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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
欒
殿
武
で
す
。
本

日
は
お
足
下
が
悪
い
中
、
お
越
し
頂
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
本
日
の
発
表
テ
ー
マ
「
津
波
と
文
学
―『
生
神
様
』
と
『
稲
む
ら
の
火
』

を
手
か
が
り
に
―
」
に
つ
い
て
少
し
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
津
波
と
文
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
昨
年
の
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大

震
災
、
そ
し
て
そ
の
直
後
に
大
津
波
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
震
災
と
津

波
と
い
う
テ
ー
マ
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
社
会
か
ら
注
目
さ
れ
ま
し

た
。
テ
レ
ビ
に
様
々
な
専
門
家
が
出
演
さ
れ
ま
し
た
。
地
震
研
究
の
専
門
家
や
、
建

築
工
学
、
海
洋
研
究
分
野
の
方
々
も
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
出
演
さ
れ
ま
し
た
。

中
で
も
大
き
な
自
然
災
害
の
時
に
は
、
文
学
が
い
っ
た
い
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う

疑
問
が
僕
自
身
の
中
で
生
れ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
は
実
学
分
野
の
学
問

で
は
な
く
、
今
す
ぐ
に
震
災
の
復
興
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
自
然
災
害
に
際

し
て
、
文
学
の
意
味
、
も
し
く
は
役
割
を
も
う
一
回
考
え
て
み
る
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

と
し
て
、
今
回
は
、
あ
え
て
「
津
波
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
み
ま

し
た
。

本
日
取
り
上
げ
る
作
品
は
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
書
い
た
〝A Living 

G
od

〞
と
い
う
作
品
で
、
邦
訳
名
は
「
生
神
様
」
で
す
が
、
今
回
は
『
小
泉
八
雲
作

品
集　

第
八
巻
』（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
昭
和
三
九
年
）
の
訳
文
を
テ
キ
ス
ト

と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
稲
む
ら
の
火
」
は
『
小
学
国
語

読
本
尋
常
科
用
巻
十
』（
文
部
省
、
日
本
書
籍
、
昭
和
一
三
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
も
の
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
日
の
お
話
に
登
場
す
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
、
私
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
専
攻
し
て
い
る
夏
目
漱
石

と
、
妙
に
接
点
が
多
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
気
に
な

る
人
物
で
す
。
さ
ら
に
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
美
し
い
文
章
を
書
く
こ
と
で

定
評
が
あ
り
、
語
学
教
育
と
い
う
仕
事
柄
、
彼
の
文
章
に
少
し
注
目
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
い
ま
ま
で
の
二
回
の
講
座
で
は
、
岡
田
先
生
と
鈴
木
先
生
が
日
本
の
文
学
作

品
を
中
心
に
講
演
さ
れ
た
の
で
、
今
回
は
、
あ
え
て
外
国
関
連
の
作
品
を
取
り
上
げ

て
、
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
い
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
「
稲
む
ら
の
火
」
と
い
う
作
品
は
、
本
日
ご
来
場
の
皆
様
の
中
に
は
、
お

そ
ら
く
小
学
校
時
代
に
勉
強
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
当
時

の
思
い
出
を
思
い
出
し
て
頂
く
と
い
う
意
味
で
、
昭
和
時
代
の
『
小
学
国
語
読
本
尋

常
科
用
巻
十
』
の
テ
キ
ス
ト
を
資
料
と
し
て
使
い
ま
し
た
。

お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
確
認
い
た
し
ま
す
。
発
表
レ
ジ
ュ
メ
は
二
枚
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
は
資
料
で
す
。
資
料
一
は
『
朝
日
新
聞
』
の
コ
ピ
ー
で
、
二
枚
あ
り
ま
す
。

資
料
三
は
小
泉
八
雲
の
作
品
集
の
中
か
ら
、〝A Living G

od

〞「
生
神
様
」
第
三
章

の
前
半
の
部
分
で
、
こ
ち
ら
は
三
枚
あ
り
ま
す
。
最
後
は
「
稲
む
ら
の
火
」
の
テ
キ

ス
ト
で
、
こ
ち
ら
は
二
枚
。
全
部
で
九
枚
で
す
。

こ
の
「
稲
む
ら
の
火
」
の
主
人
公
、
五
兵
衛
の
実
在
の
モ
デ
ル
で
あ
る
濱
口
儀
兵

衛
は
、
雅
号
を
梧
陵
と
言
い
、
濱
口
梧
陵
と
い
う
名
前
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
に
登
場

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
人
が
東
金
市
近
く
に
あ
る
銚
子
市
に
住
ん
で
い
て
、
ヤ
マ
サ

［
公
開
講
座  

自
然
災
害
と
日
本
文
学　

講
演
録
３
］
二
〇
一
二
年
二
月
二
五
日
講
演
実
施

津
波
と
文
学

―
『
生
神
様
』と『
稲
む
ら
の
火
』を
手
か
が
り
に
―

欒
　
　
殿
武
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津波と文学 ―『生神様』と『稲むらの火』を手かがりに―

醤
油
の
七
代
目
の
当
主
で
、
千
葉
県
に
関
連
の
あ
る
方
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
集
ま
っ
て
、
今
日
の
テ
ー
マ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

記
録
に
見
る
明
治
二
九
年
の
三
陸
津
波

先
週
、
鈴
木
啓
子
先
生
の
ご
講
演
「
泉
鏡
花
の
洪
水
幻
想
」
の
中
に
も
、
明
治

二
九
年
六
月
一
五
日
に
発
生
し
た
三
陸
沖
の
津
波
災
害
に
つ
い
て
、
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
少
し
繰
り
返
し
に
な
る
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
本
日

の
発
表
に
入
り
ま
す
。

ま
ず
、
津
波
災
害
に
つ
い
て
で
す
が
、
昨
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
後

の
津
波
の
映
像
を
見
ま
し
て
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
場
面
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
記
憶

し
て
お
り
ま
す
。
本
来
、
映
像
を
お
見
せ
し
た
か
っ
た
つ
も
り
で
す
が
、
あ
ま
り
に

も
ひ
ど
い
場
面
で
す
し
、
皆
さ
ん
が
テ
レ
ビ
報
道
な
ど
で
さ
ん
ざ
ん
見
せ
ら
れ
た
と

思
い
ま
す
の
で
、
映
像
を
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

明
治
二
九
年
六
月
一
五
日
は
、
旧
暦
で
言
い
ま
す
と
五
月
五
日
で
、
端
午
の
節
句

に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
日
の
夜
七
時
三
二
分
、
岩
手
県
宮
古
東
方
沖
二
〇
〇
キ
ロ
の

時
点
（
北
緯
三
九
・
五
度
、
東
経
一
四
四
度
付
近
）
を
震
源
と
し
て
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
八
・
五
（
推
定
）
の
巨
大
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
数
字
を
見
ま
す
と
、
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
八
・
五
（
推
定
）
が
巨
大
地
震
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
を
調
べ
ま
す

