聞
き
書

き
・
前
島
郁
子
ひ
と
筋
の
道
』（
今
井
洋
子
著
、
都
市
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
前
島
郁
子
さ
ん
と
は
、
日
本
女
子
大
学
の
周
辺
に

保
育
所
を
建
設
し
た
り
、
宣
教
師
の
ジ
ョ
ン
・
ム
ー
デ
ィ
・
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ

邸
の
保
存
に
尽
く
し
た
り
、
東
京
駅
の
保
存
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
方
で
す
。

こ
の
本
の
中
に
よ
れ
ば
、
前
島
さ
ん
は
雑
司
が
谷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語

っ
た
そ
う
で
す
。 

  
 

耳
に
し
た
記
憶
で
は
、
雑
司
が
谷
は
、
子
ど
も
の
教
育
に
い
い
っ
て
。

そ
れ
で
こ
こ
に
来
た
っ
て
こ
と
で
し
た
か
し
ら 

  
 

こ
の
辺
は
一
坪
百
円
で
、
結
構
、
お
高
か
っ
た
み
た
い
。
で
も
気
に
入

っ
た
ん
で
、
無
理
し
て
買
っ
た
よ
う
で
す
、
何
回
か
に
分
け
て
。
中
野

の
あ
た
り
だ
と
、
坪
十
円
く
ら
い
と
い
う
相
場
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね 

  

当
時
高
等
小
学
校
に
上
が
る
と
き
の
授
業
料
が
だ
い
た
い
一
円
で
す
。
前

島
さ
ん
の
ご
主
人
は
内
務
省
に
勤
務
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
初
任
給
は
八
十

五
円
で
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
雑
司
が
谷
の
地
価
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
い 

 

え
る
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
前
島
さ
ん
は
「
わ
た
く
し
一
度
も
軍
国
乙
女
に
な
っ
た
こ
と
は
な

い
ん
で
す
」（
前
掲
書
）
と
云
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
言
は
、
権
力
に
媚
び

ず
に
自
分
た
ち
の
自
由
を
確
保
し
た
人
が
い
た
証
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。「
私
の
国
籍
は
天
国
に
あ
り
ま
す
か
ら
」（
前
掲
書
）
と
い
う
の
は
宣

教
師
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
の
言
葉
で
す
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
雑
司
が
谷
に
あ

り
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
国
際
ア
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
都
市
構
想
」
の
根
源
と

な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

■
秋
田
雨
雀
と
雑
司
が
谷
の
児
童
文
化 

 

も
う
ひ
と
つ
、
秋
田
雨
雀
の
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
森
岩

雄
の
『
大
正
・
雑
司
が
谷
』（
青
蛙
房
、
一
九
七
八
年
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
と
の
思
い
出
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
に
秋
田
雨
雀
も
い
ま
す
。
青
森
県
出
身
の
作
家
で
あ
る
秋
田
雨
雀
は
、
舞

台
芸
術
学
院
の
院
長
を
務
め
、
本
納
寺
の
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
秋
田
は
あ
る
種
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
も
の
を
持
っ
て
い

た
け
れ
ど
も
、
非
常
に
優
し
い
方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

秋
田
雨
雀
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
人
物
に
ワ
シ
リ
ー
・
エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
と

い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
は
ロ
シ
ア
文
化
を
日
本
に
伝
え
た
人
で
す
。
ア
メ
リ

カ
か
ら
宣
教
師
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
が
、
そ
の
一
方
で
ロ
シ
ア
か
ら
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
が
入
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
雑
司
が
谷
が
持
っ
て
い
る
広
が
り
と
い
う
も

の
に
留
意
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
成
蹊
実
務
学
校
創
設
者
の
中

村
春
二
さ
ん
と
の
思
い
出
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
子
ど
も
へ
の

視
座
を
感
じ
ま
す
。 

 

「
び
わ
の
実
文
庫
」
の
拠
点
と
な
っ
た
坪
田
譲
治
の
自
宅
は
西
池
袋
に
あ

り
ま
し
た
。
く
わ
え
て
『
赤
い
鳥
』
を
つ
く
っ
た
鈴
木
三
重
吉
の
自
宅
は
目

白
に
あ
り
ま
し
た
。『
赤
い
鳥
』
は
、
鈴
木
三
重
吉
が
娘
の
た
め
に
つ
く
っ

た
童
話
「
湖
水
の
女
」
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
児
童
文
学
の
拠
点

