
〈
嗤
い
〉
と
〈
誠
実
〉
の
詩
学

―
―
中
原
中
也
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
に
つ
い
て
―
―

𠮷

田

恵

理

１

追
悼
文
「
夭
折
し
た
富
永
」

中
村
稔
「
中
原
中
也
と
富
永
太
郎
」
は
両
者
の
詩
の
性
格
の
違
い
を
、
富

永
の
詩
篇
「
橋
の
上
の
自
画
像
」
に
お
け
る
「
生
の
強
烈
な
否
定
」
と
、
中

也
の
「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
に
お
け
る
「
い
か
に
生
き
る
か
の
志
」
と
い
う

形
で
対
比
的
に
見
出
し
て
い（
１
）る。
こ
れ
は
中
村
が
一
貫
し
て
「
述
志
」
を
中

也
の
詩
の
最
大
の
特
徴
と
見
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
こ
の
見
方
に
は
、

中
也
に
よ
る
追
悼
文
「
夭
折
し
た
富
永
」（『
山
繭
』
一
九
二
六
・
一
一
）
の

次
の
箇
所
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

富
永
は
、
彼
が
希
望
し
た
や
う
に
、
サ
ム
ボ
リ
ス
ト
と
し
て
詩
を
書
い

て
死
ん
だ
。（
略
）
大
変
贅
沢
を
い
つ
て
も
好
い
な
ら
、
富
永
に
は
も

つ
と
、
想
像
を
促
す
良
心
、
実
生
活
へ
の
愛
が
あ
つ
て
も
よ
か
つ
た
と

思
ふ
。

中
也
は
し
ば
し
ば
〈
実
生
活
へ
の
愛
〉
や
〈
誠（
２
）実〉
を
主
張
し
た
が
、
な

ぜ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
そ
う
し
た
も
の
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の
飛
躍
を
考
察
す
る
精
読
の
作
業
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

〈
実
生
活
へ
の
愛
〉
が
「
い
か
に
生
き
る
か
の
志
」（「
述
志
」）
に
言
い
換

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
追
悼
文
で
こ

だ
わ
り
た
い
の
は
、
引
用
箇
所
の
前
に
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
一
語
が
現
れ
る
こ

と
と
、「
サ
ム
ボ
リ
ス
ト
」
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
て
語
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
﹇
富
永
―
𠮷
田
注
﹈
は
、
自
我
崇
拝
主
義
者
（
と
な
つ
た
）
で
あ
っ

た
。
智
的
享
楽
性
に
乏
し
く
さ
れ
た
。
ユ
ー
モ
ア
を
虐
待
す
る
こ
と
と

人
格
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
平
和
と
苛
安
と
は
同
義
で
通
用
す
る

日
本
の
、
そ
の
帝
都
は
彼
の
育
つ
た
雰
囲
気
で
あ
つ
た
。
か
か
る
時
自

我
崇
拝
主
義
者
は
微
笑
ん
だ
―
―
。
／
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
は
「
自
我
崇
拝

閣
下
」
と
綽
名
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
一
方
、
会
衆
の
前
に
飄
然
と
し
て

出
て
来
て
、「
君
、
赤
ン
坊
の
脳
髄
を
食
つ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」

な
ど
と
い
つ
て
ゐ
る
。（
略
）
然
ら
ば
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
は
―
―
ボ
オ
ド

レ
エ
ル
の
は
、
彼
が
彼
自
身
の
部
屋
に
於
け
る
、
天
才
的
狂
瀾
の
、
そ

れ
が
対
他
す
る
に
際
し
て
、
即
ち
狂
瀾
が
諦
念
の
形
式
に
ま
で
置
換
さ

ブ

リ

ユ

メ

ル

れ
る
に
際
し
て
、
そ
の
瞬
間
線
上
に
於
け
る
「
自
我
崇
拝
閣
下
」
で
あ

つ
た
の
だ
と
、
君
が
若
し
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
を
好
き
な
ら
考
へ
な
け
れ
ば
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な
る
ま
い
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
個
人
精
神
中
の
「
狂
瀾
」
が
「
対
他
す
る
に
際
し
て
」、

「
諦
念
の
形
式
」
に
「
置
換
さ
れ
る
」
そ
の
と
き
、
彼
は
「
自
我
崇
拝
閣
下
」

と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
に
は
ま
ず
「
絶
対
圏
」（「
彼
自
身
の
部
屋
」）
と
「
対

人
圏
」（「
対
他
」）
に
つ
い
て
の
中
也
の
批
評
に
お
け
る
特
徴
的
な
論
理
が

あ
る
。「
絶
対
圏
」
は
、
自
他
の
対
立
の
な
い
、
実
在
が
そ
れ
自
体
で
自
足

し
た
い
わ
ば
瞑
想
状
態
に
あ
る
世
界
だ
が
、
実
在
は
人
間
の
思
考
作
用
に
入

る
や
否
や
空
間
化
さ
れ
、
自
が
他
に
向
か
い
合
う
世
界
像
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
が
「
対
人
圏
」
の
発
想
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
文
章
の
中
で
よ
り
目
を
引
く
の
は
、「
け
れ
ど
も
一
方
、
会

衆
の
前
に
飄
然
と
し
て
出
て
来
て
、
「君
、
赤
ン
坊
の
脳
髄
を
食
つ
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
」
な
ど
と
い
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
文
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
前
行
お
よ
び
前
段
と
対
立
す
る
よ
う
に
逆
接
で
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
逸
話
は
「
自
我
崇
拝
閣
下
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
相
応
し
か

ら
ぬ
「
会
衆
」
に
対
す
る
一
種
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

は
ず
だ
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
単
な
る
悪
ふ
ざ
け
で
も
人
を
和
ま
せ
る
ジ
ョ
ー
ク

で
も
な
い
。「
天
才
的
狂
瀾
」
が
「
対
他
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
追
い
詰
め

ら
れ
て
変
質
す
る
そ
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
瞬
間
に
、「
飄
然
」
と
し
て
異
常

と
も
見
え
る
立
ち
廻
り
を
演
じ
て
し
ま
う
、そ
の
こ
と
自
体
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉

で
あ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
は
、
喜
劇
や
諷
刺
画
を
見
る
と
き
の
〈
笑
い
〉
の
も

つ
命
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

滑
稽
と
い
う
も
の
は
、
笑
い
の
原
動
力
は
、
笑
う
者
の
裡
に
存
す
る
の

で
あ
り
、
笑
い
の
対
象
の
裡
に
あ
る
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
こ
ろ
ん
だ

当
人
が
、自
分
自
身
の
こ
ろ
ん
だ
こ
と
を
笑
っ
た
り
は
決
し
て
し
な
い
、

も
っ
と
も
、
こ
れ
が
哲
人
で
あ
る
場
合
、
自
分
を
す
み
や
か
に
二
重
化

し
、自
ら
の
自
我
の
諸
現
象
に
局
外
の
傍
観
者
と
し
て
立
ち
会
う
力
を
、

習
慣
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
人
間
で
あ
る
場
合
は
、
話
が
別
だ
が
。
し

か
し
こ
う
し
た
場
合
は
稀
だ
。
最
も
滑
稽
な
動
物
は
最
も
真
面
目
な
も

の
た
ち
で
あ（
３
）る。

コ
ミ
ッ
ク

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
さ
ら
に
「
滑
稽
」
と
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
を
区
別
す
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
に
対
す
る
〈
笑
い
〉
は
、
人
間
に
対
す
る
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
自
然
に
対
す
る
「
優
越
の
観
念
の
表
現
」
で
あ
る
。
二
〇
世

紀
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
フ
ロ
イ
ト
に
先
立
つ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
笑
い
〉
論
を

取
り
上
げ
て
、
柄
谷
行
人
は
引
用
箇
所
で
例
外
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「
哲
人
」
に
起
こ
る
現
象
、
す
な
わ
ち
「
人
間
存
在
の
中
に
、
恒
久
的
な
二

重
性
の
実
存
、
同
時
に
自
己
で
あ
り
他
者
で
あ
り
う
る
力
を
、
指
示
す
る
も

の
」
こ
そ
〈
笑
い
〉
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
〈
ユ
ー
モ
ア
〉（
柄
谷
の
表
記

で
は
「
ヒ
ュ
ー
モ
ア
」）
で
あ
る
と
し
て
い（
４
）る。「
哲
人
」
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
文
章
末
尾
で
は
「
自
ら
の
裡
に
滑
稽
の
感
覚
を
発
達
さ
せ
、
そ
れ
を
自

な
り
わ
い

分
自
身
か
ら
抽
出
し
て
同
類
た
ち
の
娯
楽
に
供
す
る
こ
と
を
も
っ
て
業
と
化

し
た
人
々
」
と
し
て
の
「
芸
術
家
」
で
あ
る
。柄
谷
に
よ
れ
ば
〈
ユ
ー
モ
ア
〉

は
「
有
限
的
な
人
間
の
条
件
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ

と
の
不
可
能
性
を
告
知
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「�
超
越
論
的
自
己
」