と
、
宮
古
地
方
の
陸
上
で
は
軽
い
揺
れ
し
か
感
じ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
当
時
の
人
は
あ
ま
り
気
に
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
し
か
も
、
旧
暦
五
月

五
日
は
端
午
の
節
句
な
の
で
、
家
で
お
祝
い
を
し
て
い
た
家
庭
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
偶
然
が
重
な
り
、
一
層
被
害
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

地
震
発
生
か
ら
一
五
分
後
、
沿
岸
の
海
水
が
引
き
始
め
、
さ
ら
に
一
五
分
後
の
夜
八

時
ご
ろ
、
第
一
波
の
大
津
波
が
襲
来
し
ま
し
た
。

被
害
地
域
は
北
海
道
か
ら
宮
城
に
わ
た
る
広
い
地
域
で
、
津
波
は
約
六
分
の
間

隔
で
数
回
襲
来
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
月
二
五
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記

事
に
よ
り
ま
す
と
、
津
波
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
は
青
森
県
で
は
三
四
六
人
、

宮
城
県
で
は
一
、三
一
四
人
で
、
さ
ら
に
六
月
二
九
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
よ
り

ま
す
と
、
岩
手
県
で
は
二
三
、三
〇
九
人
、
岩
手
県
の
被
害
者
は
約
九
割
を
占
め
た

そ
う
で
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
資
料
の
一
枚
目
に
『
東
京
朝
日
新
聞
』
復
刻
版

の
コ
ピ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
明
治
二
九
年
六
月
一
八
日
付
の
記
事
に
地
図

が
あ
り
ま
す
。
地
図
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
と
こ
ろ
に
宮
古
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
左
側
に
田
老
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
田
老
と
い
う
と
こ
ろ

に
大
き
な
被
害
が
出
た
の
で
す
。
岩
手
県
の
海
岸
線
の
地
図
を
見
て
い
た
だ
く
と
、

そ
の
真
ん
中
に
地
形
的
に
言
い
ま
す
と
、
小
さ
な
湾
が
数
多
く
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
リ

ア
ス
式
の
海
岸
で
す
ね
。
沖
で
は
、
津
波
の
波
は
そ
ん
な
に
高
く
な
い
で
す
が
、
海

岸
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
高
く
な
っ
て
、
更
に
湾
に
入
っ
て
行
く
と
、
そ

の
何
倍
も
高
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
場
所
に
よ
っ
て
は
、
当
時

の
記
録
で
、
三
八
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
も
達
し
、
実
際
今
回
の
東
日
本
大
地
震
の
津

波
よ
り
高
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
資
料
一
に
あ
る
『
東
京
朝
日
新

聞
』（
明
治
二
九
年
六
月
一
八
日
付
）
に
は
「
津
波
の
歴
史
」
と
い
う
記
事
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
津
波
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
過
去
に

残
っ
た
記
録
を
も
う
一
回
見
直
し
て
み
る
の
も
非
常
に
価
値
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
も
記
事
の
下
に
ス
ケ
ッ
チ
の
挿
絵
が
入
っ
て
お
り
ま
す
、
当
時
写
真
が

非
常
に
貴
重
な
も
の
で
、
新
聞
社
は
な
か
な
か
写
真
が
取
れ
な
い
中
で
、『
東
京
朝

日
新
聞
』
明
治
二
九
年
六
月
二
四
日
と
二
五
日
付
の
記
事
に
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
り
、
リ
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ア
ル
に
当
時
の
悲
惨
な
場
面
を
再
現
し
て
い
ま
す
。
明
治
二
九
年
六
月
の
『
東
京
朝

日
新
聞
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
電
報
で
地
震
の
第
一
報
が
報
じ
ら
れ
、
次
の
日

と
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
毎
日
の
よ
う
に
被
害
の
状
況
が
報
道
さ
れ
、
当
時
の
津
波
被

害
の
深
刻
さ
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
二
九
年
の

『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
す
で
に
科
学
的
に
津
波
を
解
説
し
て
、
地
震
そ
し
て
津
波

の
発
生
し
た
原
因
、
地
図
を
添
え
な
が
ら
報
道
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
い
ま
と

同
じ
よ
う
に
義
援
金
の
記
録
も
載
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
「
三
陸
大
海
嘯
遭
難
者
義
捐

募
集
」（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
九
年
六
月
一
八
日
付
）
の
呼
び
か
け
が
あ
り
、

そ
の
後
に
個
人
の
氏
名
と
金
額
、
か
な
り
詳
細
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に

は
本
当
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

津
波
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
に
は
、「
海
嘯
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
今
の
「
津
波
」
と
い
う
字
と
違
う
の
で
す
ね
。「
海
嘯
」
と
い
う
言
葉
は
中

国
語
か
ら
輸
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
上
海
の
近
く
に
あ
る
杭
州
に
、

銭
塘
江
と
い
う
川
が
あ
り
ま
し
て
、
毎
年
旧
暦
の
八
月
に
、
月
の
引
力
の
関
係
で
、

河
口
か
ら
川
の
水
が
逆
流
す
る
「
海
嘯
」、
い
わ
ゆ
る
銭
塘
江
大
逆
流
が
発
生
す
る

こ
と
で
、
観
光
客
が
そ
れ
を
見
に
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

今
の
津
波
は
「
海
嘯
」
と
い
う
言
葉
を
起
源
と
し
て
い
ま
す
。

資
料
二
に
あ
る
「
大
海
嘯
の
痕
」（
一
）
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
資
料
）「
宮
古
、
鍬
ヶ
崎
の
両
町
ハ
海
嘯
後
今
日
に
至
る
ま
で
既
に
一
週

間
を
経
過
し
た
れ
ど
も
人
足
不
足
に
し
て
押
潰
さ
れ
た
る
家
屋
建
物
未
だ
片

付
ら
る
丶
の
運
に
至
ら
ず
海
岸
よ
り
山
手
に
か
け
て
其
儘
堆
く
積
み
重
な
り

今
日
唯
僅
に
人
の
通
行
し
得
べ
き
一
線
路
を
通
じ
た
る
の
み
」

（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
九
年
六
月
二
八
日
付
）

こ
の
描
写
で
一
応
当
時
の
状
況
が
わ
か
り
ま
す
ね
。
今
度
の
大
津
波
の
後
も
そ

う
い
う
状
況
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
記
事
の
真
ん
中
の
挿
絵
を
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
、
大
津
波
の
後
の
悲
惨
な
状
況
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
段
落
の
最

後
の
部
分
で
す
が
、
字
が
小
さ
い
た
め
、
意
味
だ
け
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
三
陸
沖
の
津
波
災
害
に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
な
被
害
を

受
け
た
田
老
村
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
死
体
は
木
の
枝
に
刺
さ
れ
て
木
の
上
に
と

ま
っ
て
い
る
場
面
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
炉
端
に
座
っ
て
い
る
人
が
ふ
だ
ん
神
様
を