が
、
こ
の
あ
た
り
に
点
在
し
て
い
ま
し
た
。 

 

鬼
子
母
神
伝
承
で
は
、
鬼
子
母
神
が
近
隣
の
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
食
べ
て

い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
諫
め
る
た
め
に
釈
迦
が
鬼
子
母
神
の
末
子
を
さ
ら
い

そ
れ
を
諫
め
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
鬼
子
母
神
信
仰
の
根
底
に
は

子
ど
も
を
自
分
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
共
有
物
と
し
て
捉
え
て
い
く
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。『
赤
い
鳥
』
も
そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
全
国
に
広

が
り
、
児
童
文
学
に
よ
っ
て
の
社
会
的
共
有
性
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。『
赤

い
鳥
』
に
は
、
芥
川
龍
之
介
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
や
北
原
白
秋
の
童
謡
が
発
表

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
自
由
画
教
育
を
提
唱
し
た
山
本
鼎
は
、「
赤
い

鳥
」
に
投
稿
さ
れ
た
児
童
の
自
由
画
の
選
者
を
務
め
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
た
大
正
自
由
教
育
運
動
の
中
で
、
羽
仁
吉
一
・
も
と
子
夫
妻
に
よ

っ
て
自
由
学
園
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
羽
仁
吉
一
『
雑
司
が
谷
短
信
』（
婦

人
之
友
社
、
一
九
五
六
年
）
と
雑
誌
『
婦
人
之
友
』、『
子
供
之
友
』
は
、
雑

司
が
谷
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
自
由
学
園
明

日
館
は
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
ラ
イ
ト

が
好
き
だ
っ
た
浮
世
絵
の
模
様
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
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う
し
た
か
た
ち
で
江
戸
の
文
化
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
こ
と
も
非
常
に
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
学
園
は
、
新
時
代
の
女
性
と
し
て
必
要
な
教
育
を

施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
も
そ
も
、
羽
仁
も
と
子
が
自
分
の
娘
が
小
学

校
で
受
け
て
い
る
教
育
を
疑
問
視
し
た
こ
と
が
発
端
で
し
た
。
我
々
は
自
分

の
子
ど
も
や
孫
が
本
当
に
か
わ
い
い
。
そ
の
子
へ
の
愛
か
ら
、
他
者
の
子
を

愛
す
る
こ
と
へ
と
至
る
考
え
方
が
自
由
学
園
の
発
端
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
自
由
教
育
に
つ
い
て
は
二
〇
一
四
年
度
の
池
袋
学
で
話
し
ま
し
た

が
、
個
性
の
尊
重
、
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
、
こ
れ
は
芦
屋
児
童
の
村
小
学

校
と
対
を
な
す
も
の
で
す
。
そ
し
て
立
教
大
学
。
立
教
大
学
の
校
歌
は
「
自

由
の
学
府
」
と
い
う
歌
詞
で
終
わ
り
ま
す
が
、
六
大
学
の
他
の
大
学
と
は
違

い
、
立
教
大
学
だ
け
は
「
立
教
」
で
終
わ
ら
ず
「
自
由
の
学
府
」
で
終
わ
り

ま
す
。
戦
時
中
は
「
自
由
の
学
府
」
を
外
せ
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
し

た
中
で
も
な
ん
と
か
粘
り
強
く
守
っ
て
き
た
と
い
う
の
も
、
非
常
に
重
要
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

■
お
わ
り
に 

 

こ
う
し
た
自
由
な
伝
統
を
持
つ
池
袋
を
自
由
文
化
都
市
と
し
て
創
造
し

て
い
く
こ
と
。
去
年
の
「
戦
後
池
袋
の
検
証

―
ヤ
ミ
市
か
ら
自
由
文
化
都

市
へ
」
を
や
り
ま
し
た
。
我
々
は
、
ヤ
ミ
市
が
あ
る
種
の
反
体
制
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
幹

に
あ
っ
た
の
は
、
権
威
に
対
し
て
新
た
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
意
欲
や
反

発
で
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
平
和
へ
の
希
求
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、
池
袋
の
街
は
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
よ
っ

て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
も
、
や
は
り
主
流

の
カ
ル
チ
ャ
ー
へ
の
あ
る
種
の
反
発
で
あ
る
と
云
え
ま
す
。 

 