の
優
位
性
を
導
き
出
す
」
イ
ロ
ニ
ー
と
は
異
な
る
。

追
悼
文
が
「
狂
瀾
が
諦
念
の
形
式
に
ま
で
置
換
さ
れ
る
」「
そ
の
瞬
間
線

上
」
と
い
う
言
い
方
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
も
、「
自
ら
の
自
我
の
諸
現

象
に
局
外
の
傍
観
者
と
し
て
立
ち
会
う
力
」
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
瞬
間
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
出
来
事
の
渦
中
に
あ
る

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
で
ボ
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ー
ド
レ
ー
ル
の
逸
話
の
う
ち
に
あ
る
自
己
の
二
重
化
を
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
と
し

て
受
け
止
め
て
い
る
の
は
中
也
の
文
で
あ
る
。中
也
の
場
合
、そ
う
し
た
〈
ユ

ー
モ
ア
〉
は
「
自
分
を
す
み
や
か
に
二
重
化
し
」
よ
う
と
す
る
「
哲
人
」
の

知
性
が
、
み
ず
か
ら
の
不
如
意
な
身
体
を
も
っ
て
「
対
他
す
る
に
際
し
て
」

起
こ
る
悲
劇
的
と
も
喜
劇
的
と
も
言
え
る
よ
う
な
出
来
事
の
裡
に
見
出
さ
れ

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
追
悼
文
末

尾
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
〈
実
生
活
へ
の
愛
〉
が
要
求
さ
れ
る
の

も
、
詩
に
お
け
る
「
対
他
す
る
」
場
所
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
だ
と
み
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
追
悼
文
は
、
富
永
は
誰
に
と
っ
て
も
「
肉
親
的
な
」、「
姉

さ
ん
」
の
よ
う
だ
っ
た
と
も
語
っ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
「
日
本
」
の

「
サ
ム
ボ
リ
ス
ト
」
富
永
の
詩
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
躓
い
た
よ
う
な
他
者

は
い
な
か
っ
た
、
そ
し
て
躓
く
こ
と
を
「
虐
待
」
す
る
こ
と
が
「
日
本
」
の

「
帝
都
」
で
は
「
人
格
者
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
諷
し
て
い
る
の
で
あ

る
。本

論
は
右
の
見
解
か
ら
出
発
し
て
、
批
評
の
用
語
と
し
て
の
〈
実
生
活
へ

の
愛
〉
や
〈
誠
実
〉
と
も
関
わ
る
「
対
他
す
る
」
場
に
駆
動
す
る
〈
ユ
ー
モ

ア
〉
を
、
中
原
中
也
の
詩
と
詩
学
を
捉
え
直
す
視
角
と
し
て
考
察
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
続
く
各
章
に
は
詩
篇
の
分
析
と
と
も
に
、
チ
ェ
ー
ホ
フ

の
〈
嗤
い
〉
を
め
ぐ
る
批
評
的
言
説
に
つ
い
て
の
考
察
を
配
し
た
。
な
お
す

で
に
示
し
た
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
定
義
は
仮
設
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も

と
に
各
詩
篇
を
捌
い
て
い
く
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
本
論
で
は
「
夏

と
悲
運
」、「
春
日
狂
想
」
の
二
篇
を
取
り
上
げ
る
が
、
二
篇
に
は
方
法
と
し

て
は
別
様
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
が
成
立
す
る
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
む
し
ろ
詩
を
読
む
側
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
の
言
語
運
用
の
規
範
に
聯
構
成
や
リ
フ
レ
イ
ン
や
語

り
口
が
作
り
出
す
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
を
先
行
さ
せ
る
、
詩
の
意
味
作
用
の
様
態

を
分
析
す
る
視
点
を
得
る
と
と
も
に
、
詩
に
お
け
る
「
対
他
す
る
」
場
と
は

如
何
な
る
も
の
か
を
考
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

２

「
悲
運
」
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
―
―
「
夏
と
悲
運
」

い
ま
論
じ
て
き
た
よ
う
な
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
在
り
処
を
詩
篇
に
求
め
る
な

ら
、
没
後
発
表
詩
篇
「
夏
と
悲
運
」（『
詩
園
』
一
九
三
八
・
九
）
を
そ
の
典

型
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
半
か
ら
一
部
引
こ
う
。

例
へ
ば
夏
休
み
も
近
づ
か
う
と
い
ふ
暑
い
日
に
、

唱
歌
教
室
で
先
生
が
、
オ
ル
ガ
ン
弾
い
て
ア
ー
エ
ー
イ
ー

す
る
と
俺
と
し
た
こ
と
が
、
笑
ひ
出
さ
ず
に
や
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

格
別
、
先
生
の
口
唇
が
、
鼻
腔
が
可
笑
し
い
と
い
ふ
の
ぢ
や
な
い
、

起
立
し
て
、
先
生
の
後
か
ら
歌
ふ
生
徒
等
が
可
笑
し
い
と
い
ふ
の
で
も

な
い
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
俺
は
大
体
、
此
の
世
に
笑
ふ
べ
き
も
の
が
あ
ら
う
と

は
思
つ
ち
や
い
な
か
つ
た
。

そ
れ
な
の
に
、
と
ど
、
笑
ひ
出
さ
ず
に
や
ゐ
ら
れ
な
い
。

す
る
と
先
生
は
、
俺
を
廊
下
に
立
た
せ
る
の
だ
つ
た
。

注
目
し
た
い
の
は
「
笑
ふ
」
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
の
思
考
が
、「
笑

ふ
べ
き
も
の
」
が
な
い
の
に
「
笑
ひ
出
さ
ず
に
や
ゐ
ら
れ
」
ず
、
そ
の
こ
と

が
齎
す
「
悲
運
」
を
「
俺
」
は
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
形
で
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。「
笑
い
の
原
動
力
は
、
笑
う
者
の
裡
に
存
す
る
の
で

あ
り
、
笑
い
の
対
象
の
裡
に
あ
る
の
で
は
断
じ
て
な
い
」
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
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ー
ル
の
言
に
も
近
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
俺
」
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
云

う
「
真
面
目
な
も
の
た
ち
」
が
「
可
笑
し
い
」
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

殊
更
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
〈
笑
い
〉
は
ひ
と
ま
ず
身
体
的
な
反
射
と
し
て

の
「
笑
ふ
」
こ
と
で
あ
る
が
、
対
象
の
不
明
な
「
笑
ふ
」
と
は
な
に
か
。
そ

し
て
こ
の
詩
に
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
と

言
え
る
か
。
以
下
は
後
半
か
ら
最
終
行
に
か
け
て
の
引
用
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
だ
、先
生
が
カ
ン
�
�
に
な
つ
て
た
こ
と
は
事
実
だ
し
、

先
生
自
身
何
を
そ
ん
な
に
怒
る
の
か
知
つ
て
ゐ
ぬ
ら
し
い
こ
と
も
事
実

だ
し
、

俺
と
し
た
つ
て
意
地
や
ふ
ざ
け
で
笑
つ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
の
だ
。

（
略
）

ゆ
う
り

や
が
て
俺
は
人
生
が
、
す
つ
か
り
自
然
と
游
離
し
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ

だ
す
。

す
る
と
俺
と
し
た
こ
と
が
、
と
ど
、
笑
ひ
出
さ
ず
に
や
ゐ
ら
れ
な
い
。

格
別
俺
は
人
生
が
ど
う
の
か
う
の
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、

理
想
派
で
も
虚
無
派
で
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

孤
高
を
以
て
任
ず
る
な
ど
と
い
ふ
の
ぢ
や
尚
更
な
い
。

し
か
し
俺
と
し
た
こ
と
が
、
と
ど
、
笑
ひ
出
さ
ず
に
や
ゐ
ら
れ
な
い
。

ど
う
し
て
笑
は
ざ
ゐ
ら
れ
ぬ
か
、
実
以
て
俺
自
身
に
も
分
ら
な
い
。

し
か
し
そ
れ
が
結
果
す
る
悲
運
と
き
た
ら
だ
、
い
や
と
い
ふ
ほ
ど
味
は

つ
て
ゐ
る
。

河
上
徹
太
郎
は
こ
の
一
篇
が
「
こ
の
世
の
知
的
・
心
理
的
な
ま
や
か
し
を

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

裁
く
」「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
な
幻
想
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
言
う
た

め
に
、「
こ
の
笑
い
は
無
垢
で
あ
り
、
無
償
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い（
５
）る。「
こ

の
世
を
統
一
す
る
至
上
の
原
理
の
喪
失
」
と
し
て
の
「
不
条
理
」
に
突
き
当

た
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
「
こ
の
笑
い
は
無
垢
」
で
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
中

也
は
『
異
邦
人
』（
カ
ミ
ュ
）
の
ム
ル
ソ
ー
と
違
っ
て
「
こ
の
不
条
理
の
底

か
ら
、
ギ
ョ
ロ
ギ
ョ
ロ
し
た
眼
で
こ
の
世
を
見
た
」
と
も
河
上
は
書
い
て
い

る
。
だ
が
、「
ど
う
し
て
笑
は
ざ
ゐ
ら
れ
ぬ
か
」
分
ら
ず
と
も
、「
笑
い
は
無

垢
」
で
は
あ
り
得
ず
、「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
位
置
の
超
越
性
を
表
出
す