信
じ
て
い
る
利
益
な
の
か
、
神
棚
に
突
き
上
げ
ら
れ
、
助
か
っ
た
と
か
、
さ
ら
に
、

鍬
ヶ
崎
小
学
校
が
た
ま
た
ま
高
台
に
あ
っ
て
、
そ
の
校
庭
で
幻
灯
会
、
つ
ま
り
ス
ラ

イ
ド
で
映
像
を
放
映
す
る
催
し
が
開
か
れ
て
、
四
、五
〇
〇
人
の
観
衆
が
ま
っ
た
く

津
波
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
救
わ
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
猟
師
さ
ん
が
船
に
乗
っ

て
沖
に
出
て
漁
を
し
て
い
た
の
で
、
ぜ
ん
ぜ
ん
津
波
に
気
づ
か
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
れ
は
た
び
た
び
報
告
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
す
が
、
沖
に
出
て
、
漁
を
し
て
い
る

間
に
、
大
津
波
が
発
生
し
、
気
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
港
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、
村
の

風
景
が
一
変
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
大
海
嘯
の
痕
」（
二
）
の
記
事
と
挿
絵
を
見
ま
す
と
、
津
波
災
害
後
の
救
助
活
動

が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
津
波
災
害
が
文
章
だ
け
で

な
く
、
挿
絵
な
ど
か
ら
も
多
く
の
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
例
え
ば
三
陸
地
方
の
津

波
は
、
お
よ
そ
六
○
年
ご
と
に
襲
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
テ
レ
ビ
の
報

道
を
見
ま
す
と
、
今
回
の
東
日
本
大
地
震
の
大
津
波
は
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
衝
撃

を
与
え
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
大
津
波
も
記
憶
に
新
し
い
津
波

被
害
で
し
た
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
一
九
八
三
年
の
日
本
海
中
部
地
震
の
際
に
、

秋
田
県
の
小
学
生
が
遠
足
中
に
津
波
に
襲
わ
れ
、
一
三
人
の
児
童
が
亡
く
な
っ
た
と

い
う
惨
事
が
発
生
し
ま
し
た
。
今
回
の
東
日
本
大
地
震
の
大
津
波
の
映
像
を
見
る
と
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き
に
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
年
配
の
方
が
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
い
る

場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
新
聞
記
者
が
そ
の
方
に
訳
を
尋
ね
た
ら
、
大
津
波
の
こ
と
に

つ
い
て
、
お
祖
父
さ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
自
分
の
目
で
見
た
こ
と
が
な
い

か
ら
、
記
録
を
撮
っ
て
後
世
に
残
し
た
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

記
憶
よ
り
映
像
や
絵
お
よ
び
文
字
の
記
録
の
重
要
さ
が
今
一
度
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（
小
泉
八
雲
）の〝A Living God

〞（「
生
神
様
」）

明
治
二
九
年
の
津
波
が
発
生
し
た
後
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
当
時
の
新

聞
を
通
し
て
、
津
波
の
被
害
状
況
を
知
っ
て
、〝A Living G

od

〞（「
生
神
様
」）
と

い
う
作
品
を
書
い
た
の
で
す
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に

お
さ
ら
い
を
し
ま
す
と
、
父
親
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
陸
軍
軍
医
、
母
親
は
ギ
リ

シ
ア
人
で
、
た
ま
た
ま
お
父
さ
ん
が
ギ
リ
シ
ア
に
駐
在
し
た
と
き
に
、
知
り
あ
っ
た

の
で
す
。
お
母
さ
ん
は
、
両
親
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
の
結
婚
を
反
対
さ
れ
た
が
、

家
を
飛
び
出
し
、
駆
け
落
ち
と
い
う
形
で
、
お
父
さ
ん
と
結
婚
し
ま
し
た
。
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
ギ
リ
シ
ア
に
生
ま
れ
、
生
後
一
年
半
で
父
の
仕
事
の
関
係
で
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
ダ
ブ
リ
ン
に
移
り
、
四
歳
の
時
に
両
親
の
不
仲
に
よ
り
、
母
親
と
生

き
別
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
彼
は
非
常
に
さ
び
し
い
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
と
言
わ

れ
、
こ
れ
は
彼
の
心
に
傷
跡
を
残
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
経
験
は
彼
の
人
生
の
中
で
、

特
に
作
品
の
中
に
も
、
ず
っ
と
出
て
い
ま
す
。
一
八
六
三
年
、
左
眼
を
失
明
し
ま
す
。

そ
の
後
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
叔
母
の
と
こ
ろ
に
預
け
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学

校
に
入
学
し
、
寄
宿
舎
生
活
を
送
り
ま
す
が
、
非
常
に
厳
し
い
生
活
を
経
験
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
一
九
歳
で
単
身
渡
米
し
、
行
商
、
電
報
配
達
人
、
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
、

ビ
ラ
配
り
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
校
正
係
な
ど
、
様
々
な
職
業
を
経
て
、
新
聞
記
者

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

『
タ
イ
ム
ス
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
』
紙
の
文
学
担
当
者
と
し
て
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、

ゾ
ラ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ハ
イ
ネ
な
ど
の
翻
訳
・
紹
介
者
と
な
り
ま
す
が
、

一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
四
月
に
新
聞
社
の
派
遣
で
来
日
し
、
八
月
に
給
与
な
ど

の
条
件
の
よ
い
お
雇
い
外
国
人
教
師
の
仕
事
を
選
び
、
島
根
県
の
松
江
中
学
に
赴
任

し
ま
し
た
。
年
末
に
小
泉
セ
ツ
と
結
婚
し
、
大
家
族
を
養
う
責
任
を
負
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
家
族
の
ぬ
く
も
り
を
知
ら
な
い
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
日
本
で
初

め
て
大
家
族
の
中
の
一
員
と
な
り
、
責
任
が
重
い
が
、
大
家
族
の
よ
さ
を
も
し
み
じ

み
と
感
じ
と
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
英
語
で
好
き
な
文
学
を
教
え
な
が
ら
、
優
秀

な
生
徒
た
ち
に
囲
ま
れ
、
慕
わ
れ
て
い
た
た
め
、
松
江
時
代
は
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
に
と
っ
て
日
本
生
活
の
な
か
で
一
番
幸
せ
な
時
期
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
一
一
月
に
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
転
じ
ま
し
た

が
、
明
治
二
七
年
に
神
戸
の
『
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
紙
に
入
社
し
、『
知
ら
れ
ざ
る
日
本

の
面
影
』
を
ア
メ
リ
カ
で
出
版
し
て
、
日
本
紹
介
を
始
め
た
わ
け
で
す
。

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
八
月
に
上
京
し
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
講
師

と
な
り
、
英
文
学
を
講
義
し
ま
し
た
が
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
三
月
退
職
し

ま
し
た
。
同
じ
年
に
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
て
、
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
の
講
師
と
し
て
か
つ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
後
任
と
し
て
、
教

壇
に
立
つ
わ
け
で
す
。

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
四
月
に
、
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
の
前
身
）

