
一
(
注
1
)

「
家
長
制
度
」
は
、
『
全
集
』
本
に
し
て
僅
か
二
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
、
セ
ン
テ
ン
ス

数
で
も
十
八
文
と
い
う
、
宮
沢
賢
治
の
生
前
未
発
表
の
小
品
で
あ
る
。
『
全
集
』
後

記
に
よ
る
と
、
初
題
は
「
丹
藤
川
」
で
、
原
稿
の
題
名
下
に
「
大
正
五
年
」
、
本
文

末
に
「

Z
N
0・

印

l
」
の
二
様
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て

(注
2
)

本
作
品
は
、
宮
沢
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
学
校
在
学
二
年
自
の
大
正
五
年
に
、
「
丹

藤
川
」
の
初
題
で
執
筆
、
の
ち
、
同
校
研
究
科
終
業
、
家
業
の
手
伝
い
を
始
め
た
大

正
九
年
五
月
に
な
っ
て
、
現
在
の
形
に
推
敵
、
改
題
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
初
題

作
品
執
筆
時
を
根
拠
に
、
宮
沢
賢
治
の
散
文
形
態
の
作
品
と
し
て
は
最
初
の
作
と
も

(
注
3
)

見
な
さ
れ
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
に
は
、
小
学
生
時
代
、
岩
石
採
集
に
熱
中
し
て
家
族
か
ら
「
石
っ
子
賢

さ
ん
」
の
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
た
由
の
逸
話
も
残
っ
て
い
る
が
、
山
野
の
抜
渉
は
盛

岡
中
学
の
頃
に
始
ま
り
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
入
学
の
後
は
、
当
時
の
土
壌
学
の
権

威
、
関
豊
太
郎
の
指
導
下
に
あ
っ
て
、
岩
石
探
査
を
主
目
的
と
す
る
山
野
抜
渉
も
、

中
学
時
代
に
比
べ
一
段
と
本
格
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
家
長
制
度
」
の
前
身
で
あ

(注
4
)

る
「
丹
藤
川
」
は
J

高
等
農
林
で
の
友
人
高
橋
秀
松
の
回
想
に
よ
る
と
、
や
は
り
そ

う
い
う
山
野
の
駿
渉
の
折
り
の
体
験
か
ら
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
北
上
山

地
の
奥
、
外
山
高
原
あ
た
り
か
ら
流
れ
出
し
、
北
上
川
本
流
に
注
ぎ
乙
む
丹
藤
川
上

流
の
、
乙
の
地
方
独
得
の
曲
り
家
造
り
の
農
家
の
家
内
風
景
を
、
炉
端
め
位
置
か
ら

ス
ケ
ッ
チ
し
た
習
作
風
の
小
品
で
あ
る
。

「
丹
藤
川
」
を
准
破
、
改
題
し
て
成
っ
た
「
家
長
制
度
」
は
、
従
来
か
ら
も
作
者

の
対
イ
エ
意
識
、
よ
り
直
接
的
に
は
彼
の
父
親
宮
沢
政
次
郎
に
対
す
る
意
識
を
問
題

と
す
る
に
際
し
て
は
、
必
ず
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
取
り
上
げ
ら
れ
、
宮
沢
の
初

期
作
品
と
み
ら
れ
る
小
品
群
の
中
で
は
、
相
当
に
重
視
さ
れ
て
い
る
方
に
属
す
る
。

だ
が
、
た
と
え
ば
、
「
自
分
の
目
撃
し
た
も
の
を
文
章
に
ま
と
め
て
み
る
、
と
い
っ

た
感
じ
で
、
い
か
に
も
小
品
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
構
成
に
努
力
し
た
と
い

(注
5
)

う
形
跡
も
な
い
」
と
い
っ
た
見
方
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
独
立
の
作
品
と
し
て
取
り
上

げ
、
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
文
学
的
な
問
題
を
考
え
て
み
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
正
面

か
ら
の
論
は
、
案
外
に
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
き
守
え
ば
、
ま
だ
や

は
り
、
習
作
と
し
て
の
ち
の
可
能
性
を
秘
め
た
作
、
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
風
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
筆
者
に
は
、
習
作
的
な
、
長
さ
の
点
か
ら
は
作
品
と
呼
ぶ
の
も
た
め
ら

わ
れ
る
よ
う
な
小
さ
な
作
物
で
は
あ
る
が
、
か
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
「
特
に
構
成

に
努
力
し
た
と
い
う
形
跡
も
な
い
」
「
い
か
に
も
小
品
」
ら
し
い
作
、
と
言
わ
れ
る

よ
う
な
軽
い
筆
致
の
習
作
に
ー
も
患
わ
汎
な
い
。
独
立
の
作
品
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
論

っ
て
ゆ
く
と
、
気
に
な
る
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
補
う
に
足
る
重
い
感
銘

N

Jミ

や

♂

~

の
よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
し
、
作
品
世
界
と
し
て
の
奥
行
、
広
が
り
を
乙
の

量
に
似
ず
持
っ
て
い
る
点
、
凝
縮
度
も
高
い
と
い
う
風
に
思
う
。
そ
し
て
、

何
よ
り
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も
注
目
し
た
い
と
思
う
の
は
、
右
の
よ
う
な
重
い
感
銘
を
与
え
る
と
乙
ろ
の
も
の
に

宮
沢
賢
治
の
想
像
力
の
あ
り
方
の
問
題
が
一
つ
の
形
で
現
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
乙
の
作
品
に
み
ら
れ
る
幻
想
的
な
雰
囲
気
に

注
目
し
、
乙
の
幻
想
性
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
何
か
を
、

作
品
内
部
の
検
討
、
及
び
、
最
初
期
稿
「
丹
藤
川
」
か
ら
最
終
稿
「
家
長
制
度
」
へ

の
変
化
の
検
討
を
通
じ
て
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
試
み
に
よ
り
、
宮
沢
賢
治

の
幻
想
的
、
あ
る
い
は
空
想
的
な
文
学
作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
契
機
や
根
拠
と
い

っ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
対
す
る
、
一
つ
の
照
明
が
得
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

カ

一一

「
家
長
制
度
」
に
滋
え
ら
れ
た
幻
想
的
な
雰
囲
気
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

山
里
の
旧
家
ら
し
い
農
家
の
囲
炉
裡
端
で
あ
る
。
古
色
蒼
然
た
る
火
皿
が
「
油
煙
を

ふ
り
み
だ
し
」
、
そ
の
火
皿
の
揺
ら
め
く
明
り
を
浴
び
て
、
「
大
黒
柱
を
二
き
れ
み

じ
か
く
切
っ
て
投
げ
た
と
い
ふ
ふ
う
に
、
ど
っ
し
り
が
た
り
と
膝
を
そ
ろ
へ
て
座
っ

て
ゐ
る
」
乙
の
家
の
主
人
の
威
容
が
、
暗
閣
を
背
に
し
て
「
炉
の
向
ふ
」
に
浮
か
び

上
る
。
「
炉
の
向
ふ
」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
ち
ら
側
に
は
対
座
す
る
存
在
が
あ
る
。

行
き
暮
れ
て
一
夜
の
客
と
な
っ
た
ら
し
い
「
私
」
で
あ
る
。
以
下
、

ζ

の
作
品
は
、

乙
の
作
者
自
身
と
覚
し
い
「
私
」
の
限
の
前
で
、
無
言
劇
の
形
で
展
開
さ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ζ

乙
に
は
、
農
家
の
炉
端
の
日
常
風
景
と
呼
ぶ
に
は
、
幾

分
異
様
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
と
思
う
。
何
か
、
日
常
的
な
現
実
の
裏
側
に
あ
る

世
界
で
も
垣
間
見
る
よ
う
な
、
一
種
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
の
あ
る
雰
囲
気
で
あ
る
。

炉
、
け
ら
、
土
問
、
厩
、
と
い
っ
た
農
家
ら
し
い
道
具
立
て
、
絶
対
的
な
権
力
を
も

っ
家
長
と
ひ
た
す
ら
従
順
に
つ
き
従
う
家
人
た
ち
と
い
う
前
近
代
的
な
人
間
関
係
、

と
れ
ら
は
正
に
農
家
ら
し
い
ー
ー
と
い
う
よ
り
も
、
農
家
そ
の
も
の
の
風
景
を
形
造

乙
乙
に
あ
る
の
は
現
実
に
あ
る
農
家
以
上
に
日
本
の
農
家
ら

?
し
わ
風
景
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
言
え
、
そ
の
事
は
乙
ζ

に
あ
る

農
家
の
炉
端
風
景
を
、
特
定
の
時
と
場
所
を
区
切
っ
た
現
実
の
農
家
の
日
常
風
景
に

は
近
付
け
な
い
。
逆
に
ζ

の
炉
端
の
風
景
に
非
現
実
の
色
あ
い
を
帯
、
び
さ
せ
る
。

乙
乙
で
は
、
農
家
の
家
内
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
は
殆
ど
描
写
さ
れ
な
い
。
そ
の
代

り
に
、
夜
間
風
景
で
あ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
独
自
的
に
言
葉
少
な
く
指
示
さ
れ
る
も