る
か
ら
こ
そ
「
先
生
」
を
「
カ
ン
�
�
」
に
怒
ら
せ
る
。
河
上
は
「
無
垢
」

も
「
ギ
ョ
ロ
ギ
ョ
ロ
し
た
眼
」
も
中
原
中
也
自
身
の
〈
笑
い
〉
の
裡
に
あ
る

も
の
と
考
え
た
た
め
に
、「
俺
」
の
「
悲
運
」
が
「
無
垢
」
と
「
ア
ウ
ト
サ

イ
ダ
ー
」
意
識
と
の
葛
藤
の
ゆ
え
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ

た
。
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
内
部
の
「
俺
」
が
立
ち
会
っ
て
い
る
出
来
事
を
対
象

化
し
、「
俺
」
の
「
笑
ふ
」
こ
と
と
は
別
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
詩
の
構
造
か

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

ら
受
け
取
る
こ
と
こ
そ
、
河
上
の
云
う
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
な
幻
想
」
が

ど
の
よ
う
に
し
て
読
者
に
届
け
ら
れ
る
か
を
論
じ
る
手
立
て
と
な
り
得
る
は

ず
だ
。

ゆ
う
り

「
人
生
が
、
す
つ
か
り
自
然
と
游
離
し
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
」
て
い
る

「
俺
」
が
、
再
び
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
自
己
を
二
重
化
し

て
自
身
の
人
生
に
「
傍
観
者
と
し
て
立
ち
会
う
力
」
を
も
っ
て
「
自
ら
の
裡

に
滑
稽
の
感
覚
を
発
達
さ
せ
」
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。だ
が
「
笑
ふ
」

「
俺
」
自
身
に
は
、な
ぜ
笑
い
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
か
は
「
分
ら
な
い
」。

ま
さ
に
、「
傍
観
者
と
し
て
立
ち
会
う
力
」
の
存
す
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、

自
分
の
「
人
生
」
を
超
越
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
語
っ
て
い
る
点
で
、

「
俺
」
の
発
話
に
は
柄
谷
が
云
う
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

「
理
想
派
」
と
も
「
虚
無
派
」
と
も
「
孤
高
を
以
て
任
ず
る
」
立
場
と
も
違

う
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
超
越
的
な
位
置
を
「
俺
」
自
身
は
獲
得
し
得
な
い
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と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
篇
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
、「
し
か
し
俺
と
し
た
こ
と

が
」
と
い
っ
た
不
遜
な
語
り
口
と
と
も
に
提
出
さ
れ
る
、「
そ
れ
が
結
果
す

る
悲
運
と
き
た
ら
だ
、
い
や
と
い
ふ
ほ
ど
味
は
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
に

こ
そ
見
出
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。「
悲
運
」
は
「
俺
」
が
対
象
不

明
な
〈
笑
い
〉
を
「
笑
ふ
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
先
生
が
カ
ン
�
�
に
な
つ

て
」
廊
下
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
「
哲
人
」
が
身

体
を
も
っ
て
「
対
他
す
る
」
と
き
に
起
こ
る
出
来
事
の
滑
稽
さ
に
由
来
す
る

か
ら
だ
。こ
の
と
き
「
笑
ふ
」「
俺
」
自
身
は
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」（
河
上
）

の
位
置
か
ら
転
落
し
て
い
る
。「
夏
と
悲
運
」
は
詩
人
の
「
対
人
圏
」
と
の

断
絶
を
読
み
取
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
「
対
人
圏
」
に

起
こ
る
「
悲
運
」
こ
そ
が
一
篇
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
で
あ
る
。「
悲
運
」
は
他

者
に
出
会
う
こ
と
な
し
に
は
起
こ
り
得
な
い
。
前
半
部
の
夏
休
み
の
あ
る
日

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
言
え
ば
そ
の
他
者
は
「
先
生
」
で
あ
る
が
、「
先
生
自
身

何
を
そ
ん
な
に
怒
る
の
か
知
つ
て
ゐ
ぬ
ら
し
い
」
と
こ
ろ
で
、「
先
生
」
に

も
「
俺
」
に
も
「
知
」
と
し
て
与
え
ら
れ
な
い
「
同
時
に
自
己
で
あ
り
他
者

で
あ
り
う
る
力
」
の
存
す
る
こ
と
が
読
者
に
は
逆
説
的
に
示
さ
れ
る
。
強
調

し
た
い
の
は
、
こ
の
力
は
「
俺
」
を
「
人
生
」
か
ら
解
放
す
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
点
に
〈
笑
い
〉
で
は
な
く
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

は
、「
ユ
ー
モ
ア
は
、
冷�

た�

い�

カ
ー
ニ
バ
ル
で
あ
る
」（
傍
点
マ
マ
）
が
ゆ
え

に
こ
そ
「
社
会
批
判
の
一
つ
の
形
と
し
て
機
能
す
る
」
と
い
う
エ
ー
コ
の
喜

劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に

な
る
だ
ろ（
６
）う。
エ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、〈
笑
い
〉
に
期
待
さ
れ
る
カ
ー
ニ
バ
ル

的
な
「
解
放
」
に
は
、
す
で
に
認
知
さ
れ
て
い
る
規
則
や
儀
礼
が
説
明
さ
れ

る
こ
と
な
く
挑
発
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
規
則
も
違
反
も

公
認
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ニ
バ
ル
が
む
し
ろ
法
の
強
化
と

し
て
働
く
面
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
だ
が
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
、

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
破
っ
て
い
る
規
則
が
破
壊
を
望
ま
れ
て
い
る
規
則
で
は

な
く
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
規
則
が
再
発
見
さ
れ
る
例

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
読
者
が
「
登
場
人
物
と
そ
の
人
物
が
自
ら
を
適
応
さ

せ
え
な
い
フ
レ
ー
ム
―
―
こ
の
二
つ
の
矛
盾
が
あ
る
」
と
感
じ
取
り
、「
フ

レ
ー
ム
」
を
再
発
見
し
、
疑
い
、
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
メ
タ
記

号
的
な
も
の
」
で
あ
る
。「
夏
と
悲
運
」
の
「
俺
」
は
、「
先
生
」
の
後
に
続

い
て
「
生
徒
等
」
が
「
ア
ー
エ
ー
イ
ー
」
と
歌
う
こ
と
を
「
自
ら
を
適
応
さ

せ
え
な
い
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
語
り
つ
つ
、
自
ら
の
限
界
を
越
え
た
自
由
へ

と
「
解
放
」
し
よ
う
と
は
せ
ず
「
悲
運
」
を
抱
え
込
む
。
そ
の
と
き
束
の
間

「
同
時
に
自
己
で
あ
り
他
者
で
あ
り
う
る
力
」
が
暗
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に

よ
る
「
解
放
」
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
オ
ル
ガ
ン
弾
い
て
ア
ー
エ
ー
イ
ー
」
が
、〈
笑
い
〉
に
よ
っ

て
挑
発
す
べ
き
権
威
あ
る
法
と
し
て
で
は
な
く
、
従
属
す
る
理
由
も
抵
抗
の

理
由
も
な
く
た
だ
従
っ
て
い
る
「
フ
レ
ー
ム
」
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
読
者
に
警
告
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
フ
レ
ー
ム
」
は
右

の
一
事
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
「
い
や
と
い
ふ
ほ
ど
味
は
つ
て
ゐ
る
」

と
言
う
の
だ
か
ら
、
読
ま
れ
る
べ
き
は
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
機
能
そ
の
も
の
な

の
だ
。

３

「
人
生
如
何
に
な
す
べ
き
や
」
と
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
〈
嗤
い
〉

エ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
喜
劇
の
登
場
人
物
を
「
笑
う
」
が
、〈
ユ
ー
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モ
ア
〉
の
登
場
人
物
に
「
微
笑
む
」。「
理
想
派
で
も
虚
無
派
で
も
」「
孤
高
」

派
で
も
な
い
「
俺
」
の
「
悲
運
」
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
、
中
也
の
チ
ェ
ー
ホ

フ
観
の
核
で
あ
る
〈
微
笑
〉
や
〈
嗤
い
〉
に
も
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

か
く
て
、
情
け
を
否
認
す
る
は
否
認
者
自
身
の
生
を
否
認
す
る
こ
と
で

あ
り
、
生
存
者
が
生
存
を
否
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
結
局
さ

ら
ば
彼
﹇「
一
近
代
病
者
」
―
𠮷
田
注
﹈
の
否
認
と
は
ほ
ん
の
心
理
的

一
事
実
に
過
ぎ
な
い
と
な
ら
、
さ
つ
さ
と
人
は
情
け
を
容
認
し
、
謂
は

ば
チ
エ
ホ
フ
の
微
笑
の
中
に
行
き
、
―
―
近
代
よ
、
汝
の
神
経
衰
弱
よ

り
放
た
れ
る
が
よ
い
。（「
詩
に
関
す
る
話
」『
白
痴
群
』
一
九
三
〇
・

四
）

だ
が
一
体
有
史
以
来
の
文
化
は
「
語
る
」
に
落
ち
過
ぎ
た
文
化
で
は
な

か
つ
た
か
？
「
怡
し
む
」
つ
ま
り
「
生�

き�

る�

」
文�

化�

で
は
な
か
つ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。（
略
）
だ
が
も
し
そ
の
よ
う
な
文
化
を
茲
に
嗤
ふ