講
師
と
な
り
ま
す
が
、
急
死
し
て
し
ま
い
、
雑
司
ヶ
谷
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
以

上
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
略
歴
で
す
。

今
日
の
お
話
と
関
係
が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
明
治
二
九
年
に

八
月
に
上
京
す
る
わ
け
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
六
月
一
五
日
に
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三
陸
沖
に
地
震
と
津
波
が
発
生
し
た
の
で
す
。
神
戸
の
『
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
紙
の
新
聞

記
者
と
し
て
働
い
て
い
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、
家
族
に
新
聞
の
内
容
を
読

ま
せ
て
、
記
事
を
通
し
て
津
波
の
状
況
を
把
握
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
八

月
に
上
京
を
す
る
ま
で
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
大
阪
で
出
版
さ
れ
た
『
時
事

新
聞
』
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
親
族
の
証
言
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
明
治
二
九
年

（
一
八
九
六
年
）
の
三
陸
沖
の
地
震
と
津
波
か
ら
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
紀
州

の
津
波
を
連
想
し
、
濱
口
儀
兵
衛
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
、
作
品
を
書
く
こ
と
は
、

必
ず
ど
こ
か
に
ソ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
二
ペ
ー
ジ
に
あ
る
『
大
阪
毎
日
新
聞
』（
明
治
二
九
年
六
月
二
一
日
）

の
記
事
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、

（
資
料
）「
海
嘯
襲
来
の
種
類　

古
来
海
嘯
の
打
寄
せ
た
る
模
様
を
考
え
る

に
或
は
最
初
先
ず
大
い
に
退
汐
し
た
る
後
大
潮
の
押
し
寄
せ
来
る
こ
と
あ
り
或

は
一
時
に
漫
々
た
る
潮
水
の
空
を
覆
い
て
来
る
こ
と
あ
り
又
或
は
来
り
或
は
去

り
一
進
一
退
遂
に
其
の
高
さ
山
の
如
き
海
潮
の
寄
せ
来
る
こ
と
あ
り
安
政
年
度

八
戸
の
大
海
嘯
は
最
初
甚
だ
し
く
退
汐
し
て
沖
の
魚
属
な
ど
砂
原
に
残
さ
れ
た

る
を
ば
珍
し
が
り
漁
夫
が
挙
っ
て
潮
干
狩
り
に
押
し
出
し
た
る
途
端
山
の
如
き

怒
涛
盛
返
し
来
っ
て
遂
に
市
街
過
半
を
持
去
り
し
と
又
紀
州
に
起
こ
り
し
海
嘯

は
一
進
一
退
漸
次
に
増
水
し
た
る
も
の
に
し
て
当
時
有
田
郡
の
住
民
は
夜
中
の

こ
と
ゆ
え
逃
道
に
迷
ひ
た
る
を
土
地
の
豪
農
濱
口
儀
兵
衛
氏
は
早
く
も
氣
轉
を

利
か
し
て
後
ろ
の
山
に
積
み
あ
り
し
稲
村
に
火
を
附
け
さ
せ
た
れ
ば
全
村
之
を

目
的
に
駈
け
出
し
て
生
命
を
助
か
り
た
り
と
ぞ
但
し
今
回
の
海
嘯
は
如
何
な
る

模
様
に
て
寄
せ
来
り
し
か
未
だ
之
を
知
る
こ
と
を
得
ず
」

傍
線
の
部
分
は
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
一
一
月
に
紀
州
・
広
村
で
発
生
し

た
津
波
、
そ
し
て
村
民
を
助
け
た
濱
口
儀
兵
衛
に
触
れ
た
内
容
で
す
が
、
こ
れ
は
ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
「
生
神
様
」
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、「
生
神
様
」
と
い
う
作
品
は
、『
全
訳
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
八
巻
に
所

収
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
わ
り
あ
い
に
簡
単
に
手
に
入
り
ま
す
。
非
常
に
長
い
文

章
で
す
の
で
、
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
作
品
は
三
章
か
ら
な
る
エ
ッ
セ
ー
で
す
が
、
第
一
章
で
は
、
日
本
に
お
け

る
神
の
様
態
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
神
は
自
然
と
一
体
化
し
て
お
り
、
生

き
て
い
る
人
も
祭
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
神
様
は
決
し
て
目
に
見
え
な
い

も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
神
様
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
、
さ
ら
に
、
主
人
公
が
一
人
称
で
擬
人
化
さ
れ
た
神
様
と
し
て
登
場
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
が
、
私
の
知
る
限
り
、
東
ア
ジ
ア
で
は
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
な
か
で
、
今
で
も
ま
だ
生
き
神
た
る
存
在
が
あ
り
、
ゲ
ル
ク
派
の
教
祖
ダ

ラ
イ
ラ
マ
が
ま
さ
に
観
音
菩
薩
の
化
身
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
二
章
で
は
、
日
本
の
村
落
の
相
互
扶
助
の
規
約
が
紹
介
さ
れ
、
特
に
火
事
の

際
に
全
員
が
駆
け
つ
け
る
義
務
が
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
非
常
に
重

要
で
す
。
こ
の
相
互
扶
助
の
規
約
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
村
の
人
々
が
助
け
ら
れ
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
す
。
も
し
こ
の
規
約
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
若
い
男
の

人
た
ち
が
消
火
の
た
め
に
駆
け
つ
け
、
助
か
る
が
、
老
人
と
女
性
、
そ
し
て
子
供
た

ち
が
津
波
の
被
害
に
遭
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

第
三
章
で
は
、
濱
口
五
兵
衛
が
登
場
し
て
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
資
料
三
の
第
三
章
を
読
ん
で
み
ま
す
。
第
三
章
の
始
め
に
、
東
北
地
方
の
宮
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城
、
岩
手
、
青
森
を
襲
っ
た
高
潮
が
紹
介
さ
れ
て
、
そ
の
後
に
、
濱
口
五
兵
衛
の
話

題
に
な
り
ま
す
。

（
資
料
）「
あ
る
秋
の
夕
方
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
浜
口
五
兵
衛
は
、
自
分
の
家

の
縁
さ
き
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
下
の
村
の
方
で
賑
か
な
祭
礼
の
支
度
を
し
て
い
る

け
し
き
を
見
お
ろ
し
て
い
た
。
そ
の
年
の
秋
は
、
村
は
ひ
じ
ょ
う
な
豊
作
だ
っ

た
の
で
、
村
の
百
姓
た
ち
は
豊
年
祝
い
に
、
氏
神
の
境
内
で
豊
年
踊
り
を
も

よ
お
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
五
兵
衛
の
家
の
縁
さ
き
か
ら
見
る
と
、
さ