の
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
、
火
皿
の
明
り
を
浴
び
た
形
で
、
夜
の
閣
を
背
景
に
し
て
陰

影
濃
く
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
本
来
な
ら
あ
る
筈
の
、
農
家
ら
し
い
日

常
的
な
た
た
ず
ま
い
の
一
々
は
、
夜
の
聞
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
圧
倒
的
な
夜
の
闇
の
中
の
、
言
葉
に
さ
れ
な
い
も
の
の
隈
取
り
に
よ
っ
て

火
皿
、
炉
、
厩
、
土
間
等
の
言
葉
に
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
た
形

で
浮
き
出
し
て
来
、
そ
れ
が
た
め
に
、
浮
き
出
し
て
来
る
も
の
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
は

日
常
風
景
の
現
実
味
を
削
が
れ
て
非
現
実
味
を
得
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
断
わ
っ
て

お
け
ば
、
乙
乙
で
言
う
「
非
現
実
」
と
い
う
言
葉
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
あ
い
は

な
い
。
特
定
の
時
と
場
所
と
に
よ
っ
て
常
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
日
常
的
現
実
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
に
縛
ら
れ
な
い
現
実
、
と
い
っ
た
意
味
で
言
う
の
で
あ
る
。
非
現
実
の

様
相
が
単
な
る
現
実
よ
り
も
却
っ
て
も
の
の
本
質
を
リ
ア
ル
に
浮
き
上
ら
せ
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、

-20一

乙
う
し
た
炉
端
風
景
に
、
外
の
閣
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
厩
で
「
な
に
か
い
ろ
い
ろ

ま
じ
な
ひ
み
た
い
な
と
と
」
を
す
る
屈
強
の
大
男
ら
、
主
に
命
じ
ら
れ
た
の
か
「
酒

呑
童
子
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
洗
濯
な
ど
を
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
よ
う
な
か
た
ち
で
何

か
を
し
て
い
る
、
う
す
暗
が
り
の
女
、
女
が
そ
そ
う
を
す
る
と
無
言
で
そ
ち
ら
へ
行

き
、
物
音
一
つ
立
て
ず
に
撲
っ
て
も
と
通
り
に
鎮
座
、
目
玉
を
「
古
び
た
黄
金
の
銭
」

の
よ
う
に
鈍
く
光
ら
せ
て
い
る
主
人
、
「
ま
る
き
り
死
人
の
や
う
に
寂
か
」
な
土
間

ー
ー
と
い
う
よ
う
な
独
得
の
比
輸
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
を
買
い
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A

で
い
忍
魁
格
一
は
か
な
り
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
昔
話
や
お
町
話
、
，
あ
る
い
は
t

も
う
少
レ
近

ぇ
山
中
ド
h
t
A
t

代
的
応
装
っ
た
形
で
は
童
話
等
の
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
特
定
の
偲
性
を
も
っ
人
物
像
で
も
、
個
別
的
な

具
体
的
な
も
の
で
も
な
い
。
個
性
と
か
個
別
性
、
具
体
性
と
か
言
っ
た
も
の
の
代
り

に
、
時
と
場
所
と
を
超
え
て
、
謂
わ
ば
普
遍
的
な
形
で
在
る
人
物
像
や
も
の
を
示
す

(注
6
}

の
が
、
こ
れ
ら
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

特
定
の
人
聞
が
特
定
の
時
代
に
日
々
の
生
活
を
営
む
特
定
の
炉
端
で
は
な
く
、
日

本
と
い
う
国
に
時
代
と
場
所
を
超
え
て
在
る
か
の
よ
う
な
、
暗
い
農
家
の
炉
端
、
そ

し
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
堅
固
な
秩
序
世
界
を
作
っ
て
い
る
、
個
性
的
な
性
格
と
い
う

も
の
は
有
し
な
い
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
世
界
の
住
人
の
よ
う
な
人
間
た
ち
。
こ
こ
に

ζ

の
作
品
の
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
の
ち
に
確
実
に
、
作
者
宮
沢
賢
治
の
童
話

の
幻
想
世
界
に
流
れ
込
み
、
結
晶
し
て
ゆ
く
幻
想
性
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
私
」
は
こ
う
い
う
幻
想
性
を
湛
え
た
世
界
に
立
ち
合
っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
と
は
き
守
え
、
た
だ
乙
の
世
界
に
魅
惑
さ
れ
陛
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
、
家
長
を
中
心
と
す
る
と
の
農
家
の
生
活
秩
序
の
堅
固
さ
に
、

よ
そ
者
と
し
て
弾
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
驚
惇
し
、
剰
え
主
人
の
威
容
に
圧
倒

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
自
身
に
は
こ
の
世
界
は
、
幻
想
的
で
も
非
現
実
で

も
な
い
、
切
実
な
現
実
と
し
て
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

炉
の
向
う
に
乙
の
家
の
主
人
の
威
容
が
、
乙
ち
ら
側
に
「
私
」
が
い
る
。
山
里
の

旧
家
の
、
世
智
に
も
た
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
主
人
と
、
作
者
自
身
ら
し
い
町
場
の
青

二
才
の
「
私
」
と
で
は
、
話
題
も
弾
も
う
筈
は
な
い
。
恐
ら
く
、
先
程
ら
い
対
座
し

た
ま
ま
沈
黙
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
洗
黙
の
う
ち
に
、
主
人
の
威
容
が
、

炉
を
隔
て
た
「
私
」
に
重
圧
感
と
な
っ
て
迫
っ
て
く
る
。

一
方
、
問
じ
家
の
、
た
ぶ
ん
は
「
私
」
と
つ
い
目
と
鼻
の
先
ほ
ど
の
暗
が
り
に
、

ま
だ
他
の
人
聞
が
い
る
。
「
も
し
私
が
何
か
ち
が
っ
た
乙
と
で
も
」
言
お
う
も
の
な

飯
を
た
べ
、

そ
の
ま
ま
乙
ろ
乙
ろ
、

厩
の
ち
か
く

藁
の
な
か
だ
か
草
の
な
か
だ
か
、

に
寝
て
し
ま
っ
た
」
。

沈
黙
の
主
人
に
威
圧
さ
れ
な
が
ら
、
「
私
」
は
、
見
か
け
に
反
し
て
あ
ま
り
に
も

従
順
で
大
人
し
い
息
子
ら
の
先
ほ
ど
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
、
「
(
今
は
)
そ
れ
が

だ
ま
っ
て
ね
む
っ
て
ゐ
る
。
」
と
思
い
か
け
、
し
か
し
、
断
言
し
か
ね
て
す
ぐ
に
、

「
た
ぶ
ん
ね
む
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
」
と
重
ね
る
。
「
ね
む
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
断
言

が
「
た
ぶ
ん
:
:
:
ら
し
い
」
と
い
う
推
測
に
後
退
す
る
の
は
、
「
私
」
の
心
理
が
、

土
閣
の
奥
の
暗
が
り
の
藁
か
草
の
中
で
、
自
分
た
ち
の
父
で
あ
り
絶
対
の
威
厳
を
も

っ
て
君
臨
し
て
い
る
家
長
で
あ
る
存
在
に
無
言
の
威
嚇
を
浴
び
せ
ら
れ
、
じ
っ
と
息

を
殺
し
て
と
ち
ら
の
様
子
を
窺
っ
て
い
る
息
子
ら
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
乙
う
も
言
え
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
息
子
ら
は
終
日
の
労
働
の
疲
れ
で
現

に
寝
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
家
長
の
逆
鱗
に
触
れ
る
の
を
恐

れ
怯
え
て
い
た
か
の
よ
う
な
、
さ
っ
き
の
息
子
ら
と
同
様
、
「
私
」
も
主
人
に
威
圧

さ
れ
痛
い
ほ
ど
の
緊
張
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

ζ

の
「
私
」
自
身
の
は
り
つ
め
た
思

い
を
、
単
に
自
分
一
人
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
息
子
ら
の
も
の
と
し
て
、
謂
わ
ば

息
子
ら
に
な
り
代
っ
た
形
で
、
受
け
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
「
ね
む
っ
て
ゐ
」
な
い
息

子
ら
が
無
意
識
裡
に
想
像
さ
れ
、
「
ね
む
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
断
言
が
「
た
ぶ
ん
ね

む
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
」
と
い
う
推
測
に
後
退
さ
せ
ら
れ
る
。
空
間
的
に
は
客
と
し
て

炉
の
こ
ち
ら
側
に
あ
り
な
が
ら
、
心
理
的
に
は
土
閣
の
暗
が
り
の
息
子
ら
に
な
り
代

っ
て
い
る
、
と
い
う
「
私
」
の
二
重
の
あ
り
方
か
ら
生
ず
る
心
理
的
な
機
微
で
あ
る
。

乙
の
二
重
の
あ
り
方
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
「
私
」
の
生
理
感
覚
と
し
て
備
わ

っ
た
よ
う
な
過
敏
な
同
情
心
で
あ
る
。
他
人
の
苦
痛
を
自
己
の
苦
痛
と
し
て
感
受
す

-21 -



る
と
い
う
の
が
普
通
に
考
え
ら
れ
る
同
情
心
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
裏
返
せ
ば
、
自
己