こ
と
の
出
来
る
男
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
！
／
恐
ら
く
チ
エ
ホ
フ
の
や
う

に
含
羞
み
な
が
ら
、
含
羞
む
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
や
う
な
文
化
の
中
を

通
過
し
な
が
ら
、「
生
き
る
文
化
」
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。（「
文
壇
に
与
ふ
る
心
願
の
書
―
―
「
不
安
の
文
学
」
を
め

ぐ
り
て
」
未
発
表
、
一
九
三
四
・
七

※
傍
点
マ
マ
）

中
原
豊
は
、
こ
こ
に
見
え
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
観
が
同
時
代
的
な
チ
ェ
ー
ホ
フ

の
〈
微
笑
〉
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
点
を
指
摘
す（
７
）る。
そ
れ
は
た
と
え

ば
「
笑
ひ
に
よ
つ
て
柔
ら
げ
ら
れ
た
涙
で
な
く
て
、
涙
に
よ
つ
て
深
め
ら
れ

た
笑
ひ
」（
米
川
正
夫
）
や
「
虚
無
の
中
に
孤
寂
と
静
謐
と
を
見
出
し
て
楽

し
ん
で
る
と
こ
ろ
の
」「
楽
天
家
」（
萩
原
朔
太
郎
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
だ
が
仮
に
朔
太
郎
の
「
楽
天
家
」
の
〈
微
笑
〉
で
も
よ
い
と
し
て
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
「
神
経
衰
弱
」
的
な
「
文
化
」
の
中
を
身
を
も
っ
て
潜
り

つ
つ
「
放
た
れ
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点

藤
井
貴
志
は
、
特
に
大
正
末
期
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
〈
微
笑
〉
が
「
微
温
的
で

観
照
的
な
現
状
肯
定
と
し
て
の
表
象
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
称
揚
す
る

文
脈
に
連
続
す
る
久
米
正
雄
的
〈
微
苦
笑
〉
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
批
判
的

に
剔
抉
し
て
い（
８
）る。
こ
の
議
論
を
避
け
て
中
也
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
観
を
論
じ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
論
が
考
察
し
て
き
た
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
観
点
か
ら
も
、
中
也
に
よ
る

チ
ェ
ー
ホ
フ
の
〈
微
笑
〉
の
表
象
を
問
う
観
点
か
ら
も
、
字
義
的
に
も
嘲
り

や
冷
笑
の
超
越
性
を
含
意
す
る
「
嗤
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
「
微
温
的
」
な
〈
微
（
苦
）
笑
〉
が
欠
落
さ
せ
て
い

た
「
「否
定
」
的
要
素
」（
藤
井
）
で
あ
る
。
前
節
の
内
容
を
踏
ま
え
て
言
い

直
せ
ば
、〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
自
ら
の
超
越
の
不
可
能
を
明
ら
か
に
す
る
他
者

と
向
か
い
合
う
場
に
お
い
て
、〈
嗤
い
〉
の
位
置
と
力
が
そ
れ
を
見
る
者
（
読

者
）
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
が
、
暗
示
さ
れ
た
超
越
的
な
審
級
が
解
決
や
解

放
を
齎
さ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
引
用
前

者
で
は
、
明
瞭
に
「
生
存
」
の
外
延
に
立
つ
こ
と
の
不
可
能
を
言
っ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
そ
れ
は
先
の
〈
実
生
活
へ
の
愛
〉
や
〈
誠
実
〉
を
手

放
さ
な
い
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
や
は
り
「
哲
人
」
の
一
つ
の
型
で
も

あ
ろ
う
チ
ェ
ー
ホ
フ
は
、そ
の
不
可
能
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
〈
微
笑
〉

し
「
含
羞
む
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
引
用
後
者
の
文
章
の
別
の
箇
所
で
は
次
の

よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

マ
マ姪
に
「（
こ
の
生
活
を
）
ど
う
し
た
ら
い
い
で
せ
う
」
と
い
は
れ
る
に

マ

マ

対
し
て
伯
父
な
る
大
学
教
授
が
、「
私
に
は
分
ら
な
い
」
と
ば
か
り
答

へ
る
チ
エ
ホ
フ
の
作
品
「
退
屈
な
話
」
を
持
出
し
て
、
シ
ェ
ス
ト
フ
は
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此
の
伯
父
は
又
チ
エ
ホ
フ
自
身
で
あ
る
と
い
ふ
。だ
が
私
の
思
ふ
に
は
、

「
人
生
如
何
に
な
す
べ
き
や
」
な
ぞ
と
い
ふ
、
命
題
に
対
す
る
場
合
チ

エ
ホ
フ
は
そ
の
命
題
を
嗤
ひ
は
し
な
い
が
そ
の
命
題
の
成
立
過
程
を
嗤

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
私
に
は
分
ら
な
い
」
と
答
へ
る
こ
と

に
す
る
の
で
実
を
云
へ
ば
「
私
に
は
分
ら
な
い
で
い
い
と
分
つ
て
ゐ

る
」
の
で
あ
る
。「
地
球
の
中
心
は
火
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
で
、
あ

な
た
は
、
や
け
ど
し
な
い
や
う
に
と
今
か
ら
そ
の
用
心
を
す
る
の
で
す

か
？

ア
ハ
ハ
」
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

右
は
同
時
代
の
い
わ
ゆ
る
〈
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
〉
に
対
す
る
批
判
の
文

脈
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
「
人
生
如
何
に
な
す
べ
き
や
」
と
い

う
命
題
が
そ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
「
人
生
」
の
ま
っ
た
く
の
外
部
（「
地

球
の
中
心
は
火
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
」）
に
、
そ
の
「
人
生
」
を
生
き
て
い

る
は
ず
の
者
が
足
場
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
問
題
化
―
―
そ
れ
が
「
近
代

病
」
で
あ
り
「
不
安
の
文
学
」
で
あ
る
と
―
―
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ー
ホ
フ

の
〈
嗤
い
〉
は
そ
の
こ
と
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、こ
の
〈
嗤
い
〉

も
ま
た
命
題
に
対
し
て
「
傍
観
者
」
と
し
て
立
つ
も
の
で
あ
る
。
近
年
新
た

に
発
見
さ
れ
た
安
原
喜
弘
宛
書
簡
の
一
つ
は
中
也
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
受
容
を
見

る
意
味
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
を
語
っ
て
「
傍
観
的
な

筆
法
を
用
ゐ
た
此
の
作
者
」
と
書
い
て
い
る
の
は
傍
証
と
な（
９
）るだ
ろ
う
。

重
要
な
点
は
、
仮
に
「
人
生
如
何
に
な
す
べ
き
や
」
に
対
し
て
老
教
授
に

「
地
球
の
中
心
は
火
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
…
ア
ハ
ハ
」
と
答
え
さ
せ
た
と

し
た
な
ら
、
そ
れ
は
「
夏
と
悲
運
」
で
云
う
と
こ
ろ
の
「
理
想
派
」
と
「
虚

無
派
」
の
二
つ
の
超
越
的
な
「
傍
観
者
」
の
対
立
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
、『
退
屈
な
話
』
の
結
末
近
く
で

不
幸
な
養
女
カ
ー
チ
ャ
に
「
ど
う
し
た
ら
い
い
で
せ
う
」
と
迫
ら
れ
て
、
老

教
授
が
「
私
に
は
分
ら
な
い
」
と
応
答
す
る
ほ
か
な
く
な
る
と
い
う
、
そ
の

テ
ク
ス
ト
内
の
出
来
事
と
し
て
実
践
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
〈
ユ

ー
モ
ア
〉
は
〈
嗤
い
〉
そ
の
も
の
が
自
ら
を
自
由
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
知
る
〈
微
笑
〉
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
他
者
に
対
す
る
「
含
羞
」
に
近

い
。
そ
れ
は
「
微
温
的
で
観
照
的
な
現
状
肯
定
」（
藤
井
）
で
は
な
く
、「
人

生
如
何
に
な
す
べ
き
や
」
と
い
う
「
フ
レ
ー
ム
」（
エ
ー
コ
）
に
対
す
る
批

評
な
の
だ
。
シ
ェ
ス
ト
フ
の
よ
う
に
『
退
屈
な
話
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に

〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
読
む
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
上
に
暗
示
さ
れ

て
い
る
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
〈
嗤
い
〉
も
ま
た
把
捉
し
損
ね
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
別
の
問
題
も
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、「
人
生
如
何
に

な
す
べ
き
や
」
が
〈
倫
理
〉
的
命
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４

死
の
他
性
と
向
か
い
合
う
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
―
―
「
春
日
狂
想
」

た
と
え
ば
「
ゆ
ふ
が
た
、
空
の
下
で
、
身
一
点
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
万
事

に
於
て
文
句
は
な
い
の
だ
。」
と
い
う
一
行
を
も
つ
「
い
の
ち
の
声
」
や
、

「
私
も
、
す
べ
て
を
感
ず
る
者
で
あ
ら
ん
こ
と
を
！
」
と
祈
る
「
羊
の
歌
」

な
ど
、
特
に
第
一
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
の
最
終
パ
ー
ト
に
代
表
さ
れ
る
一
連