び
し
い
村
の
往
還
の
人
家
の
屋
根
の
上
に
、
祭
礼
の
幟
が
風
に
は
た
め
い
て
い

る
の
が
見
え
る
。
竹
竿
を
二
本
立
て
た
間
に
、
花
ぶ
さ
の
よ
う
に
つ
る
し
た
提

灯
や
、
鎮
守
の
宮
の
飾
り
つ
け
な
ど
が
見
え
る
な
か
に
、
は
で
な
な
り
を
し
た

村
の
若
い
男
女
が
集
ま
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
の
夕
べ
、
五
兵
衛
と
い
っ

し
ょ
に
家
に
い
た
の
は
、
こ
と
し
十
歳
に
な
る
小
さ
な
孫
だ
け
で
あ
っ
た
。」

　
　
　
　
　
　
『
全
訳
小
泉
八
雲
作
品
集
』
第
八
巻    

（
平
井
呈
一
訳
、
恒
文
社
、
昭
和
三
九
年
、
一
八
頁
）

こ
こ
に
孫
が
登
場
し
、
登
場
人
物
が
五
兵
衛
と
孫
二
人
で
す
ね
。

（
資
料
）「
あ
と
の
も
の
は
、
み
な
い
ち
早
く
村
の
方
へ
出
か
け
て
、
る
す

で
あ
っ
た
。
あ
い
に
く
、
五
兵
衛
は
そ
の
日
、
気
分
が
ち
と
す
ぐ
れ
ず
に
い

た
の
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
自
分
も
家
の
者
と
い
っ
し
ょ
に
出
か
け
て
い
た

と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」

同　

上

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
ま
ず
五
兵
衛
は
自
分
の
家
に
い
て
、
家
は
高
台
に
あ
る
。

孫
と
二
人
で
、
う
ち
に
い
て
留
守
番
を
し
て
い
る
。
体
の
調
子
が
あ
ま
り
よ
く
な
い

た
め
、
祭
り
に
は
行
か
な
か
っ
た
と
、
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
資
料
）「
日
の
う
ち
は
、
い
や
に
む
し
む
し
と
暑
い
日
だ
っ
た
。
そ
ろ
そ

ろ
日
が
傾
き
だ
し
て
、
海
の
方
か
ら
夕
風
が
そ
よ
そ
よ
吹
き
上
げ
て
き
て
い

る
く
せ
に
、
そ
れ
で
も
ま
だ
息
苦
し
い
よ
う
な
暑
さ
が
去
ら
ず
に
い
る
。
こ

う
い
う
む
し
む
し
し
た
暑
さ
は
、
日
本
の
百
姓
の
経
験
に
よ
る
と
、
ど
う
か

す
る
と
季
節
に
よ
っ
て
、
地
震
の
前
ぶ
れ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
は
た
し
て
、

し
ば
ら
く
た
つ
と
、
地
震
が
や
っ
て
き
た
。
人
を
驚
か
す
ほ
ど
の
つ
よ
い
強

い
や
つ
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
浜
口
は
、
今
ま
で
に
何
百
回
と

な
く
地
震
の
経
験
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
と
っ
さ
に
、
こ
れ
は
へ
ん
だ
ぞ
と

思
っ
た
。
長
い
、
ゆ
る
や
か
な
、
ぐ
ら
り
ぐ
ら
り
と
ゆ
れ
る
よ
う
な
揺
れ
方

で
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
ど
こ
か
遠
方
に
お
こ
っ
た
大
地
震
の
余
波
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
家
全
体
が
い
く
ど
か
、
ミ
シ
ミ
シ
、
グ
ラ
グ
ラ
と
し
ず
か
に
揺
れ
、

ま
も
な
く
そ
れ
は
静
か
に
お
さ
ま
っ
た
。」

（
前
出
、
一
九
頁
）

設
定
と
し
て
は
蒸
し
暑
い
日
で
、
地
震
は
体
感
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
き
な
地

震
で
は
な
く
、
ミ
シ
ミ
シ
、
グ
ラ
グ
ラ
と
静
か
に
揺
れ
て
い
ま
し
た
。

濱
口
五
兵
衛
は
、
年
取
っ
た
老
人
で
、
し
か
も
十
歳
ぐ
ら
い
の
孫
が
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
資
料
）「
地
震
が
止
ん
だ
時
で
あ
る
。
浜
口
の
年
老
い
た
目
ざ
と
い
目
は
、
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た
ち
ま
ち
、
気
づ
か
わ
し
げ
に
村
の
方
へ
向
け
ら
れ
た
。
よ
く
人
は
、
ど
こ

か
特
定
の
地
点
と
か
物
を
じ
っ
と
見
定
め
る
と
き
、
ふ
と
そ
の
注
意
が
、
自

分
で
意
識
し
て
見
て
い
な
い
、
な
に
か
べ
つ
の
物
を
感
じ
て
、
ひ
ょ
い
と
そ

ち
ら
へ
逸
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
。
は
じ
め
か
ら
視
野
の
外
に
あ
る
、
自

分
で
そ
れ
と
意
識
し
な
い
漠
然
た
る
外
界
の
な
か
に
、
ど
こ
と
な
く
常
と
は

違
う
感
じ
を
受
け
て
、
注
意
が
そ
ち
ら
へ
逸
れ
る
の
で
あ
る
。
浜
口
が
そ
の

と
き
、
ふ
と
沖
あ
い
に
、
な
に
か
ふ
だ
ん
と
違
う
も
の
を
み
と
め
た
の
が
、

そ
れ
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
つ
い
と
立
ち
上
が
る
と
、
海
を
眺
め
や
っ
た
。
海

は
す
で
に
も
う
暗
く
な
り
か
け
て
い
た
。」

（
前
出
、
一
九
頁
）

（
中
略
）「
村
の
衆
た
ち
も
、
こ
の
不
思
議
に
は
、
す
ぐ
と
気
が
つ
い
た
よ

う
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
い
ま
し
が
た
の
地
震
を
か
ら
だ
に
感
じ
た
者
は
ひ

と
り
も
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
汐
の
動
き
に
は
、
ど
う
や
ら
み
な
驚
い

て
い
る
よ
う
す
だ
っ
た
。
み
ん
な
波
打
ち
ぎ
わ
へ
走
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
か

ら
汐
の
ぐ
あ
い
を
眺
め
て
い
た
。」

（
前
出
、
二
○
頁
）

つ
ま
り
、
夕
方
に
周
り
が
だ
ん
だ
ん
暗
く
な
っ
た
こ
ろ
、
地
震
の
あ
と
、
汐
が

引
い
て
い
く
こ
と
に
、
ほ
か
の
人
も
気
が
つ
い
て
、
海
の
ほ
う
へ
走
っ
て
い
っ
て
、

海
岸
の
様
子
を
確
認
し
て
い
る
の
が
見
え
た
の
で
す
。

（
資
料
）「
な
か
に
は
、
水
ぎ
わ
か
ら
先
の
方
へ
ザ
ブ
ザ
ブ
は
い
っ
て
行
っ

て
見
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
こ
の
浜
で
、
こ
ん
な
汐
の
ぐ
あ
い
を
見
る

の
は
、
げ
ん
に
生
き
て
い
る
者
の
記
憶
に
は
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
見
た