の
苦
痛
を
他
人
も
感
受
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
苦
痛
と
し
て
受
け
と
め
る
乙
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
自
己
の
苦
痛
と
は
直
接
的
な
も
の
に
は
限
ら
ず
想
像
さ
れ

た
間
接
的
な
も
の
も
含
む
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
乙
れ
ら
に
お
い
て
働
い
て
い

る
の
は
、
自
他
の
感
覚
に
根
ざ
す
一
種
の
想
像
力
で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
、
他
人

の
身
に
な
る
こ
と
の
で
き
る
心
性
、
と
い
う
乙
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
火
皿
の
下
の
う
す
暗
が
り
に
、
も
う
一
人
の
人
聞
が
い
る
。
溜
呑
童
子
に

さ
ら
わ
れ
て
来
て
洗
濯
で
も
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
黙
々
と
何
か
を
し
て
い
る

女
で
あ
る
。
自
分
の
食
事
の
仕
度
を
し
て
い
る
ら
し
い
と
知
っ
て
、
「
そ
れ
な
ら
さ

っ
き
も
乙
と
わ
っ
た
の
だ
。
」
と
「
私
」
は
幾
分
の
苦
さ
も
混
じ
っ
た
当
惑
の
つ
ぶ

や
き
を
も
ら
す
。
女
自
身
が
好
意
を
示
し
て
仕
度
を
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
「
私
」
の
断
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
(
構
わ
ぬ
か
ら
食
事
の

仕
度
を
し
て
差
し
上
げ
ろ
)
と
で
も
言
う
、
主
人
の
無
言
の
命
令
が
あ
っ
て
、
女
は

そ
の
通
り
に
黙
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
私
」
は
主
人
の
そ
う
い
う
有
無

を
言
わ
せ
ぬ
好
意
に
当
惑
し
た
ま
ま
従
っ
て
い
る
。

無
言
で
端
座
す
る
主
人
、
厩
の
近
く
の
暗
が
り
で
寝
て
い
る
ら
し
い
屈
強
の
息
子

ら
、
不
意
の
客
の
食
事
の
仕
度
を
し
て
い
る
片
隅
の
女
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
向
い

合
っ
て
い
る
乙
ち
ら
側
の
「
私
」
。
こ
れ
ま
で
の
と
乙
ろ
を
構
図
化
す
れ
ば
と
の
よ

う
に
な
る
。
乙
う
し
た
構
図
の
う
ち
に
一
つ
の
静
寂
の
世
界
、
恐
ら
く
は
火
血
の
燃

え
音
の
み
が
聞
こ
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
静
寂
な
空
間
が
広
が
る
。
し
か
も
、

乙
の
静
寂
に
は
緊
迫
感
が
漂
っ
て
い
る
。

ζ

の
緊
迫
感
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
、

乙
の
静
寂
な
世
界
に
向
い
合
っ
て
い
る
ζ

ち
ら
側
の
「
私
」
自
身
で
あ
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
息
子
ら
や
女
も
、
家
長
へ
の
畏
れ
や
客
へ
の
気
兼
ね
か

ら
ぴ
ん
と
は
り
つ
め
た
思
い
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
私
」
は
、
無
言
の
家
長

に
よ
っ
て
完
全
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
ζ

の
世
界
に
溶
け
乙
め
な
い
も
の
を
感
じ
な
が

ら
、
彼
ら
の
そ
う
い
っ
た
気
配
を
微
妙
に
感
じ
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
も
結
局
、
「
私
」
の
鋭
敏
な
自
他
感
覚
か
ら
の
想
像
で
あ
っ
て

客
観
的
な
事
実
と
し
て
示
さ
れ
な
い
。
乙
乙
で
は
、
す
べ
て
が
「
私
」
の
主
観
と
分

か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
私
」
の
心
象
風
景
を
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

一ニ

さ
て
、
乙
の
緊
迫
感
の
湛
え
ら
れ
た
静
寂
の
世
界
に
、
「
い
き
な
り
ガ
タ
リ
と
音
」

が
し
、
「
主
人
が
だ
ま
っ
て
、
立
っ
て
そ
っ
ち
へ
あ
る
い
て
行
」
き
、
「
三
秒
ば
か

り
し
ん
と
」
し
た
の
ち
、
「
も
と
の
席
に
帰
っ
て
ど
し
り
と
座
る
」
と
い
う
事
件
が

起
る
。
そ
し
て
、
無
言
の
う
ち
に
何
事
か
を
し
て
来
た
主
人
に
再
び
対
座
す
る
「
私
」

が
、
そ
そ
う
を
し
た
女
を
「
音
も
さ
せ
ず
撲
っ
た
の
だ
な
」
と
想
像
し
、
土
聞
の

「
死
人
の
や
う
」
な
静
け
さ
と
主
人
の
「
古
び
た
黄
金
の
銭
の
や
う
」
な
目
玉
に
向

い
合
っ
て
、
「
ま
っ
た
く
身
も
世
も
な
い
」
思
い
に
捉
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
乙
の
作

品
は
終
止
す
る
。

構
成
的
に
な
が
め
て
み
る
と
、
乙
の
作
品
全
体
は
、
起
l
承
l
転
i
結
の
展
開
の

趣
き
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
炉
の
向
う
に
鎮
座
す
る
主
人
の
威
容
を
浮
き
上

ら
せ
る
田
冒
頭
を
起
と
す
れ
ば
、
息
子
ら
や
女
の
黙
々
と
し
た
姿
を
浮
き
上
ら
せ
る
部

分
は
、
主
人
の
家
長
と
し
て
の
姿
を
間
接
的
に
浮
き
上
ら
せ
て
も
い
る
わ
け
で
、
承

と
な
る
。
ガ
タ
リ
と
物
音
が
し
、
主
人
が
動
き
出
し
再
び
鎮
座
す
る
部
分
は
転
、
結

で
も
と
通
り
の
静
寂
に
、
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
さ
ら
に
、
転
の

部
分
の
動
き
に
注
目
す
れ
ば
、
静
l
動
l
静
と
い
う
展
開
と
し
て
と
ら
え
る
乙
と
も

で
き
る
。
が
、
乙
の
場
合
、
水
面
に
波
紋
が
広
が
り
ゃ
が
て
も
と
通
り
に
静
ま
る
、

と
い
っ
た
具
合
に
単
純
に
図
式
化
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
静
l
動
l
静
と
い
う

展
開
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
客
観
世
界
で
あ
る
向
う
側
で
あ

っ
て
、
「
私
」
に
と
っ
て
は
再
び
の
静
寂
は
も
と
通
り
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
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既
に
述
~
ベ
r

た
の
さ
は
少

ιち
が
『
げ
た
は
い
る
が
♂
三
重
性
に
ち
と
づ
い
宅
い
る
。
ぉ
す

な
わ
ち
、
「
私
」
は
、
威
圧
的
な
主
入
の
存
在
に
よ
り
、
よ
そ
者
と
し
て
彼
の
君
臨

す
る
生
活
秩
序
に
触
れ
る
と
と
を
拒
絶
さ
れ
て
と
ち
ら
側
に
あ
り
、
同
時
に
、
音
も

な
く
撲
ら
れ
た
ら
し
い
女
に
想
像
的
に
な
り
代
っ
た
鋭
敏
な
同
情
心
の
持
ち
主
と
し

て
、
威
嚇
さ
れ
て
向
う
側
に
あ
る
。
土
聞
の
死
人
の
よ
う
な
静
け
さ
を
感
じ
と
る
の

は
後
者
の
「
私
」
で
あ
り
、
黄
金
色
に
に
ぷ
く
光
る
主
人
の
目
玉
に
怯
え
て
い
る
の

は
前
者
で
あ
る
、
と
き
守
え
ば
比
一
一
か
こ
じ
つ
け
め
い
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
土
聞

の
静
け
さ
を
死
人
の
よ
う
に
感
じ
と
る
「
私
」
が
、
そ
の
暗
さ
と
静
け
さ
の
奥
に
、

つ
い
先
ほ
ど
の
事
件
を
反
語
し
な
が
ら
息
を
殺
し
て
い
る
、
撲
ら
れ
た
女
や
、
あ
る

い
は
ま
だ
寝
入
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ぬ
息
子
ら
を
も
感
じ
と
っ
て
い
る
乙
と
は
確

か
で
あ
る
。

よ
そ
者
と
し
て
乙
ち
ら
側
に
あ
れ
、
息
子
ら
や
女
へ
の
同
情
者
と
し
て
想
像
的
に

向
う
側
に
あ
れ
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
主
人
の
威
容
に
立
ち
は
だ
か
ら
れ
た
「
私
」

は
身
の
置
き
所
も
な
い
わ
け
で
、
「
私
」
は
単
な
る
一
夜
の
客
と
し
て
傍
観
的
に
ζ

の
炉
端
の
風
景
に
立
ち
合
う
と
い
う
状
況
に
は
な
い
。
主
人
の
威
容
の
前
に
総
毛
立

つ
よ
う
な
緊
張
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
作
品
が
、
こ
う
し
た
状
況
の