の
詩
篇
は
、
大
岡
昇
平
が
中
也
の
「
志
」
を
唱
っ
た
も
の
と
し
た
こ
と
に
端

を
発
し
、
い
わ
ゆ
る
中
也
の
「
述
志
」
の
系
譜
と
呼
ば
れ
て
き
た
。「
述
志
」

の
系
譜
こ
そ
が
「
中
也
の
詩
作
の
基
本
的
な
骨
格
」
で
あ
る
と
し
た
中
村
稔

は
、
そ
の
「
述
志
」
と
は
「
詩
人
が
い
か
に
生
き
る
か
、
と
い
う
信
条
の
告

白
」
で
あ
る
と（

１０
）し、
ま
た
中
也
の
〈
倫
理
〉
と
「
宗
教
性
」
を
重
く
み
る
佐

藤
泰
正
は
、
こ
う
し
た
詩
句
に
「〈
信
〉
に
お
い
て
卑
小
の
極
み
ま
で
砕
か
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れ
」
る
よ
う
な
「
神
に
問
い
、
ま
た
問
わ
れ
よ
う
と
す
る
、
根
源
の
倫
理
を

語
る
も
の
」
を
見
よ
う
と
す（

１１
）る。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
述
志
」
の
系
譜
の
到
達
点
と
目
さ
れ
る
晩
年
の
詩

篇
「
春
日
狂
想
」（
初
出
『
文
学
界
』
一
九
三
七
・
五
）
が
、〈
倫
理
〉
的
命

題
を
聊
か
不
穏
な
形
で
抱
え
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。

１

愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、

自
殺
し
な
け
あ
な
り
ま
せ
ん
。

愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、

そ
れ
よ
り
他
に
、
方
法
が
な
い
。

け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
、
業
（
？
）
が
深
く
て
、

な
ほ
も
な
が
ら
ふ
こ
と
と
も
な
つ
た
ら
、

奉
仕
の
気
持
に
、
な
る
こ
と
な
ん
で
す
。

奉
仕
の
気
持
に
、
な
る
こ
と
な
ん
で
す
。

愛
す
る
も
の
は
、
死
ん
だ
の
で
す
か
ら
、

た
し
か
に
そ
れ
は
、
死
ん
だ
の
で
す
か
ら
、

も
は
や
ど
う
に
も
、
な
ら
ぬ
の
で
す
か
ら
、

そ
の
も
の
の
た
め
に
、
そ
の
も
の
の
た
め
に
、

奉
仕
の
気
持
に
、
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
。

奉
仕
の
気
持
に
、
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
。

「
春
日
狂
想
」
に
関
す
る
先
行
論
を
概
観
す
る
と
、
争
点
は
「
奉
仕
の
気

持
に
、
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
」
の
〈
倫
理
〉
の
発
動
を
受
け
る
結
部
の

「
テ
ム
ポ
正
し
く
握
手
を
し
ま
せ
う
」
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
問
題
に
収
斂

す
る
よ
う
だ
。
結
部
に
あ
た
る
３
節
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

３

で
は
み
な
さ
ん
、

喜
び
過
ぎ
ず
悲
し
み
過
ぎ
ず
、

テ
ム
ポ
正
し
く
、
握
手
を
し
ま
せ
う
。

つ
ま
り
、
我
等
に
欠
け
て
る
も
の
は
、

実
直
な
ん
ぞ
と
、
心
得
ま
し
て
。

ハ
イ
、
で
は
み
な
さ
ん
、
ハ
イ
、
ご
一
緒
に
―
―

テ
ム
ポ
正
し
く
、
握
手
を
し
ま
せ
う
。

中
村
稔
は
、「
こ
の
倫
理
は
、
彼
の
心
の
内
部
に
向
う
よ
り
は
、
明
ら
か

に
外
部
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
。（
略
）
多
年
疎
外
さ
れ
つ
づ
け
て
き

た
生
活
圏
と
の
和
解
に
向
っ
て
い
る
」
と
し
た（

１２
）が、
そ
れ
に
対
し
て
分
銅
惇

作
は
、「
和
解
と
か
反
抗
と
か
の
ポ
ー
ズ
を
超
え
て
、
詩
人
は
自
分
で
自
分

の
変
わ
り
よ
う
に
当
惑
の
体
」
で
あ
り
、「
ま
じ
め
に
し
て
は
お
ど
け
す
ぎ

て
お
り
、
お
ど
け
に
し
て
は
遺
言
の
よ
う
に
や
る
せ
な
い
」
と
反
論
し（

１３
）た。

整
理
す
れ
ば
、「
テ
ム
ポ
正
し
く
、
握
手
を
し
ま
せ
う
」
と
発
話
す
る
話

者
の
表
情
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
が
、〈
倫
理
〉
が
詩
に
と
っ
て
真
で

あ
る
か
偽
で
あ
る
か
を
分
け
、
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
「
和
解
」、
偽
で
あ
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る
な
ら
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
や
「
反
抗
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く

「
述
志
」
の
系
譜
、
あ
る
い
は
中
也
の
〈
誠
実
〉
を
み
よ
う
と
す
る
先
行
論

ほ
ど
、
こ
れ
を
偽
と
は
受
け
取
り
難
い
立
場
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
分
銅
が

示
し
た
の
は
、
こ
の
一
篇
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
真
偽
が
決
定
不
能
だ
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
の
当
該
作
品
研
究
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
た
と
え

ば
佐
藤
泰
正
は
、
真
偽
決
定
不
能
を
「
謙
抑
と
自
嘲
的
含
羞
の
道
化
ぶ
り
」

と
言
い
換
え
た
上
で
、
し
か
し
「
倫
理
的
表
白
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
で

あ
る
に
は
違
い
な
い
と（

１４
）し、
ま
た
疋
田
雅
昭
は
「
敬
体
口
語
」
の
現
れ
方
や

「
リ
ズ
ム
の
軋
み
」
に
注
目
し
た
上
で
「
奉
仕
の
気
持
」
の
実
行
も
拒
否
も

出
来
な
い
と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
を
齎
す
円
環
構
造
を
こ
そ
見
出
す
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い（

１５
）る。

い
ず
れ
の
先
行
論
に
お
い
て
も
疑
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、こ
こ
に
〈
倫
理
〉

な
る
も
の
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
篇

に
と
っ
て
果
た
し
て
〈
倫
理
〉
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
だ
が
、「
け
あ
な
ら
な
い
」
と
い
う

間
延
び
し
た
口
語
を
再
現
す
る
記
述
の
仕
方
を
端
的
に
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
契

機
と
し
て
見
做
し
得
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
為
（＝

為
す
べ
し
）
の
表
現
を

歪
め
て
い
る
以
上
、
決
し
て
小
さ
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。〈
倫
理
〉
的

当
為
に
対
す
る
傍
観
者
的
な
位
置
を
示
し
つ
つ
、
当
為
は
意
志
を
意
志
す
る

遂
行
的
な
表
現
で
あ
り
、
や
は
り
傍
観
者
で
い
る
こ
と
の
不
可
能
を
あ
ら
わ

す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
果
た
し
て
他
者

と
出
会
う
の
か
。

さ
ら
に
「
春
日
狂
想
」
の
〈
倫
理
〉
は
、
仮
に
当
為
表
現
を
そ
の
指
標
と

す
る
な
ら
（
Ａ
）「
愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、
自
殺
し
な
け
あ
な
り

ま
せ
ん
」
と
（
Ｂ
）「
奉
仕
の
気
持
に
、
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
」
の
二
つ

を
指
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
先
行
論
は
こ
れ
ら
を
論
理
的
に
連
続

す
る
ひ
と
つ
の
〈
倫
理
〉
と
し
て
捉
え
て
き
た
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
も

し
連
続
し
て
い
る
な
ら
、（
Ｂ
）「
奉
仕
の
気
持
」
を
も
っ
て
他
者
に
尽
く
す

と
い
う
こ
と
が
、
生
き
な
が
ら
私
を
殺
す＝

（
Ａ
）「
自
殺
」
の
代
行
と
し

て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
自
殺
」
が
詩
の
な
か
で
遂
行
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
せ
よ
〈
倫
理
〉
は
自
己
と

と
も
に
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は

「
実
行
も
拒
否
も
出
来
な
い
と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」（
疋
田
）
に
至
る

の
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
「
自
殺
」
の
代
行
で
あ
る
「
奉
仕
」
を
意
志
す
る
の

か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
む
し
ろ
前
者
か
ら
後
者
へ
の
飛
躍
、
二
つ
の
当
為

の
差
異
性
こ
そ
が
問
題
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
二
つ
の

間
の
闘
争
を
も
っ
て
「
テ
ム
ポ
正
し
く
」
の
〈
倫
理
〉
の
有
謬
性
を
批
判
的

に
読
む
こ
と
を
促
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
当
為
表

現
の
検
討
か
ら
始
め
て
、〈
倫
理
〉
と
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
関
係
を
探
り
つ
つ

一
篇
を
読
み
進
め
た
い
。

（
Ａ
）
は
な
ぜ
「
自
殺
し
な
け
あ
な
り
ま
せ
ん
」
と
な
る
か
と
言
え
ば
、

「
そ
れ
よ
り
他
に
、
方
法
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
「
自
殺
」