こ
と
の
な
い
こ
と
が
、
い
ま
、
目
の
前
に
お
こ
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
浜
口

が
見
て
い
る
う
ち
に
も
、
凸
凹
の
あ
る
広
い
砂
底
や
、
藻
の
ぶ
ら
下
が
っ
た

磯
根
の
岩
な
ど
が
、
ぐ
ん
ぐ
ん
現
わ
れ
て
き
た
。
が
、
浜
に
い
る
連
中
は
、

だ
れ
ひ
と
り
、
こ
の
物
凄
い
干
潮
が
何
で
あ
る
か
に
気
づ
い
て
い
る
も
の
は

な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

（
前
出
、
二
○
頁
）

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
村
人
が
津
波
の
危
険
性
を
認
識
せ
ず
、
引
き
潮
に
気
を
取

ら
れ
、
好
奇
心
で
海
岸
へ
走
っ
て
見
物
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

津
波
が
襲
来
す
る
と
き
に
、
ま
ず
引
き
潮
が
見
ら
れ
て
、
魚
や
貝
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
海
の
生
き
物
が
砂
浜
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
を
拾
い
に
行
く
人
が

多
い
の
で
す
。
そ
れ
が
一
番
危
な
い
で
す
ね
。

（
資
料
）「
兵
衛
自
身
も
、
生
ま
れ
て
か
ら
、
こ
ん
な
よ
う
す
は
見
た
憶
え

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
時
分
、
自
分
の
父
の
父
が
、
い
ろ
い
ろ
自

分
に
話
し
て
聞
か
せ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
五
兵
衛
は
記
憶
し
て

い
た
し
、
そ
れ
に
、
昔
か
ら
こ
こ
の
浜
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ら
、

た
い
て
い
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
か
ら
、
海
が
今
何
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
五
兵
衛
に
は
わ
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
五
兵
衛
は
そ
の
時
、
村
へ
す

ぐ
に
使
い
の
も
の
を
走
ら
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
山
の
上
の
住
職
に
早
鐘
を
つ
か

せ
る
か
、
そ
れ
に
要
す
る
時
間
を
、
と
っ
さ
の
間
に
考
慮
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
考
え
る
に
要
し
た
時
間
よ
り
も
、
そ
の
考
え
た
こ
と
を
村

の
連
中
に
伝
え
る
に
要
す
る
時
間
の
方
が
長
く
か
か
る
こ
と
は
、
わ
か
り
き
っ
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て
い
た
。
そ
こ
で
五
兵
衛
は
、
さ
っ
そ
く
孫
に
呼
び
か
け
た
。

―
」

「
忠
！

―
急
い
で

―
大
急
ぎ
で
、
た
い
ま
つ
を
点
け
て
来
う
！
」

「
た
い
ま
つ
と
い
う
の
は
、
松
薪
に
火
を
と
も
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
海
の

し
け
た
晩
や
、
鎮
守
の
祭
事
に
使
う
た
め
に
、
浜
方
の
家
に
は
ど
こ
に
も
備

え
て
あ
る
も
の
だ
。
孫
は
、
そ
の
た
い
ま
つ
に
す
ぐ
と
火
を
と
も
し
た
。
五

兵
衛
老
人
は
、
そ
れ
を
孫
の
手
か
ら
ひ
っ
た
く
る
よ
う
に
取
る
が
早
い
か
、

急
い
で
田
圃
へ
飛
び
出
し
て
行
っ
た
。
田
圃
に
は
、
老
人
の
全
財
産
と
も
い

う
べ
き
数
百
の
稲
塚
が
、
も
う
取
り
入
れ
ら
れ
る
ば
か
り
に
な
っ
て
、
そ
ち

こ
ち
に
立
っ
て
い
た
。
五
兵
衛
老
人
は
、
斜
面
の
き
わ
に
立
っ
て
い
る
、
一

ば
ん
手
近
の
稲
塚
に
駆
け
よ
る
が
早
い
か
、
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
稲
塚
か
ら

稲
塚
へ
と
、
持
っ
て
い
る
た
い
ま
つ
の
火
を
、
老
の
足
の
急
げ
る
か
ぎ
り
、

順
々
に
燃
し
つ
け
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
日
に
乾
き
き
っ
た
稲
塚
は
、
た
ち

ま
ち
、
附
け
木
の
よ
う
に
バ
リ
バ
リ
燃
え
上
が
っ
た
。
火
勢
を
あ
お
る
汐
風

が
、
見
る
見
る
う
ち
に
火
焔
を
陸
の
方
へ
と
吹
き
つ
け
、
や
が
て
無
数
の
稲

塚
は
次
か
ら
次
へ
と
炎
々
と
燃
え
上
が
り
、
黒
煙
は
幾
条
か
に
な
っ
て
天
に

沖
し
、
さ
ら
に
黒
煙
は
相
集
ま
っ
て
、
さ
な
が
ら
団
々
た
る
雲
の
ご
と
く
、

も
う
も
う
と
渦
を
巻
い
た
。
孫
の
忠
は
、
び
っ
く
り
仰
天
し
て
、
お
ろ
お
ろ

震
え
な
が
ら
祖
父
の
あ
と
を
追
っ
て
き
て
、
叫
ん
だ
。」

「
お
じ
い
さ
ん
！
あ
に
す
る
だ
！
お
じ
い
さ
ん
、
あ
に
す
る
だ
！
あ
に
す
る

だ
よ
！
」

「
が
、
老
人
は
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
訳
な
ど
言
っ
て
い
る
暇
は
な
か
っ
た

の
だ
。
か
れ
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
危
難
の
迫
っ
て
い
る
四
百
人
の
生
命
の

こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。」

（
前
出
、
二
一
頁
）

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
孫
が
五
兵
衛
老
人
の
命
令
に
従
っ
て
、
た
い
ま
つ
に
火
を

つ
け
て
、
自
分
の
田
ん
ぼ
に
あ
る
、
全
財
産
と
も
い
う
べ
き
取
り
入
れ
た
ば
か
り
の

稲
塚
に
火
を
つ
け
た
の
で
す
。
こ
れ
で
、
村
の
四
〇
〇
人
も
の
生
命
を
救
っ
た
の
で

す
が
、
そ
の
光
景
を
見
て
、
孫
の
忠
が
お
じ
い
さ
ん
は
気
が
狂
っ
て
自
分
の
家
の
稲

に
火
を
つ
け
た
の
だ
と
怖
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
孫
は
お
じ
い
さ
ん

の
や
っ
た
こ
と
の
意
味
を
悟
り
、
感
動
し
て
お
じ
い
さ
ん
に
謝
り
ま
し
た
。
非
常
に

長
い
文
章
で
す
が
、
以
上
が
主
な
内
容
で
す
。

濱
口
儀
兵
衛
（
梧
陵
）
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か

次
に
、
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
五
兵
衛
の
モ
デ
ル
、
濱
口
儀
兵
衛
（
梧
陵
）
と
い