「
私
」
の
存
在
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
心
象
風
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
点
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
、
客
観
世
界
の
静
l
動
l
静
展
開
に
は
、
ガ
タ
リ

と
い
う
物
音
の
波
紋
に
よ
っ
て
緊
張
が
尻
上
り
に
自
閉
ま
っ
て
ゆ
く
「
私
」
の
側
の
内

的
過
程
が
対
応
し
て
い
る
乙
と
を
も
看
過
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

い
っ
た
い
に
、
畏
怖
な
る
感
情
は
、
否
定
と
か
肯
定
と
か
い
っ
た
人
閣
の
主
体
的

な
判
断
以
前
の
|

l
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
超
え
た
と
も
言
え
よ
う
か

l
i感
情
で
あ

れ

る

色

主

治

F
P

必
淀
川
療
法

;
』
「
私
」
の
心
的
構
造
の
基
底
惇
あ
喝
の
は
J
M
J
5
明

JL牝

思
わ
れ
る
-
畏
怖
の
対
象
は
言
う
ま
ぞ
も
な
い
。
ー
す
J
d
h

て
を
無
一
一
宮
め
る
ち
に
運
び
悠

然
と
し
て
い
る
、
そ
び
え
立
つ
山
の
よ
'
つ
な
重
量
感
と
脅
威
的
な
不
気
味
さ
を
漂
よ

わ
せ
る
主
人
で
あ
る
。
こ
の
主
人
の
姿
を
、
自
分
を
厳
し
く
威
嚇
し
拒
絶
す
る
抗
し

難
い
存
在
と
し
て
見
る
と
乙
ろ
に
、
「
私
」
に
「
身
も
世
も
な
い
」
と
い
う
戦
き
を

も
ら
さ
せ
る
畏
怖
感
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
主
人
へ
の
畏
怖
感
は
、
そ
の
同
じ

主
人
の
廃
合
へ
の
魅
惑
と
相
い
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
相
い
容
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
璽
告
は
同
一
の
根
拠
K
も
と
づ
《
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ツ
な
感
情
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う

J

た
と
え
ば
、
一
冒
頭
の
主
人
の
「
大
黒
柱
を
こ
さ
れ
み
じ
か
く
切
っ
て
吹
け
た
と
い
ふ

ふ
う
に
、
ど
っ
し
り
が
た
り
と
膝
を
そ
ろ
え
て
座
っ
ぞ
ゐ
る
」
(
傍
点
、
.
筆
者
)
イ
メ
ー
ジ
は

一(注
7
)

明
ら
か
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
「
私
」

K
は
絶
対
的

な
威
厳
を
発
散
さ
せ
る
主
人
へ
の
魅
或
俸
が
あ
る
。
一
面
で
は
「
身
も
世
も
な
」
く
畏
怖
し

つ
つ
、
他
面
で
は
魅
惑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
別
段
、
「
私
」
が
錯
乱
し
て
い
る
わ
け
で
も
分
裂
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
「
私
」
に
と
っ
て
は
自
然
な
乙
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
私
」
に
見
ら
れ

た
主
人
は
、
農
家
の
当
り
前
の
親
父
で
は
な
く
、
絶
対
的
支
配
者
の
相
貌
を
も
っ

「
私
」
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
威
嚇
的
拒
絶
的
な
側
面
が
畏
怖

を
与
え
、
同
時
に
、
そ
の
犯
し
難
い
威
厳
の
側
面
が
魅
惑
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
超

越
的
な
存
在
の
も
つ
排
撃
性
、
至
高
性
、
の
一
一
面
が
、
「
私
」
を
ア
ン
ビ
パ
レ
ン
ツ

な
感
情
に
ひ
き
込
む
わ
け
で
あ
る
。

筆
者
は
既
に
、
乙
の
作
品
を
一
つ
の
心
象
風
景
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
が
、

ζ

-23-



の
作
品
を
心
象
風
景
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
は
、
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
パ
レ

ン
ツ
な
感
情
を
誘
発
す
る
仕
方
で
の
「
私
」
の
見
る
と
い
う
行
為
の
特
異
性
で
あ
る
。

「
自
ら
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
魅
せ
ら
れ
な
が
ら
同
時
に
そ
の
『
見
'
守
れ
て
い
る
』
存

在
が
逆
に
人
聞
に
向
っ
て
捉
え
て
く
る
。
そ
れ
も
お
そ
れ
多
い
慎
し
む
も
の
と
し
て

人
間
の
前
に
そ
そ
り
立
つ
。
そ
う
い
う
二
重
性
が
混
沌
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
」

(注
8
)

構
造
、
と
永
藤
靖
氏
の
規
定
す
る
古
代
人
的
な
見
る
行
為
に
重
な
り
合
う
見
方
で
あ

る
。
対
象
を
客
観
的
な
存
在
の
形
で
認
識
的
に
見
る
の
で
は
な
い
。
見
る
主
体
に
関

わ
っ
た
本
質
存
在
と
し
て
、
直
観
的
に
見
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
見
る
仕
方
が

と
の
作
品
の
「
私
」
に
お
い
て
特
に
意
識
的
に
虚
構
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
作
者

。(注
9
)

宮
沢
賢
治
に
お
け
る
見
る
行
為
で
あ
る
乙
と
は
言
う
を
侠
た
な
い
。

「
私
」
の
畏
怖
感
と
そ
れ
に
表
裏
し
た
魅
惑
感
と
は
、
最
初
に
触
れ
た
こ
の
作
品

の
幻
想
的
な
雰
囲
気
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。
と
言
う
よ
り
も
、
両
者
は
構
造
的

に
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

超
え
難
い
絶
対
的
存
在
の
実
在
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
生
ず
る
畏
怖
感
は
、
主
体

の
日
常
的
な
現
実
意
識
を
空
無
化
す
る
。
日
常
的
な
現
実
意
識
か
ら
自
由
に
な
っ
た

主
体
は
、
そ
と
で
、
日
常
風
景
を
幻
想
的
な
相
貌
の
も
と
に
見
る
と
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
乙
の
作
品
の
場
合
、
自
己
の
生
活
秩
序
を
完
壁
に
支
配
し
切
っ
て
超
然
と

し
て
い
る
主
人
の
姿
が
、
「
私
」
の
日
常
的
な
現
実
意
識
を
突
き
崩
し

(
ζ

の
作
品

で
は
冒
頭
か
ら
突
き
崩
さ
れ
て
い
る
の
マ
、
作
品
の
進
行
に
伴
い
徐
々
に
そ
う
な
る

わ
け
で
は
な
い
が
)
、
農
家
の
日
常
茶
飯
の
炉
端
風
景
を
、
幻
想
の
世
界
、
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
の
象
徴
の
世
界
に
似
せ
る
の
で
あ
る
。
図
式
的
に
構
造
化
す
れ
ば
、
「
主
人

の
絶
対
者
と
し
て
の
威
容
」
↓
「
そ
れ
を
見
る
私
の
畏
怖
感
」
↓
「
私
に
見
ら
れ
る

世
界
の
幻
想
性
」
と
い
う
と
と
に
な
る
。
さ
ら
に
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
「
私
」
の

畏
怖
感
の
投
映
が
幻
想
性
で
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
と
で

も
ま
た
、
先
ほ
ど
の
「
私
」
に
お
け
る
見
る
行
為
の
あ
り
方
の
開
題
が
絡
ん
で
い
る
。

「
私
」
の
見
る
行
為
の
特

右
の
よ
う
な
構
造
の
全
体
を
支
え
て
い
る
の
が
、
結
局
、

異
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
家
長
制
度
」
と
い
う
作
品
を
以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
捉
え
る
と
き
、
乙
の
作

島市
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中
U
ー
ー
具
体
的
に
は
「
私
」
の
う
ち
に
|
|
暴
君
的
な
家
長
へ
の
怒
り
や
家

長
制
度
へ
の
批
判
を
読
む
の
は
、
些
一
か
無
理
で
は
な
い
か
と
思
う
。

悪
に
対
す
る
怒
り
は
、
怒
り
の
振
り
向
け
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
の
距
離
、
対
象
を

悪
と
し
て
相
対
化
し
う
る
距
離
を
、
最
少
限
度
必
要
と
す
る
。
批
判
は
そ
の
距
離
を

意
志
的
に
保
持
し
、
さ
ら
に
広
げ
よ
う
と
す
る
主
体
的
な
意
識
に
お
い
て
可
能
で
あ

る
つ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
対
象
世
界
か
ら
主
体
的
に
自
立
す
る
と
こ
ろ
に
怒
り
や
批

判
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
そ
の
よ
う
に
は
対
象
世
界
か
ら
主
体
的
な

自
立
を
な
し
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
「
私
』
に
と
っ
て
現
に
問
題
な
の
は
、
正
に

そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
主
人
が
そ
の
中
心
に
鎮
座
す
る
家
長
制
度
的
秩
序
の
世
界

(
対
象
世
界
)
に
よ
り
、
「
私
」
の
主
体
的
な
存
在
が
圧
し
潰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て