以
外
に
「
方
法
が
な
い
」
の
か
は
、
こ
れ
以
上
追
求
で
き
な
い
形
を
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
が
後
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
（
Ｂ
）
と
の

違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

（
Ｂ
）「
奉
仕
の
気
持
に
、
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
」
の
ほ
う
は
、
そ
の

当
為
の
成
立
過
程
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。「
愛
す
る
も
の
は
、
死

ん
だ
の
で
す
か
ら
、
た
し
か
に
そ
れ
は
、
死
ん
だ
の
で
す
か
ら
」。
大
き
く

異
な
る
の
は
こ
の
言
い
聞
か
せ
の
身
振
り
で
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
言
い
聞

か
せ
は
、「
死
ん
だ
」
者
の
世
界
と
「
な
ほ
も
な
が
ら
ふ
」
者
の
世
界
を
い
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ま
ま
さ
に
切
断
し
、「
奉
仕
の
気
持
」
と
い
う
当
為
の
規
制
を
身
体
化
し
よ

う
と
す
る
叙
述
な
の
だ
。そ
れ
は
生
と
死
を
分
離
し
対
立
さ
せ
て
、生
に
よ
っ

て
死
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
言
い
聞
か
せ
で

あ
る
以
上
、
ま
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。

２

奉
仕
の
気
持
に
な
り
は
な
つ
た
が
、

さ
て
格
別
の
、
こ
と
も
出
来
な
い
。

せ

ん

そ
こ
で
以
前
よ
り
、
本
な
ら
熟
読
。

せ

ん

そ
こ
で
以
前
よ
り
、
人
に
は
丁
寧
。

テ
ム
ポ
正
し
き
散
歩
を
な
し
て

ば
く
か
ん
さ
な
だ

麦
稈
真
田
を
敬
虔
に
編
み
―
―

お
も
ち
や

ま
る
で
こ
れ
で
は
、
玩
具
の
兵
隊
、

ま
る
で
こ
れ
で
は
、
毎
日
、
日
曜
。

神
社
の
日
向
を
、
ゆ
る
ゆ
る
歩
み
、

知
人
に
遇
へ
ば
、
に
つ
こ
り
致
し
、

飴
売
爺
々
と
、
仲
よ
し
に
な
り
、

鳩
に
豆
な
ぞ
、
パ
ラ
パ
ラ
撒
い
て
、

（
略
）

参
詣
人
等
も
ぞ
ろ
ぞ
ろ
歩
き
、

わ
た
し
は
、
な
ん
に
も
腹
が
立
た
な
い
。

｟
ま
こ
と
に
人
生
、
一
瞬
の
夢
、

ゴ
ム
風
船
の
、
美
し
さ
か
な
。｠

引
用
し
た
の
は
２
節
の
前
半
で
あ
る
。２
節
へ
い
く
と
、あ
っ
さ
り
と
「
奉

仕
の
気
持
に
な
り
は
な
つ
た
が
、
さ
て
格
別
の
、
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
い

う
局
面
を
迎
え
る
。（
Ｂ
）
の
当
為
は
、
為
す
こ
と
（
行
為
）
に
直
接
結
び

つ
か
な
い
。「
そ
こ
で
以
前
よ
り
、
本
な
ら
熟
読
」
以
下
の
行
動
は
、「
奉
仕
」

の
実
現＝

生
に
よ
る
死
の
克
服
で
は
な
い
。「
そ
の
も
の
の
た
め
に
」
自
ら

に
為
し
得
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
実
な
の
だ
。

す
で
に
為
し
得
る
こ
と
が
な
い
と
言
明
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ

の
上
で
２
節
に
起
き
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
、「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
コ
ン
プ
レ
ク
ス
」（
フ
ロ
イ
ト
）
と
「
テ
ム
ポ

正
し
き
」
時
間
感
覚
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
悲
哀
と
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ（

１６
）た。

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
は
、「
深
刻
な
苦
痛
に
み
ち
た
不
機
嫌
、
外
界
に
た
い
す
る

興
味
の
放
棄
、
愛
す
る
能
力
の
喪
失
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
制
止
と
自
責
や
自

嘲
の
形
を
と
る
自
我
感
情
の
低
下
―
―
妄
想
的
に
処
罰
を
期
待
す
る
ほ
ど
に

お
も
ち
や

な
る
―
―
を
特
色
と
し
て
い
る
」。
た
と
え
ば
「
ま
る
で
こ
れ
で
は
、
玩
具

の
兵
隊
」
な
ど
の
詩
句
は
、「
深
刻
な
苦
痛
に
み
ち
た
不
機
嫌
」
で
あ
る
以

上
に
「
自
責
や
自
嘲
の
形
を
と
る
自
我
感
情
の
低
下
」
と
い
う
メ
ラ
ン
コ
リ

ー
の
最
大
の
特
色
を
具
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
重
要
な
の
は
、

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
場
合
、
喪
失
は
「
観
念
的
な
性
質
の
も
の
」
で
あ
り
、
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
の
状
態
に
あ
る
者
は
「
誰
を
失
っ
た
か
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の

人
に
つ
い
て
何
を
失
っ
た
か
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悲
哀
の

場
合
に
は
時
間
を
か
け
て
喪
失
し
た
対
象
か
ら
他
の
新
し
い
対
象
へ
と
愛
を
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向
け
て
再
び
自
我
が
自
由
を
得
る
の
に
対
し
、
対
象
を
喪
失
し
た
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
は
「
自
我
の
一
部
」＝

「
自
我
か
ら
分
離
さ
れ
た
批
判
的
な
審
判
」
を

そ
の
対
象
と
見
做
す
よ
う
に
な
る
。

「
そ
こ
で
以
前
よ
り
、
本
な
ら
熟
読
」
以
下
に
あ
る
の
は
、
対
象
を
喪
失

し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
で
あ
る
と
解
せ
る
。「
わ
た
し
」
は
、
１
節
に
お
い
て

「
愛
す
る
も
の
」
と
の
関
係
の
断
絶
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
は
い
る
が
、

む
し
ろ
そ
の
言
い
聞
か
せ
は
対
象
の
断
念
を
実
現
し
え
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
暗
示
す
る
。「
そ
の
も
の
の
た
め
に
、
そ
の
も
の
の
た
め
に
、」
と
い
う

（
Ｂ
）「
奉
仕
の
気
持
」
の
成
立
過
程
は
「
そ
の
も
の
」
が
何
で
あ
る
の
か
を

見
失
い
つ
つ
あ
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
り
、
２
節
冒
頭
で

「
さ
て
格
別
の
、
こ
と
も
出
来
な
い
」
自
己
に
突
き
当
た
っ
た
は
ず
で
あ
る

の
に
、「
そ
こ
で
以
前
よ
り
」
以
下
で
対
象
を
め
ぐ
る
闘
争
が
自
我
内
の
葛

藤
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
状
態
が
「
テ
ム
ポ
正
し
く
」
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
テ
ム
ポ

正
し
き
散
歩
」
と
は
、
日
々
に
事
件
性
が
な
い
と
い
う
よ
り
、
一
定
の
間
隔

を
刻
む
時
間
感
覚
を
示
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
は
時
間
を
生
き
る
の
で
は

な
く
、
単
位
化
さ
れ
た
時
間
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
る

（「
毎
日
、日
曜
」）。「
神
社
の
日
向
を
、ゆ
る
ゆ
る
歩
み
、」
と
か
「
飴
売
爺
々

と
、
仲
よ
し
に
な
り
、」
な
ど
の
聯
も
、
そ
こ
で
出
会
っ
て
い
る
人
や
自
ら

の
行
動
に
対
す
る
認
識
的
距
離
の
方
が
前
面
化
し
て
い
て
出
来
事
性
を
欠
い

て
お
り
、「
わ
た
し
」
の
「
人
生
」
は
観
客
を
意
識
し
た
見
世
物
で
あ
る
か

の
よ
う
だ
。｟
｠
を
用
い
ら
れ
た
「
ま
こ
と
に
人
生
、
一
瞬
の
夢
」
と
い
う

感
慨
が
示
す
の
は
、「
テ
ム
ポ
正
し
く
」
が
「
人
生
」
の
完
了
の
地
点
を
先

取
り
し
て
時
を
消
費
し
て
い
く
時
間
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。

な
ら
ば
、
本
節
の
当
為
を
め
ぐ
る
問
い
に
戻
っ
て
、
生
き
な
が
ら
私
を
殺

す＝

（
Ａ
）「
自
殺
」
の
代
行
を
、「
テ
ム
ポ
正
し
く
」
と
い
う
形
で
対
象
化

し
つ
つ
も
詩
は
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
い
ま
こ
こ

で
指
摘
し
て
き
た
こ
と
は
、「
け
あ
な
ら
な
い
」
を
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
契
機