う
人
物
に
つ
い
て
、
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
政
三
年
六
月
一
五
日
（
一
八
二

○
年
七
月
二
四
日
）
生
ま
れ
で
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
四
月
二
一
日
に
な
く

な
り
ま
し
た
。
紀
伊
国
の
広
村
、
現
在
は
和
歌
山
県
の
有
田
郡
広
川
町
で
生
ま
れ
た

の
で
す
が
、
家
業
は
代
々
醤
油
醸
造
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
ヤ
マ
サ
醤
油
株

式
会
社
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ヤ
マ
サ
の
マ
ー

ク
は
上
に
山
の
形
で
、
下
に
カ
タ
カ
ナ
の
サ
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
、
下
の

部
分
は
キ
だ
そ
う
で
す
。
キ
が
横
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
カ
タ
カ
ナ
の
サ
に
見
え
る

の
で
す
け
ど
、
本
来
は
ヤ
マ
と
キ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
濱
口
家
の
系
譜

を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
濱
口
儀
兵
衛
は
紀
州
湯
浅
の
醤
油
商
人
で
あ
る
濱
口
分

家
の
七
右
衛
門
の
長
男
で
す
が
、
梧
陵
は
養
子
と
し
て
六
代
目
儀
兵
衛
（
保
平
）
の

と
こ
ろ
に
入
っ
た
の
で
す
。
養
子
に
な
っ
た
の
は
一
二
歳
の
こ
と
で
、
本
来
は
、
紀

州
で
育
っ
た
け
れ
ど
も
、
五
代
目
儀
兵
衛
に
気
に
入
ら
れ
て
、
養
子
と
し
て
本
家
に
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出
さ
れ
た
た
め
、
修
行
の
一
環
で
銚
子
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。

最
初
は
使
用
人
と
一
緒
に
、
作
業
場
に
入
っ
て
、
仕
事
を
や
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
、
黒
船
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
頃
で
、
若
者
た
ち
は
ず

い
ぶ
ん
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
濱
口
儀
兵
衛
も
海
外
へ
出
て
行
こ
う
と
思
っ
た

の
で
す
が
、
幕
府
か
ら
の
許
可
が
下
り
な
か
っ
た
た
め
、
彼
は
広
村
に
戻
っ
て
、
耐

久
舎
と
い
う
学
校
を
開
設
し
、
後
進
の
育
成
を
目
指
し
た
の
で
す
。

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
七
代
目
儀
兵
衛
を
相
続
し
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
一
一

月
四
日
、
五
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
大
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
四
日
は
南
海
大
地

震
で
、
五
日
は
東
南
部
の
地
震
で
す
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
○
ぐ
ら
い
の
大
地
震

で
す
ね
。

旧
暦
の
一
一
月
四
日
、
五
日
で
す
が
、
新
暦
で
言
う
と
、
一
二
月
二
三
日
と
二
四

日
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
生
神
様
」
の
中
の
季
節
の
設
定
が
違
う
こ
と

は
分
か
り
ま
す
。
物
語
の
季
節
の
設
定
は
秋
で
す
が
、
本
当
は
冬
の
寒
い
時
期
な
の

で
す
。
こ
れ
が
時
期
の
設
定
の
違
い
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
取
り
入
れ
た
稲
は
一
二
月
二
三
日
と
二
四
日
に
な
っ
て
も
な
お

そ
の
ま
ま
田
ん
ぼ
で
乾
燥
さ
れ
る
の
か
、
ま
ず
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で

す
。
も
う
脱
穀
し
て
、
米
は
取
り
入
れ
て
、
稲
村
は
た
ぶ
ん
屋
根
や
冬
過
ご
し
に
使

わ
れ
る
藁
に
な
る
は
ず
で
す
。

さ
ら
に
、
梧
陵
が
作
品
の
中
で
、
高
台
に
あ
る
自
宅
に
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
梧
陵
の
日
記
に
よ
り
ま
す
と
、
広
村
の
八
幡
神
社
の
近
く
に
あ
る
田
ん
ぼ
の
稲

村
に
火
を
つ
け
た
の
で
す
。
そ
の
神
社
は
、
高
台
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
は
道
路

よ
り
六
メ
ー
ト
ル
高
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
経
験
則
で
言

う
と
、
そ
こ
よ
り
高
い
津
波
が
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
津
波
の
避
難
場
所
と
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
梧
陵
は
庄
屋
で
か
つ
商
人
で
、
地
元
の
若
手
の
リ
ー
ダ
ー
で
し
た
。

作
品
の
中
で
梧
陵
は
一
〇
歳
の
孫
が
い
て
、
老
人
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
濱
口
儀

兵
衛
の
生
い
立
ち
を
見
ま
す
と
、
嘉
永
七
年
の
と
き
、
梧
陵
は
数
え
年
で
三
四
歳
で

し
た
。
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
家
業
を
継
い
で
地
元
の
若
手
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
力
を
発

揮
す
る
頃
で
し
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
高
台
に
四
〇
〇
人
が
集
ま
っ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
実
は
四
〇
〇

人
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
広
村
に
四
〇
〇
軒
の
家
が
あ
っ
て
、
人
数
は
そ
れ

以
上
の
は
ず
で
す
。
広
村
は
江
戸
時
代
に
商
売
が
た
い
へ
ん
盛
ん
で
、
紀
州
の
人
び

と
が
と
て
も
勤
勉
で
、
地
元
で
は
よ
く
「
湯
浅
千
軒
広
千
軒 

同
じ
千
な
ら
広
が
よ

い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
広
村
（
現
広
川
町
）
は
、
昔
は
湯
浅
と
同
じ
よ
う
に

醤
油
業
が
盛
ん
で
し
た
。
た
だ
、
こ
の
地
域
で
は
、
湾
が
あ
っ
て
リ
ア
ス
式
の
海
岸

で
す
の
で
、
度
重
な
っ
て
津
波
の
襲
来
に
襲
わ
れ
て
、
次
第
に
衰
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。さ

ら
に
、
稲
村
に
火
を
つ
け
て
人
を
集
め
た
結
果
、
全
員
助
か
っ
た
と
書
い
て
あ

り
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
が
事
実
と
異
な
り
ま
す
。
梧
陵
の
日
記
に
よ
り
ま
す
と
、
彼

自
身
も
津
波
に
流
さ
れ
て
、
腰
ま
で
水
の
中
に
浸
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
や
っ

と
神
社
に
た
ど
り
着
き
、
稲
村
に
火
を
つ
け
た
の
で
す
。
そ
れ
で
稲
村
は
家
の
も
の

で
は
な
く
て
、
道
ば
た
に
あ
る
稲
村
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
神
社
に
村
人
を

集
め
ま
し
た
が
、
全
員
助
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
死
者
が
三
〇
人
ほ
ど
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
記
録
が
あ
り
ま
し
た
。

梧
陵
が
書
い
た
日
記
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
読
み
ま
す
と
、