い
る
、
そ
の
事
実
を
乙
そ
、
「
身
も
世
も
な
」
く
独
白
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
乙
の
作
品
か
ら
、
作
者
の
家
長
制
度
に
対
す
る

怒
り
な
り
批
判
な
り
を
読
み
と
る
と
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を

「
私
」
の
感
情
や
意
識
の
う
ち
に
求
め
る
の
は
筋
違
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
乙
乙
で

見
る
べ
き
は
、
家
長
制
度
的
秩
序
の
世
界
に
立
ち
合
っ
て
い
る
「
私
」
の
あ
り
方
自

体
で
あ
り
、
「
私
」
の
さ
ら
に
乙
ち
ら
側
に
あ
る
作
者
の
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

身
の
置
き
所
も
な
い
「
私
」
の
あ
り
方
、
そ
れ
自
身
が
、
家
長
制
度
的
秩
序
の
非
人

間
性
に
対
す
る
批
判
を
逆
説
的
に
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
私
」
を
そ
う
し
た

あ
り
方
で
作
品
化
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
、
初
め
て
作
者
の
ひ
と
つ
の
批
判
的
な
視
点

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
形
で
の
批
判
は
、
家
長
制
度
へ
の
憎
悪
や
憤
怒
の
情
に
直
接
つ
な
が
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
主
体
的
な
情
動
を
封
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
与
え
ら
れ



の

で

あ

る

。

筆

者

の

な

視

点

」

と

呼

ぶ

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

「
私
」
の
法
欝
な
独
自
の
う
ち
に
、
作
者
の
「
家
長
に
対
す
る
反
抗
、
憤
態
」
あ

(
注
叩
)

る
い
は
「
憎
悪
」
を
読
む
の
は
、
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
筆
者
に
は
首
肯
し
が

た
い
。
そ
れ
は
、
作
者
と
「
私
」
と
を
無
媒
介
に
つ
な
げ
、
想
像
さ
れ
う
る
作
者
の

内
面
を
、
作
品
中
の
「
私
」
に
投
映
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
の
読
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

「
家
長
制
度
」
に
お
け
る
「
私
」
の
「
ま
っ
た
く
身
も
世
も
な
い
」
と
い
う
思
い

が
、
作
者
宮
沢
賢
治
の
、

ζ

の
作
品
を
成
立
さ
せ
た
当
時
、
大
正
九
年
五
月
前
後
の

心
情
を
表
白
し
た
言
葉
ら
し
い
ζ

と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
前
年
の
大
正
八
年
か
ら
と
の
九
年
、
さ
ら
に
十
年
の
初
頭
に
か
け
て
は
、
盛

岡
中
学
時
代
の
末
期
に
つ
ぐ
、
宮
沢
賢
治
の
第
二
の
失
意
の
時
代
に
相
当
し
て
い
る
。

大
正
七
年
の
十
二
月
の
半
ば
、
東
京
の
日
本
女
子
大
学
に
在
学
中
の
妹
ト
シ
が
発

病
し
た
。
チ
ブ
ス
の
疑
い
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
押
し
つ
ま
っ
た
年
の
暮
に
、
彼

と
母
イ
チ
が
上
京
、
看
病
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
後
一
ヶ
月
半
近
く
、
母
イ
チ
の
帰
郷

後
も
彼
の
方
は
入
院
中
の
ト
シ
の
世
話
の
た
め
に
、
二
月
初
旬
ま
で
在
京
生
活
を
送

っ
て
い
る
。
乙
の
問
、
妹
の
世
話
の
あ
い
聞
に
は
、
七
年
の
初
頭
よ
り
再
三
に
わ
た

り
父
政
次
郎
と
の
聞
に
や
り
と
り
の
あ
っ
た
、
高
等
農
恋
T

校
を
卒
え
た
の
ち
の
(
同

年
三
月
に
同
校
本
科
を
卒
業
後
、
引
き
続
き
研
究
生
と
し
て
在
学
中
で
あ
っ
・
た
。
)

職
業
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
化
を
思
案
し
、
ト
シ
の
病
状
が
一
段
落
す
る
と
早
速
に

乙
の
問
題
に
関
し
て
花
巻
の
父
へ
自
分
の
希
望
を
書
き
送
る
。
今
回
の
上
京
が
好
機

会
ゆ
え
に
こ
の
ま
ま
東
京
で
鉱
物
合
成
の
事
業
に
取
り
組
み
た
い
、
と
い
う
の
が
そ

れ
で
あ
る
。

磨

等

の

の

立

っ

た

上

成
(
人
造
宝
石
の
製
造
)
の
事
業
に
進
め
た
い
旨
の
二
期
に
分
け
た

出
さ
れ
、
父
の
求
め
に
応
じ
て
さ
ら
に
明
細
な
営
業
内
容
、
費
用
の
見
積
り
が
示
さ

れ
る
。宮

沢
の
こ
う
し
た
職
業
希
望
の
真
意
が
事
業
意
欲
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は

乙
の
問
題
を
持
ち
出
し
た
最
初
の
書
簡
文
面
に
充
分
に
見
て
と
れ
る
。
こ
の
た
び
思

い
立
っ
た
理
由
に
言
う
。

「
乙
の
度
帰
宅
す
れ
ば
と
て
も
億
劫
に
な
り
考
へ
て
ば
か
り
居
て
仕
事
の
出
来
ぬ

事
、
い
つ
ま
で
考
へ
で
も
同
じ
な
る
事
、
乙
の
仕
事
を
始
め
る
に
は
只
今
が
最
好
期

な
る
事
(
経
済
の
順
況
・
外
国
品
の
競
争
少
き
為
)
、
宅
へ
帰
り
て
只
庖
番
を
し
て

ゐ
る
の
は
余
り
に
な
さ
け
な
き
乙
と
、
東
京
の
く
ら
し
易
く
、
花
巻
等
に
比
し
て
少

し
も
あ
た
り
へ
心
遣
ひ
の
な
き
乙
と
、
当
地
な
ら
ば
仮
令
失
敗
し
て
も
無
資
本
に
て

色
々
に
試
み
得
る
乙
と
(
略
)
地
方
は
人
情
朴
実
な
り
等
大
偽
に
て
当
地
に
は
本
当

に
人
の
よ
き
者
沢
山
に
御
座
候
」
(
大
正
八
年
一
月
廿
七
日
)
。
(
傍
点
、
筆
者
)

故
郷
花
巻
、
な
か
ん
ず
く
質
・
古
着
商
の
家
業
か
ら
の
脱
出
願
望
で
あ
る
。
宮
沢

は
既
に
早
く
か
ら
、
花
巻
の
町
柄
の
陰
険
さ
、
そ
の
花
巻
で
質
・
古
着
商
を
営
む
宮

沢
家
の
不
明
朗
な
経
済
的
地
位
に
対
し
て
激
し
い
嫌
悪
を
抱
き
、
友
人
等
に
あ
て
た

書
簡
に
そ
れ
を
も
=
り
し
て
い
る
。
中
学
卒
業
前
後
、
高
等
農
林
卒
業
前
、
そ
し
て
今

回
の
上
京
時
、
と
く
り
か
え
さ
れ
る
父
と
の
閣
の
職
業
選
択
の
問
題
も
、
根
底
に
は

宮
沢
家
の
家
業
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
花
巻
の
環
境
に
対
す
る
彼
の
嫌
悪
が
あ
る
。
や
り