と
見
做
す
よ
う
な
視
点
、
つ
ま
り
語
り
口
か
ら
生
ま
れ
る
滑
稽
さ
を
無
視
し

て
い
る
。「
ま�

る�

で�

こ�

れ�

で�

は�

、
玩
具
の
兵
隊
」
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
で

出
来
事
性
を
欠
い
た
時
間
感
覚
の
表
出
で
あ
る
と�

同�

時�

に�

「
傍
観
者
と
し
て

立
ち
会
う
力
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
語
り
口
に
つ

い
て
だ
け
で
な
く
、聯
構
成
と
音
数
律
か
ら
成
る
詩
そ
の
も
の
の
「
テ
ム
ポ
」

に
関
し
て
も
指
摘
で
き
る
。
以
下
は
２
節
の
後
半
で
あ
る
。

勇
ん
で
茶
店
に
這
入
り
は
す
れ
ど
、

と
こ
ろ
で
話
は
、
と
か
く
な
い
も
の
。

煙
草
な
ん
ぞ
を
、
く
さ
く
さ
吹
か
し
、

名
状
し
が
た
い
覚
悟
を
な
し
て
、
―
―

そ

と
戸
外
は
ま
こ
と
に
賑
や
か
な
こ
と
！

―
―
で
は
ま
た
そ
の
う
ち
、
奥
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
。

あ
っ
ち

外
国
に
行
つ
た
ら
、
た
よ
り
を
下
さ
い
。

あ
ん
ま
り
お
酒
は
、
飲
ま
ん
が
い
い
よ
。

馬
車
も
通
れ
ば
、
電
車
も
通
る
。

ま
こ
と
に
人
生
、
花
嫁
御
寮
。
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は

ま
ぶ
し
く
、
美
し
く
、
は
た
俯
い
て
、

話
を
さ
せ
た
ら
、
で
も
う
ん
ざ
り
か
？

そ
れ
で
も
心
を
ポ
ー
ツ
と
さ
せ
る
、

ま
こ
と
に
、
人
生
、
花
嫁
御
寮
。

前
出
の
疋
田
の
論
は
、
２
節
が
一
聯
二
行
・
七
音
定
型
の
単
純
な
リ
ズ
ム

で
読
め
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
微
妙
に
逸
脱
す
る
行
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
件
の
「
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
が
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
二
行
構
成
や
七
音
定
型
が
〈
倫
理
〉
規
制
す
な
わ
ち
「
テ

ム
ポ
正
し
き
散
歩
」
を
表
し
て
い
る
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
そ
れ

が
単
に
規
則
的
だ
か
ら
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
さ
て
格
別
の
、
こ
と
も
出

来
な
い
」
と
い
う
と
き
、
意
味
の
流
れ
に
と
っ
て
は
不
自
然
な
と
こ
ろ
を
切

断
す
る
形
で
七
音
定
型
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
、「
テ
ム
ポ
」
が
「
わ
た
し
」

に
と
っ
て
不
自
然
な
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
か
ら
だ
。

２
節
後
半
に
は
、「
テ
ム
ポ
正
し
き
散
歩
」
で
あ
る
よ
う
な
「
人
生
」
が
、

紛
れ
も
な
く
我
が
こ
と
と
し
て
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
名
状
し
が
た
い
覚

悟
」
を
抱
え
込
ん
で
受
け
入
れ
が
た
く
あ
る
の
を
み
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。「
茶
店
」
の
な
か
で
「
人
に
は
丁
寧
」
を
実
践
す
る
こ
と
と
「
戸
外
」

の
「
賑
や
か
」
さ
を
見
る
こ
と
と
が
、
い
ず
れ
も
「
わ
た
し
」
の
「
人
生
」

に
対
す
る
態
度
な
の
で
あ
る
。「
そ
れ
で
も
心
を
ポ
ー
ッ
と
さ
せ
る
、
ま
こ

と
に
、
人
生
、
花
嫁
御
寮
」
は
「
ま
る
で
こ
れ
で
は
、
玩
具
の
兵
隊
」
と
同

様
に
、「
わ
た
し
」
の
「
人
生
」
に
対
し
て
「
同
時
に
自
己
で
あ
り
他
者
で

あ
り
う
る
力
」（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
）
を
示
し
、「
テ
ム
ポ
正
し
き
散
歩
」
が

「
自
ら
を
適
応
さ
せ
え
な
い
フ
レ
ー
ム
」（
エ
ー
コ
）
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

せ
て
い
る
。

３
節
最
終
聯
の
「
ハ
イ
、
で
は
み
な
さ
ん
、
ハ
イ
、
ご
一
緒
に
―
―
テ
ム

ポ
正
し
く
握
手
を
し
ま
せ
う
」
は
、
む
ろ
ん
真
摯
な
〈
倫
理
〉
の
表
白
な
ど

で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
「
な
ら
な
け
あ
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
い
聞
か
せ

の
状
態
が
継
続
し
て
お
り
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
と
語
り
口
の
不
調
和
は
極

点
に
達
し
て
い
て
、
対
象
を
喪
失
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
「
心
を
ポ
ー
ツ
と

さ
せ
る
」
躁
状
態
に
入
っ
た
か
に
も
見
え（

１７
）る。「
テ
ム
ポ
」
の
受
け
入
れ
が

た
さ
は
、（
Ｂ
）「
奉
仕
」
の
実
現＝

生
に
よ
る
死
の
克
服
が
い
よ
い
よ
不
可

能
で
あ
る
こ
と
と
、（
Ａ
）「
自
殺
」
よ
り
ほ
か
に
「
方
法
が
な
い
」
こ
と
を

暗
示
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
屈
曲
し
た
姿
勢
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

は
、
予
め
「
自
殺
」
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

「
で
は
み
な
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
対
象
は
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て

の
他
者
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
一
篇
に
「
対
人
圏
」
の
他
者
は
い
な

い
。
こ
の
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
な
呼
び
か
け
は
、
一
篇
が
決
定
的
に
対
象
を
喪

失
し
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
ダ
メ
押
し
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。
だ
が
こ

の
と
き
「
わ
た
し
」
に
起
こ
っ
て
い
る
状
況
は
、「
出
来
事
が
、
そ
れ
を
引

き
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
で
き
る
こ
と
を
何
も
な
し
得
な
い
主

体
に
起
き
る
、
と
い
う
状
況
」
―
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
、
他

者
「
と
共
に
」
あ
る
と
い
う
の
と
は
異
な
る
、「
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
」

と
の
「
向
か
い
合
い
〔
対
面
〕」
で
あ
る
―
―
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（

１８
）か。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
他
な
る
も
の
」
は
ま
ず
「
死
」、
次
い
で
「
性
的
な
る
も

の
」、「
父
た
る
こ
と
」
の
状
況
の
検
討
へ
と
進
む
が
、
こ
れ
ら
の
他
性
は
光

に
照
ら
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
空
間
的
に
「
表
現
（
表
出
）」
さ
れ
得
な
い
。

「
光
を
前
に
し
て
の
逃
避
」
の
裡
に
、
そ
の
よ
う
な
背
理
的
な
筋
道
を
通
っ

て
自
ら
を
実
現
す
る
。「
他
者
の
不
在
」
が
提
示
さ
れ
る
と
き
こ
そ
が
、「
他

者
の
他
者
と
し
て
の
現
前
」
で
あ
る
。
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と
す
れ
ば
、
問
題
は
「
春
日
」
の
光
の
も
と
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
「
そ
こ

で
以
前
よ
り
、
本
な
ら
熟
読
。
／
そ
こ
で
以
前
よ
り
、
人
に
は
丁
寧
。」
の

日
々
が
「
和
解
」
か
「
反
抗
」
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
死
ん
だ
愛
す
る
も

の
の
た
め
に
自
ら
に
為
し
得
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
逃
避
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
方
だ
。
３
節
の
語
り
口
の
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
逃

避
自
体
を
強
調
す
る
。
よ
り
正
確
に
は
、「
テ
ム
ポ
正
し
き
散
歩
」
と
い
う

〈
倫
理
〉
へ
の
逃
避
が
、
何
か
ら
逃
げ
て
い
る
の
か
を
読
者
に
指
し
示
す
の

で
あ
る
。

予
め
不
可
能
な
（
Ａ
）「
愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、
自
殺
し
な
け

あ
な
り
ま
せ
ん
」。
そ
れ
は
狂
気
で
も
〈
倫
理
〉
で
も
な
い
。
こ
の
一
篇
に

お
い
て
〈
倫
理
〉
は
む
し
ろ
、「
自
殺
」
の
「
他
に
、
方
法
が
な
い
」
こ
と

に
目
を
瞑
り
、
愛
す
る
も
の
の
死
と
、
他
者
に
尽
く
す
よ
う
に
生
き
る
こ
と

と
の
間
に
あ
た
か
も
連
続
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
生
に
対
す
る

主
体
と
し
て
の
支
配
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
「
テ
ム
ポ
正
し
き
散
歩
」
で
あ

る
。
だ
が
、「
し
な
け
あ
な
り
ま
せ
ん
」「
ハ
イ
、
で
は
み
な
さ
ん
、
ハ
イ
、

ご
一
緒
に
」
と
い
う
語
り
口
や
リ
ズ
ム
に
示
さ
れ
る
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
が
、
そ