池
袋
に
は
、
身
を
削
っ
て
反
発
し
な
が
ら
創
造
し
て
い
く
文
化
と
い
う
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
身
を
削
る

―
「
痩
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
「
優
し

い
」
の
語
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
優
し
さ
の
語
源
は
「
痩
せ
る
」

―
自
分

の
身
を
削
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

太
っ
て
い
く
カ
ル
チ
ャ
ー
で
な
く
、
痩
せ
て
い
く

―
自
分
の
身
を
削
っ

て
い
く
カ
ル
チ
ャ
ー
を
守
る
こ
と
。
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
豊
島
区
の
掲

げ
て
い
る
「
国
際
ア
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
都
市
構
想
」
の
根
底
に
あ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ア
ー
ト
と
は
「
芸
術
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
「
人
間
が

つ
く
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。
人
間
が
つ
く
る
と
も
の
と
し
て
の
「
ア

ー
ト
」
を
考
え
る
時
、
人
間
愛
と
い
う
も
の
を
、
雑
司
が
谷
の
基
本
的
な
精

神
と
し
て
進
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

（
わ
た
な
べ
・
け
ん
じ 

自
由
学
園
最
高
学
部
長
、
立
教
大
学
名
誉
教
授
） 

 

※
鬼
子
母
神
の
「
鬼
」
の
表
記
は
本
来
「
角つ

の

」
の
な
い
字
を
用
い
て
い
ま
す
。 

 
 

 

雑
司
が
谷
と
法
明
寺
の
歴
史 

近 

江 

正 

典

■
は
じ
め
に 

 

法
明
寺
住
職
の
近
江
正
典
と
申
し
ま
す
。
私
は
三
十
年
ほ
ど
前
に
法
明
寺

の
婿
養
子
と
し
て
雑
司
が
谷
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
雑
司
が
谷
で

は
な
く
千
葉
の
田
舎
の
海
辺
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
房
州
と
い
う
意
味
で

は
、
日
蓮
聖
人
と
同
郷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
初
め
て
雑
司
が

谷
に
来
た
時
は
「
な
ん
て
牧
歌
的
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
街
と
い
う
よ

り
も
村
だ
な
」
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。 

 

法
明
寺
は
も
と
も
と
真
言
宗
の
お
寺
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
縁
起
な
ど
で
は
、
真
言
宗
だ
っ
た
と
も
天
台
宗
だ
っ
た
と
も
言
わ

れ
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
法
明
寺
の
縁
起
に
よ

れ
ば
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
頃
に
真
言
宗
の
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
そ
う

で
す
。『
吾
妻
鏡
』
に
出
て
く
る
武
蔵
国
威
光
寺
が
「
稲
荷
山
威
光
寺
」
と

称
し
て
い
た
法
明
寺
の
前
身
の
威
光
寺
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
怪
し
い
。
怪
し
い
の
で
す
が
、
正
和
元
年
（
一
三

一
二
）
に
、
日
蓮
聖
人
の
お
弟
子
さ
ん
の
日
源
上
人
が
こ
の
武
蔵
野
国
で
布

教
し
ま
し
て
、
当
時
の
法
明
寺
の
威
光
寺
で
す
ね
、
稲
荷
山
威
光
寺
と
言
わ

れ
て
い
た
お
寺
の
住
職
と
法
論
を
し
ま
し
た
。
法
論
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

派
が
持
っ
て
い
る
宗
義
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
議
論
す
る
こ
と
で
す
。
議
論
で

負
け
た
人
は
勝
っ
た
人
の
弟
子
に
な
る

―
そ
の
教
義
を
受
け
継
い
で
改

宗
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
源
上
人
と
稲
荷
山
威
光
寺
が
法
論
を
し
た

結
果
、
正
和
元
年
に
真
言
宗
か
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
正
和
元
年
を
も
っ
て
法
明
寺
と
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
法
明
寺
と
し
て
は
雑
司
が
谷
に
存
在
し
て

い
る
。
雑
司
が
谷
と
い
う
街
そ
の
も
の
が
、
法
明
寺
の
、
言
っ
て
み
る
と
門

前
町
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

■
法
明
寺
の
歴
史 

 

郷
土
史
を
見
る
と
、
雑
司
が
谷
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
法

明
寺
の
雑
司
料
だ
っ
た
た
め
に
「
雑
司
が
谷
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
と
い

う
説
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
南
北
朝
の
時
代
に
京
都
で
雑
色
職
に
あ
っ
た
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