切
れ
な
い
暗
さ
と
陰
険
さ
に
み
ち
た
自
分
の
生
活
環
境
か
ら
解
放
さ
れ
る
乙
と
を
願

5
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っ
た
の
で
あ
る
。

「
当
地
に
は
本

「
只
今
が
最
好
期
」
も
「
東
京
の
く
ら
し
易
く
」

当
に
人
の
よ
き
者
沢
山
」
も
、
乙
の
機
会
を
逸
す
る
ふ
」
二
度
と
花
巻
か
ら
は
出
ら
れ

な
い
か
も
し
れ
ぬ
、
と
い
う
急
迫
感
か
ら
出
た
言
葉
で
、
そ
の
言
わ
れ
て
い
る
乙
と

自
体
は
ニ
義
的
な
こ
と
一
に
す
ぎ
な
い
1

そ
う
し
た
さ
し
迫
っ
た
思
い
は
、
父
の
納
得
を
取
り
つ
け
渇
べ
く
認
め
ら
れ
た
、

細
々
と
し
た
具
体
的
な
事
業
案
の
文
面
の
背
後
に
も
み
ら
れ
る
が
、
「
大
道
の
露
庖

商
人
を
も
致
す
の
覚
悟
に
御
座
候
。
、
一
生
そ
れ
に
て
終
れ
ば
と
て
私
丈
一
は
不
平
と
て

も
無
之
と
覚
悟
し
置
き
候
」
(
一
月
廿
九
日
)
と
い
う
覚
悟
の
表
明
、
「
兎
に
角
一

番
御
心
配
の
事
と
存
じ
候
間
左
の
事
は
誓
ひ
上
候
。
常
に
身
体
を
最
第
一
モ
考
ふ
る

乙
と
。
失
敗
K
失
敗
を
重
ぬ
る
も
決
し
て
自
暴
自
棄
せ
ざ
る
乙
と
。
道
徳
上
の
墜
落

に
決
し
て
入
ら
輸
さ
る
こ
と
J

」
(
同
前
)
の
ま
う
な
生
活
上
の
誓
言
、
「
し
く
ぢ
り

て
も
宜
し
く
候
間
何
卒
一
つ
し
く
ぢ
ら
せ
る
積
り
に
て
仕
事
に
掛
る
様
御
許
し
下
さ

れ
度
候
。
」
(
二
月
二
日
)
と
い
う
懇
願
に
、
必
死
の
線
相
と
な
っ
て
具
体
的
に
見

え
る
。
だ
が
、
細
々
と
し
た
事
業
案
を
示
し
な
が
ら
、
「
依
て
最
初
は
随
分
見
す
ぼ

ら
し
き
室
に
て
只
一
人
に
て
石
を
切
っ
た
り
磨
い
た
り
労
れ
た
る
と
き
は
鍍
金
を
し

た
り
、
石
を
焼
い
た
り
煮
た
り
(
但
し
こ
の
前
二
階
に
て
や
り
候
織
の
悪
瓦
斯
等
の

心
配
は
無
之
)
夜
は
勉
強
し
た
り
休
ん
だ
り
致
す
べ
く
候
。
」
(
二
月
二
日
)
と
い

っ
た
風
の
何
や
ら
現
実
離
れ
の
し
た
乙
と
(
そ
れ
ゆ
え
、
正
に
詩
人
の
面
白
躍
如
た

る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
)
を
言
い
、
日
「
右
様
に
し
て
仕
事
を
は
じ
め
、
作
り
た
る
石

は
さ
っ
ぱ
り
売
れ
ず
、
始
め
の
資
本
は
す
っ
か
り
失
ひ
、
全
く
失
敗
し
た
れ
ば
と
て

そ
れ
も
仕
方
無
之
候
。
」
(
同
前
)
な
ど
と
頼
り
な
い
乙
と
を
言
う
彼
に
、
謹
厳
実

直
な
生
活
者
政
次
郎
も
不
安
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。
宮
沢
の

八
方
尽
し
た
つ
も
り
の
説
得
も
効
を
奏
さ
ず
、
花
巻
へ
引
き
上
げ
を
命
じ
る
。
父
の

命
に
盾
つ
く
乙
と
も
な
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
悲
痛
な
書
簡
を
最
後
に
ζ

の
問
題
は
落

着
す
る
。

凶
主
が
ま
お
む

qps

へ

。
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「
私
の
職
業
等
は
又
後
の
問
題
に
致
し
て
も
宜
し
く
候
へ
宮
ど
も
そ
れ
程
迄
稼
ぐ
と
、

言
ふ
事
が
、
心
配
な
る
も
の
に
御
座
侯
や
。
何
卒
私
に
落
ち
つ
き
て
i
h
J
め
必
働
く
べ

J
A
C

仕
事
を
御
命
令
被
成
下
度
候
。
車
の
後
押
に
で
も
純
粋
ゆ
音
姓
慌
て
も
何
に

τ池

立
し
く
候
。
又
は
私
に
自
由
に
働
く
事
を
御
許
し
下
さ
れ
候
や
。
宝
石
等
を
扱
へ
ば

¥

九

ム

い

ド

乙
そ
都
会
に
住
む
事
も
必
要
に
御
座
候
。
ど
こ
に
で
も
宜
し
く
候
。
」
(
二
月
五
日
)

以
後
、
時
々
の
稗
貫
郡
の
土
性
調
査
に
携
わ
り
な
が
ら
の
、
自
身
「
余
り
に
な
さ

け
な
き
乙
と
」
と
言
っ
た
居
番
生
活
の
日
々
と
な
る
。
友
人
に
「
暗
い
生
活
在
し
て

ゐ
ま
す
。
う
す
く
ら
が
り
の
な
か
で
遥
に
青
空
を
の
ぞ
み
、
飛
び
た
ち
も
が
き
か
な

し
ん
で
る
ま
す
」
(
大
正
八
年
四
月
十
五
日
)
と
訴
え
j

「
私
の
う
ち
は
古
着
屋
で

ま
た
私
は
終
日
の
労
働
に
堪
え
な
い
や
う
な
み
じ
め
な
か
ら
だ
な
為
に
あ
な
た
の
綴

に
潔
い
大
気
を
呼
吸
し
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
畑
を
起
し
た
り
播
い
た
り
も
し
て
見
ま

し
た
し
便
利
瓦
と
い
ふ
も
の
を
売
っ
て
見
た
り
錦
絵
が
面
白
く
な
っ
て
集
め
た
り
結

局
無
茶
苦
茶
で
す
」
(
同
年
四
月
・
推
定
)
と
い
う
、
家
業
と
自
分
自
身
へ
の
嫌
悪

で
自
棄
的
に
な
る
日
々
で
あ
る
。
法
華
経
信
仰
を
一
つ
の
排
け
口
と
す
る
欝
屈
し
た

思
い
を
昂
子
り
せ
な
が
ら
、
こ
れ
が
J

大
正
九
年
五
月
の
高
等
農
林
研
究
科
修
了
を

経
て
同
十
年
初
頭
の
東
京
出
奔
ま
で
ハ
続
く
乙
と
に
な
る
。

「
家
長
制
度
」
に
お
い
て
、
山
里
の
旧
家
の
炉
端
に
一
夜
の
客
と
な
っ
た
ら
し
い

「
私
」
が
、
単
な
る
ゆ
き
ず
り
の
傍
観
者
で
は
あ
り
え
ず
、
主
人
の
畏
怖
的
な
威
容

に
呑
ま
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
、
「
身
も
世
も
な
い
」
と
独
白
す
る
の
は
、
右
の
よ
う

な
一
つ
の
挫
折
体
験
を
通
し
て
の
、
作
者
自
身
の
切
実
な
現
実
の
自
覚
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
宮
沢
家
に
お
け
る
作
者
自
身
の
現
実
、
す
な
わ
ち
、
必
死
で
飛
び
立
と

う
と
す
る
彼
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
そ
れ
を
遮
ぎ
っ
た
、
家
長
と
し
て
の
父
政
次

郎
の
存
在
の
自
覚
で
あ
る
。

父
政
次
郎
の
存
在
が
宮
沢
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な

い
。
既
に
中
学
時
代
の
終
り
に
進
学
か
家
業
か
の
問
題
で
、
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
赤
き
咽
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的

な

警

護

芝

、

己

主

提

示

戸

そ

れ

治

安

、

¥

看

の

望

h

宮
沢

自
身
が
、
調
わ
ば
九
里
口
mと
い
う
脱
出
の
と
ば
口
に
現
に
主
フ
て
お
り
、
あ
正
一
歩

で
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
期
待
が
あ
る
。
書
簡
文
面
の
急
迫
し
た
思
い
が

そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
(
中
学
時
代
に
は
進
学
の
期
待
は
最
初
か
ら
な
く
、
絶
望
的

だ
っ
た
。
)

期
待
が
あ
る
だ
け
に
、
最
終
的
に
父
の
下
し
た
「
否
」
の
返
辞
は
決
定
的
に
響
く
。

彼
は
し
た
た
か
に
挫
折
感
を
味
わ
い
、
父
政
次
郎
の
存
在
の
重
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ

た
筈
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
乙
の
作
品
は
、
作
者
に
お
い
て
の
現
実
の
自
覚
が
、
『
家
長
制
度
』
と

い
う
、
彼
自
身
に
は
つ
い
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
壁
の
存
在
を
自
覚
す
る

γ

か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
、
そ
乙
で
、
成
立
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
の
表
現
行
為
の
意
味
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
言
う

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
も
言
え
よ
う
か
。
乙
の
作
品
「
家
長
制
度
」
を
書
く
乙
と
で

作
者
は
、
自
身
の
欝
勃
た
る
閉
塞
さ
れ
た
現
実
に
、
『
家
長
制
度
』
と
い
う
墜
を
見

た
、
と
。

五

作
者
に
お
け
る
現
実
の
自
覚
と
し
て
の
、
家
長
制
度
の
自
覚
と
、
作
品
に
お
け
る

幻
想
的
な
発
想
と
が
連
関
を
も
っ
て
い
る
ら
し
い
乙
と
は
、
初
稿
「
丹
藤
川
」
か
ら

「
家
長
制
度
」
へ
の
本
文
の
推
移
を
見
る
乙
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
両

者
は
互
い
に
並
行
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
oy

乙
乙
で
は
そ
の
推
移
を
、
続

0
(
仲

仕

立

)

橋
達
雄
氏
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
「
丹
藤
川
」
の
本
文
を
用
い
て
見
て
み
る
。

ま
ず
、
家
長
制
度
の
壁
の
自
覚
と
い
う
点
だ
が
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
続
橋
氏