の
振
る
舞
い
に
対
す
る
〈
嗤
い
〉
の
位
置
を
仄
め
か
し
つ
つ
、「
さ
て
格
別

の
、
こ
と
も
出
来
な
い
」
生
を
生
き
る
こ
と
を
手
放
す
ま
い
と
す
る
。
一
度

だ
け
詩
の
な
か
に
登
場
す
る
平
仮
名
表
記
の
「
わ
た
し
」
の
疎
々
し
さ
は
、

端
的
に
私
が
不
可
能
な
死
（「
自
殺
」）
と
不
可
能
な
「
奉
仕
」
の
実
現
と
の

闘
争
の
中
に
置
か
れ
、
し
か
も
私
は
自
我
と
そ
の
生
を
失
う
こ
と
な
く
私
で

あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

だ
か
ら
「
春
日
狂
想
」
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
読
む
こ
と
は
、「
な
ほ
も
な

が
ら
ふ
」
者
の
文
字
通
り
「
狂
」
お
し
い
「
想
」
い
を
読
む
こ
と
な
の
だ
。

そ
の
と
き
、
対
象
を
喪
失
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
で
は
な
く
「
テ
ム
ポ
正
し
き

散
歩
」
と
い
う
「
フ
レ
ー
ム
」
化
さ
れ
た
〈
倫
理
〉
が
疑
い
と
批
評
の
対
象

と
な
り
、〈
ユ
ー
モ
ア
〉
は
〈
倫
理
〉
の
盲
点
の
裡
に
死
の
他
性
と
向
か
い

合
う
の
で
あ
る
。

本
論
は
、
中
原
中
也
の
詩
と
批
評
に
お
け
る
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
あ
り
方
を

検
討
し
て
き
た
。
こ
の
視
角
か
ら
み
れ
ば
、「
夏
と
悲
運
」
の
「
知
」
と
し

て
与
え
ら
れ
な
い
力
や
位
置
の
暗
示
の
仕
方
は
、
た
と
え
ば
弟
の
死
を
モ
チ

ー
フ
と
す
る
「
冬
の
記
憶
」
の
、「
そ
の
後
母
親
が
ど
う
し
て
ゐ
る
か
…
…

／
電
報
打
つ
た
兄
は
、
今
日
学
校
で
叱
ら
れ
た
」
と
い
う
最
終
聯
に
も
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
し
、「
春
日
狂
想
」
の
為
し
得
る
こ
と
の
な
い
人

生
を
生
き
る
こ
と
は
、「
秋
を
呼
ぶ
雨
」
の
「
死
な
う
か
と
考
へ
て
み
る
こ

と
も
な
く
、
い
や
は
や
な
ん
と
も
／
陰
鬱
な
そ
の
日
そ
の
日
を
、
糊
塗
し
て

ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
し
た
」
な
ど
に
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来

モ
ラ
リ
テ

る
。「
秋
を
呼
ぶ
雨
」
に
は
「
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
影
は
、
消
え
ち

ま
つ
て
ゐ
た
の
で
す
」
と
い
う
一
行
も
あ
っ
て
、〈
倫
理
〉
と
語
り
口
を
契

機
と
す
る
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
と
の
関
係
と
い
う
点
で
も
引
き
比
べ
て
考
え
る
こ

と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

だ
が
同
じ
「
対
他
す
る
」〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
切
り
口
に
し
て
も
、「
夏
と
悲

運
」
と
「
春
日
狂
想
」
が
異
な
る
方
法
で
別
様
の
他
者
性
を
浮
上
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
方
法
と
し
て
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
を
知
り
得
る
方
途
は

一
篇
一
篇
を
精
読
す
る
ほ
か
に
な
い
。
こ
こ
に
論
じ
た
の
は
〈
嗤
い
〉
と

〈
誠
実
〉
を
同
時
に
抱
え
よ
う
と
す
る
詩
学
の
一
つ
の
相
と
し
て
の
〈
ユ
ー

モ
ア
〉
で
あ
り
、
さ
ら
に
詩
の
方
法
と
し
て
の
〈
ユ
ー
モ
ア
〉
の
複
数
の
可

能
性
の
一
部
で
あ
る
。

― 80 ―



注

（
１
）
中
村
稔
「
中
原
中
也
と
富
永
太
郎
」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
七
・
一
〇
）

（
２
）
「
詩
に
関
す
る
話
」（『
白
痴
群
』
一
九
三
〇
・
四
）
に
「
誠
実
た
る
こ

と
―
―
即
ち
愚
痴
つ
ぽ
く
な
い
た
め
に
は
、
敬
虔
な
る
感
情
を
持
し
得
る

の
必
要
、
或
は
絶
え
ず
意
識
的
な
る
自
己
葛
藤
が
必
要
で
あ
ら
う
。（
略
）

前
者
は
詩
の
方
面
で
あ
り
、
後
者
は
散
文
の
方
面
で
あ
る
」
と
の
記
述
が

あ
る
。
な
お
、
中
也
の
批
評
に
お
け
る
〈
誠
実
〉
を
考
察
し
た
論
考
に
、

坪
井
秀
人
「〈
誠
実
〉
の
詩
学
―
中
原
中
也
の
批
評
と
詩
と
」（『
現
代
詩

手
帖
』
二
〇
〇
七
・
四
）
が
あ
る
。
坪
井
は
中
也
の
〈
誠
実
〉
が
「《
対

抗
的
》
で
は
な
い
関
係
性
の
模
索
」
で
あ
っ
て
且
つ
近
代
批
判
の
表
明
で

あ
る
こ
と
こ
そ
が
「
中
原
の
強
固
な
詩
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
あ
っ

た
と
し
、
そ
の
上
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
も
の
だ
っ

た
と
論
じ
て
い
る
。
本
論
は
、
他
者
と
の
「
葛
藤
」
で
は
な
い
〈
誠
実
〉

を
表
明
す
る
詩
学
が
、
如
何
に
し
て
「
対
他
す
る
」
こ
と
を
問
題
化
し
う

る
か
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
３
）
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
笑
い
の
本
質
に
つ
い
て
、
お
よ
び
一
般

に
造
型
芸
術
に
お
け
る
滑
稽
に
つ
い
て
」（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
Ⅲ
、

筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
・
七
）

（
４
）
柄
谷
行
人
『
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九

三
・
八
）

（
５
）
河
上
徹
太
郎
『
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
五

九
・
九
）

（
６
）
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
／
池
上
嘉
彦
訳
「
喜
劇
的
「
自
由
」
の
フ
レ
ー

ム
」（『
カ
ー
ニ
バ
ル
！
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
・
五
）

（
７
）
中
原
豊
「
中
原
中
也
の
チ
ェ
ー
ホ
フ
受
容
・
覚
え
書
―
詩
集
『
在
り
し

日
の
歌
』
へ
の
転
回
―
」（『
国
語
と
教
育
』
二
〇
一
六
・
一
一
）

（
８
）
藤
井
貴
志
「〈
微
苦
笑
〉
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
『
微
苦
笑
芸
術
』
に
み
る

久
米
正
雄
的
主
体
の
生
成
と
分
裂
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
二
〇
〇

六
・
一
二
）

（
９
）
佐
々
木
幹
郎
「
解
題

チ
ェ
ホ
フ
と
中
原
中
也

安
原
喜
弘
宛
（
推

定
）・
中
原
中
也
書
簡
」（『
中
原
中
也
研
究
』
二
〇
一
三
・
八
）

（
１０
）
中
村
稔
『
言
葉
な
き
歌
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
三
・
一
）

（
１１
）
佐
藤
泰
正
『
中
原
中
也
と
い
う
場
所
』（
思
潮
社
、
二
〇
〇
八
・
五
）

（
１２
）
同
（
１０
）

（
１３
）
分
銅
惇
作
『
中
原
中
也
』（
講
談
社
、
一
九
七
四
・
九
）

（
１４
）
佐
藤
泰
正
「
中
原
中
也
―
そ
の
主
題
と
方
法
・
序
説
―
短
歌
か
ら
ダ
ダ

イ
ズ
ム
へ
―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
一
九
八
三
・
一
一
）

（
１５
）
疋
田
雅
昭
『
接
続
す
る
中
也
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
・
五
）

（
１６
）
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」（『
フ
ロ
イ
ト

著
作
集
』
第
六
巻
、
人
文
書
院
、
一
九
七
〇
・
三
）

（
１７
）
フ
ロ
イ
ト
は
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
「
昂
揚
し
た
気
分
、
喜
び
の
情
の
表

出
」
と
い
っ
た
「
躁
病
の
状
態
に
転
換
す
る
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
を

「
も
っ
と
も
解
明
の
必
要
な
固
有
な
点
」
で
あ
る
と
し
、「
た
だ
こ
の
場

合
も
自
我
は
何
を
克
服
し
、
何
に
勝
っ
た
の
か
を
知
ら
な
い
」
状
態
に
あ

る
と
し
て
い
る
。

（
１８
）
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
／
原
田
佳
彦
訳
『
時
間
と
他
者
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
・
一
）

※
な
お
中
原
中
也
の
本
文
引
用
は
、
注
（
９
）
を
引
用
元
と
す
る
書
簡
を
除

い
て
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。
但
し
、「
夏
と
悲

運
」
は
全
集
が
底
本
と
す
る
草
稿
で
は
な
く
、
異
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い

る
没
後
発
表
の
形
態
を
採
用
し
た
。

（
よ
し
だ

え
り

本
学
兼
任
講
師
）
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