が
、
「
改
題
の
順
序
は
作
者
の
視
点
の
移
動
と
照
応
す
る
。
『
秋
田
街
道
』
等
、
乙

で、今
川
投
下

N
V
1
v
d
J
N
h
L
v
'
L

た
し
は
ま
っ
た
く
身
も
世
も
な
い
』
さ
し
な
ら
ぬ
関
り
あ
い

と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
民
で
あ
る
か

「
丹
藤
川
」
で
一
定
の
距
離
を
隔
て
て
見
ら
れ
て
い
た
世
界
が
「
私
」
に
抜
き
さ

し
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
く
る
事
実
は
、
そ
の
他
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
現
在
完
了
な

い
し
は
過
去
形
の
テ
ン
ス
が
現
在
進
行
形
に
そ
ろ
え
ら
れ
、
「
そ
の
ま
ま
こ
ろ
ζ

ろ

寝
て
し
ま
っ
た
」
が
「
寝
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
に
、
「
私
を
外
の
く
ら
や
み
に
連
れ

出
す
だ
ろ
う
」
が
「
連
れ
出
す
こ
と
は
わ
け
な
さ
そ
う
だ
」
に
、
「
皿
が
一
枚
床
板

の
上
に
落
ち
た
」
が
「
す
べ
っ
て
床
に
あ
た
っ
た
ら
し
い
」
に
、
と
い
っ
た
具
合
に

「
私
」
の
主
観
的
判
断
を
強
め
た
文
末
法
に
改
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
し

て
、
刻
々
の
状
況
に
敏
感
に
反
応
さ
せ
ら
れ
、
状
況
に
の
ま
れ
て
い
る
「
私
」
の
微

妙
な
心
理
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
の
女
」
と
距
離
を
置
い
た
言
い
方
が
、
単
に

「
女
」
と
な
っ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
よ
う
。

他
方
、

n
，，
 つb

「
家
長
制
度
」
へ
の
変
貌
に
は
作
品
の
雰
囲
気
の
変
化
も
み
ら
れ
る
。
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
ζ

ま
れ
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
濃
密
に
な
っ
て

く
る
。
加
筆
、
改
筆
さ
れ
た
語
句
で
必
要
な
も
の
を
抜
き
出
せ
ば
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

「
〔
汗
で
す
っ
か
り
寒
天
み
た
い
に
黒
び
か
り
す
る
四
匹
か
五
匹
の
巨
き
な
〕

馬
」
/
「
〔
が
ら
ん
と
く
ら
い
〕
厩
」
/
「
(
息
子
ら
ば
)
〔
な
に
恥
い
ろ
い
ろ
ま

じ
な
ひ
み
た
い
な
乙
と
を
し
化
の
ち
〕
」
/
「
(
一
人
の
女
が
)
い
酒
呑
童
子
に
連

れ
て
来
ら
れ
て
洗
濯
な
ど
を
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
、
そ
ん
な
か
た
ち
で
は
た
ら
い
て
ゐ

る
〕
」
/
「
土
聞
が

7

〔
い
や
に
↓
法
る
去
り
死
人
の
や
う
に
〕
戸
寂
か
だ
し
主
人
の
め

だ
ま
は
〔
古
び
た
〕
黄
金
の
〔
銭
〕
の
や
う
だ
し
」
(
〔
〕
内
が
加
筆
・
改



筆
に
よ
る
語
句
。
)
・
内
は
筆
者
注
。
)

話
が
些
か
前
後
す
る
が
、
「
丹
藤
川
」
か
ら
「
家
長
制
度
」
へ
の
縫
散
の
内
容
を

整
理
し
て
み
る
と
、
大
体
三
つ
の
位
相
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

ω、
語
法
、
文

脈
の
整
備
。
問
、
視
点
人
物
と
対
象
と
の
距
離
の
短
縮
。
問
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
付
加
。

以
上
で
あ
る
。

ωに
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
聞
が
既
に
述
べ
た
作
者
の

視
点
の
移
動
を
生
ず
る
推
設
で
あ
り
、
今
乙
ζ

で
問
題
と
な
る
の
が
矧
で
あ
る
。

デ
ィ
テ
ー
ル
の
付
加
の
仕
方
に
も
細
か
く
見
る
と
こ
つ
の
方
向
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
一
つ
は
、
た
と
え
ば
、
「
大
黒
柱
を
〔
ニ
き
れ
み
じ
か
く
〕
切
っ
て
投
げ
〔
た

と
い
ふ
ふ
う
に
〕
ど
っ
し
り
が
た
り
と
〔
膝
を
そ
ろ
へ
て
〕
座
っ
て
ゐ
る
主
人
」
、

「
〔
さ
っ
き
音
な
く
〕
外
の
聞
か
ら
帰
っ
て
来
」
、
「
〔
藁
の
な
か
だ
か
草
の
な
か

だ
か
う
ま
や
の
ち
か
く
に
〕
寝
て
し
ま
」
う
息
子
ら
、
の
イ
メ
ー
ジ
の
造
型
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
家
長
制
度
の
現
実
を
浮
き
立
た
せ
る
方
向
で
の
推
敵
、
も
う
一
つ
が

先
に
抜
き
出
し
た
よ
う
な
、
舞
台
で
あ
る
炉
端
周
辺
の
様
相
を
明
確
に
す
る
方
向
で

の
推
散
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
哉
然
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
付
加

さ
れ
た
デ
ィ
テ
ー
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
が
両
者
の
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

さ
て
、

「
丹
藤
川
」
に
も
、
も
と
も
と
「
火
皿
は
油
煙
を
ふ
り
み
だ
し
」
と
い
う

一
種
凄
味
を
得
び
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
「
家
長
制
度
」
で
の
幻
想
的
な
雰
囲
気
は

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
濃
密
な
空
気
を
も
っ
世
界
を
感
じ
さ
せ

る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
私
」
か
ら
隔
っ
た
世
界
で
あ
る
と
と
も
手
伝
い
、

い
か
に
も
見
聞
の
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
風
で
陰
影
に
は
乏
し
い
。

そ
れ
が
先
の
よ
う
な
他
性
の
強
い
イ
メ
ー
ジ
の
語
句
が
加
わ
る
と
、
明
瞭
に
一
つ

の
作
品
空
間
が
出
現
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
「
酒
呑
童
子
に
連
れ
て
来
ら
れ
:
:
:
」

の
詩
句
は
、
単
に
酷
使
さ
れ
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
然

の
乙
と
と
し
て
、
古
び
た
黄
金
の
銭
の
よ
う
な
目
玉
、
大
黒
柱
を
二
つ
切
っ
て
投
げ

た
と
い
う
風
の
膝
、
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
ら
み
合
っ
て
、
確
実
に
主
人
の
畏
怖
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
作
る
し
、
さ
ら
に
、
油
煙
を
ふ
り
み
だ
す
火
皿
、
ま
じ
な
い
の
よ
う
な
と

と
の
行
わ
れ
る
、
が
ら
ん
と
暗
い
厩
、
そ
の
中
の
ま
っ
黒
に
光
る
巨
き
な
馬
、
死
人

の
よ
う
に
寂
ま
っ
た
土
問
、
等
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
か
ら
ん
で
、
炉
端
の
周
辺
に
酒
呑

童
子
の
巣
窟
じ
み
た
不
気
味
な
雰
囲
気
を
漂
よ
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
現
実
の
農
家
の

炉
端
風
景
と
も
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
世
界
と
も
つ
か
な
い
、
正
に
宮
沢
賢
治
的
な
幻
想

的
な
世
界
の
様
相
を
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

家
長
制
度
と
い
う
日
常
の
現
実
的
問
題
と
、
作
品
形
成
に
お
け
る
幻
想
的
な
発
想

と
い
う
作
者
の
想
像
力
の
問
題
と
が
、
連
関
し
た
形
で
「
家
長
制
度
」
と
い
う
一
つ

の
作
品
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
は
、
奔
放
な
想
像
力
の
詩
人
・
童
話
作

家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
宮
沢
賢
治
の
想
像
力
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
の
に
、

の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

てコ
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わ
れ
わ
れ
が
時
に
陥
り
易
い
錯
覚
は
、
あ
る
作
家
が
想
像
力
に
秀
れ
て
い
る
と
考

え
る
と
き
に
、
う
っ
か
り
す
る
と
そ
の
想
像
力
と
い
う
の
が
、
既
に
そ
の
作
家
に
お

い
て
当
初
か
ら
具
わ
る
か
貯
え
ら
れ
た
か
し
た
も
の
が
、
必
然
的
に
作
品
と
い
う
か

た
ち
に
定
着
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
乙
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

作
家
な
る
人
物
が
想
像
力
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
と
彼
の
作
品
が
想
像
力
に
富

ん
で
い
る
と
い
う
事
実
の
聞
に
、
あ
る
距
離
が
あ
る
の
を
見
ず
に
因
果
論
的
に
つ
な

げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は
想
像
力
に
秀
れ
て
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
想
像
力
の
豊

か
な
作
品
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
具
合
に
。

だ
が
、
作
家
に
と
っ
て
想
像
力
は
そ
の
よ
う
に
因
果
論
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
発

揮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
想
像
力
が
文
学
的
に
発
揮
さ
れ
る
に
は
、

そ
れ
な
り
の
契
機
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
作
家
に
お
い
て
可
能
性
と
し

て
保
持
さ
れ
て
い
る
想
像
力
を
、
あ
る
方
向
に
向
け
て
活
動
さ
せ
、
現
実
化
す
る
何

長
草
書
官
民
討
FRKV盛
時
比

E
を
も
事
会
苦
Y

忠
良
r
E宮町
d
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E
L
K
E
E
d
p
F
S
K
K
S
E
r
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E
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『
と
で
、
初
め
て
、
彼

ル
3
6い
う

肥

料

計

、

む

ぶ

p
v
U
之一日
T
Uタ
円

は
自
分
の
想
像
力
を
文
学
的
な
か
た
ち
で
展
開
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

、
ハ
パ
、
F
U
2
4滑
り

、

目

資
質
と
し
て
の
想
像
力
は
、
作
家
に
と
り
有
力
な
才
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ

が
、
そ
の
才
能
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
、
そ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
彼
の
作

品
を
想
像
力
豊
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
保
証
は
与
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
何
ら
か
の
契
機
を
持
た
ぬ
限
り
は
、
そ
の
才
能
も
宝
の
持
ち
腐
れ
に
な

る
か
、
徒
ら
な
放
出
に
よ
っ
て
消
磨
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

乙
う
し
た
意
味
か
ら
言
っ
て
、
「
想
像
力
の
赴
く
ま
ま
に
書
か
れ
た
作
品
」
と
い

う
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
も
比
輸
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
た
と
え
そ
れ
が
「
想
像
力

の
赴
く
ま
ま
に
」
書
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
作
家
に
お
い
て
も
全

く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
は
言
わ
れ
な
い
。
文
字
通
り
に
「
想
像
力
の
赴
く
ま
ま
に
」

書
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
思
い
つ
き
の
羅
列
に
し
か
な
る
ま
い
。

想
像
力
に
秀
れ
て
い
る
、
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
資
質
や
才
能
の
有
無
の
問

題
な
の
で
は
な
く
、
自
身
の
可
能
性
と
し
て
の
想
像
力
を
、
何
ら
か
の
現
実
化
の
契

機
に
よ
っ
て
作
品
の
形
に
結
実
し
う
る
、
と
い
う
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

特
異
な
幻
覚
的
資
質
の
所
有
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
宮
沢
賢
治
の
場
合
に
あ
っ
て
も

こ
う
い
う
事
情
か
ら
全
く
自
由
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
家
長
制
度
の
壁

の
自
覚
と
幻
想
的
発
想
と
の
関
わ
り
も
、
結
局
、
乙
う
し
た
問
題
に
発
す
る
も
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
o

J

す
な
わ
ち
、
乙
の
作
品
の
成
立
の
仕
方
に

h

関
し
て
言
え
ば

作
者
の
想
像
力
は
、
「
私
」
を
し
て
」
身
も
世
も
な
い
」
思
い
に
閉
ざ
し
て
し
ま
う

家
長
制
度
の
自
覚
に
み
ち
び
か
れ
な
が
ら
、
の
ち
の
彼
の
童
話
に
つ
な
が
う
て
ゆ
く

筈
の
幻
想
性
と
な
っ
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼

の
個
性
的
な
想
像
力
が
一
つ
の
作
品
世
界
を
構
成
会
る
に
は
、
閉
塞
的
な
現
実
の
重

圧
を
家
長
制
度
の
重
圧
と
し
て
自
覚
し
受
け
と
め
る
視
点
を
必
要
と
し
て
い
る
、
と

の
ま
ま
埋
没
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
重
圧
を
、
か
つ
て
「
丹
藤
川
」
の
息
子
ら
や

女
を
も
圧
し
ひ
し
い
で
い
た
「
家
長
制
度
」
の
重
圧
と
し
て
捉
え
か
え
す
、
そ
の
切

実
な
ー
ー
そ
の
意
味
で
は
リ
ア
ル
な
|
|
視
点
が
、
作
者
の
閉
ざ
さ
れ
た
現
実
に
対

し
て
措
抗
し
う
る
想
像
力
を
み
ち
び
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
前
述
の
よ

う
な
、
作
者
の
辛
う
じ
て
の
家
長
制
度
批
判
も
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
。

宮
沢
賢
治
の
作
品
の
幻
想
や
空
想
の
世
界
の
豊
鏡
さ
は
、
単
に
彼
の
特
殊
な
資
質

や
才
能
に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
そ
の
よ
う
な
形
で
成
立
さ
せ
え

た
も
の
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
充
分
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
注
)1， 

『
宮
沢
賢
治
全
集
』
六
巻
(
筑
摩
書
房
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昭

u
・
9
)

。
以
下
、
本
文
の

引
用
は
同
書
に
よ
る
。

2. 

堀

尾

青

史

『

年

譜

宮

沢

賢

治

伝

』

に

よ

れ

ば
「
五
月
五
日
」
作
と
あ
り
、
『
全
集
』
等
の
年
譜
に
お
い
て
も
「
五
月
」

作
と
あ
る
。
乙
れ
ら
の
月
日
が
ど
う
い
う
根
拠
に
基
づ
く
も
の
か
、
筆
者

(
図
書
新
聞
社

昭

4

・
3
)

3. 

に
は
目
下
不
明
で
あ
る
。

現
在
、
原
稿
の
徹
底
調
査
に
基
づ
く
校
本
版
の
新
全
集
の
刊
行
が
進
行
中

で
、
本
作
品
を
含
む
初
期
小
品
群
に
つ
い
て
の
詳
細
な
デ
ー
タ
は
未
だ
公

表
さ
れ
て
い
な
い
。
以
前
続
橋
達
雄
氏
が
行
わ
れ
た
調
査
(
注
詑
参
照
)

に
よ
る
と
、
「
丹
藤
川
」
清
書
稿
成
立
か
ら
最
終
的
に
現
「
家
長
制
度
」

成
立
ま
で
に
は
、
若
干
の
期
間
に
わ
た
り
少
く
と
も
二
度
以
上
は
、
推
蔽

の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
天
沢
退
二
郎
氏
の
報
告

「
宮
沢
賢
治
の
~
作
品
行
為
片
時
間
」
(
『
現
代
月
限
』
昭
U
.
M
)

等
に

よ
れ
ば
、
清
書
稿
の
成
立
は
大
正
十
年
に
ま
で
下
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う



で
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
従
来
の
年
譜
類
の
よ
う
な
簡
単
な
記
述
を
全
面

的
に
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
ね
ら
い

4 

と
続
橋
氏
の
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
と
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
従
来
の
説
を
踏

襲
し
て
も
、
一
心
ル
支
障
な
さ
そ
う
で
あ
る
の
で
、
従
っ
て
お
く
。

(
川
原
仁
佐
エ
門
編
著
『
宮
沢
賢
治

5 

高
橋
秀
松
「
賢
さ
ん
の
思
い
出

H
」

と
そ
の
周
辺
』
所
収
、
昭
C

・
5
)

堀
尾
青
史
、
前
掲
書
。

6 

「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
、
非
力

K
し
て
現
在
の

筆
者
に
は
手
に
負
え
な
い
。

ζ

乙
で
は
柳
田
国
男
『
口
承
文
芸
史
考
』
等

K
お
け
る
「
昔
話
・
お
伽
話
・
童
話
」
の
概
念
に
教
え
ら
れ
た
上
で
、
「
象

徴
的
性
絡
を
も
っ
イ
デ

l
の
文
学
」
と
い
う
筆
者
な
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

も
こ
め
て
用
い
た
。

7 

恩
田
逸
夫
「
宮
沢
賢
治
『
初
期
作
品
』
放
」
(
『
四
次
元
』
初
号
昭
お
・

7

)

K

「
中
世
的
人
同
の
強
引
き
に
圧
迫
を
感
じ
反
発
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
に
索
か
れ
て
い
る
」
と
あ
り
、
続
橋
達
雄
「
『
家
長
制
度
』
に
つ
い
て
」

(
同
前
、
問
号
昭

u
・
5
)
も
「
畏
敬
の
念
」
を
見
て
い
る
。

永
藤
靖
「
記
紀
・
万
葉
に
お
け
る
『
見
る
』

ζ

と
に
つ
い
て
」

8 

(
『
文
学
』

9 

昭
必
・

6
)

宮
沢
賢
治
の
「
見
る
」
行
為
の
特
異
性
を
、
主
体
と
客
体
と
の
相
関
で
最

初
に
鮮
や
か
に
と
ら
え
た
の
が
、
中
村
稔
『
定
本
・
宮
沢
賢
治
』

昭
H
U

・
5
)
の
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」
の
分
析
で
あ
る
。

(
芳
賀

書
庖

10 

(
注
7

首
同
国
務
『
人
間
宮
沢
賢
治
』
(
桜
楓
社
昭
必
・

ω)
。
な
お
、

の
ニ
論
考
は
本
著
に
引
用
の
も
の
で
、
筆
者
自
身
は
未
見
で
あ
る
乙
と
を

お
断
り
す
る
。

12 

続
橋
達
雄
「
賢
治
文
学
の
習
作
朗
」

書

房

昭

“

・

8
)

(
『
宮
沢
賢
治
研
究
』
所
収

筑
摩
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