「
瞬
時
に
し
て
潮
流
半
身
を
没
し
、
且
沈
み
且
浮
か
び
、
辛
う
じ
て
一
丘
陵

に
漂
着
し
、
八
幡
鳥
居
際
に
来
る
頃
日
全
く
暮
れ
た
り
。
進
ま
ん
と
す
る
に

流
材
道
を
塞
ぎ
、
歩
行
自
由
な
ら
ず
。
従
者
に
命
じ
、
道
傍
の
稲
村
に
火
を

放
た
し
む
る
も
の
十
余
、
之
に
頼
り
て
万
死
に
一
生
を
得
た
る
も
の
少
な
か
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ら
ず
。」（
中
略
）「
被
害
の
概
略　

一
、
家
屋
流
失　

百
二
十
五
軒　

一
、
合

計　

三
百
三
十
九
軒　

一
、
流
死
人　

三
十
人
」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
員
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
梧
陵
が
や
っ
た

こ
と
は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
行
動
で
す
ね
。
津
波
の
あ
と
、
梧
陵
は
私
財
を
投
じ
て
、

大
き
な
堤
防
を
造
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
津
波
災
害
か
ら
町
を
守

る
と
い
う
防
災
の
目
的
で
し
た
が
、
も
う
一
つ
は
、
災
害
の
後
、
町
か
ら
出
て
行
く

人
が
多
か
っ
た
た
め
、
土
木
工
事
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
仕
事
を
増
や
し
、
人
口

の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
梧
陵
と

い
う
人
物
は
商
人
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
と
し
て
の
力
量
が
あ
っ
た
こ
と
が
立
証
さ

れ
て
い
ま
す
。

大
き
な
災
害
に
際
し
て
、
臨
機
応
変
に
庶
民
を
救
っ
た
こ
と
は
、
政
治
家
と
し

て
の
素
質
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
、
実
際
、
晩
年
、
梧
陵
は
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）、
銚
子
で
コ
レ
ラ
が
発
生
し
た
時
に
、
防
疫
に
当
た
り
、
銚
子
を
コ
レ

ラ
か
ら
守
り
ま
し
た
。
ま
た
、
後
に
和
歌
山
県
大
参
事
、
県
議
会
初
代
議
長
を
勤

め
、
政
治
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
梧
陵
が
ヤ
マ
サ
醤
油
だ
け
で

な
く
、
銚
子
汽
船
株
式
会
社
を
設
立
し
、
企
業
人
と
し
て
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
ま

し
た
。
明
治
一
八
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
客
死
し
ま
し
た
。

「
稲
む
ら
の
火
」
と
い
う
作
品

さ
て
、「
稲
む
ら
の
火
」
と
い
う
作
品
で
す
が
、
昭
和
時
代
の
小
学
校
の
教
科
書

の
読
本
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。
小
学
校
の
読
本
と
言
え
ば
、
第
一
期
（
い
わ
ゆ

る
イ
エ
ス
シ
読
本
）
は
明
治
三
七
年
か
ら
四
二
年
ま
で
で
、
第
二
期
（
い
わ
ゆ
る
ハ

タ
タ
コ
読
本
）
は
明
治
四
三
年
か
ら
大
正
六
年
ま
で
、
第
三
期
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ナ
ハ

ト
読
本
）
は
大
正
七
年
か
ら
昭
和
七
年
ま
で
、
第
四
期
（
い
わ
ゆ
る
サ
ク
ラ
読
本
）

は
昭
和
八
年
か
ら
一
五
年
ま
で
、
第
五
期
（
ア
サ
ヒ
読
本
）
は
昭
和
一
六
年
か
ら
二

○
ま
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
本
日
、
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は

『
小
学
国
語
読
本
尋
常
科
用
巻
十
』（
日
本
書
籍
株
式
会
社
、
昭
和
一
三
年
五
月
二
五

日
修
正
発
行
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

昭
和
九
年
に
、
文
部
省
が
全
国
小
学
校
教
員
を
対
象
に
第
四
期
国
定
国
語
教
科

書
（
サ
ク
ラ
読
本
）
の
教
材
を
公
募
し
ま
し
た
が
、
作
品
「
燃
ゆ
る
稲
む
ら
」（
「
津

波
美
談
」）
が
入
選
し
、
昭
和
一
二
年
、
国
語
教
科
書
に
「
稲
む
ら
の
火
」
と
改
名

さ
れ
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

作
者
の
中
井
常
蔵
は
、
明
治
四
〇
年
一
二
月
一
二
日
、
和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅

町
大
字
山
田
、
三
ツ
橋
兼
松
三
男
に
生
ま
れ
、
大
正
一
四
年
三
月
に
濱
口
梧
陵
が
創

立
し
た
耐
久
学
舎
（
私
立
耐
久
中
学
、
後
の
県
立
校
）
の
卒
業
生
で
、
五
年
間
通
っ

て
い
た
通
学
路
に
あ
る
防
波
堤
、
防
潮
林
は
濱
口
梧
陵
が
私
財
を
投
じ
て
造
ら
せ
た

も
の
で
、
中
学
校
時
代
か
ら
母
校
の
創
立
者
で
あ
る
濱
口
梧
陵
の
功
績
を
聞
か
さ
れ

ま
し
た
。
後
に
和
歌
山
師
範
学
校
本
科
第
二
部
を
卒
業
し
、
有
田
郡
湯
浅
小
学
校
訓

導
を
経
て
、
昭
和
三
年
三
月
に
和
歌
山
師
範
学
校
専
攻
科
を
卒
業
し
、
昭
和
五
年
八

月
に
和
歌
山
師
範
附
属
小
学
校
訓
導
、
さ
ら
に
昭
和
七
年
三
月
に
日
高
郡
南
部
小
学

校
訓
導
（
中
井
と
改
姓
）
に
赴
任
し
ま
し
た
。

執
筆
の
動
機
と
し
て
は
、
ま
ず
母
校
の
創
立
者
で
か
つ
故
郷
の
偉
人
で
あ
る
濱

口
梧
陵
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
昭
和
二
年
と
三
年
の
間
、
和
歌
山
師
範
学
校
専
攻
科
在
学
中
、

英
語
教
科
の
教
材
に
小
泉
八
雲
選
集
を
学
び
、〝A Living G

od

〞（
「
生
神
様
」）

を
読
み
、
深
く
感
動
し
た
そ
う
で
す
。
文
部
省
第
四
期
国
定
国
語
教
科
書
（
サ
ク
ラ

読
本
）
の
教
材
公
募
に
応
募
し
、
昭
和
一
二
年
、
国
語
教
科
書
巻
八
に
「
稲
む
ら
の
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火
」
と
し
て
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

「
稲
む
ら
の
火
」
は
小
泉
八
雲
の
〝A Living G

od

〞（
「
生
神
様
」）
の
内
容
を

ほ
ぼ
踏
襲
し
て
、
主
人
公
の
名
前
も
五
兵
衛
と
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
作
品
の
舞
台

は
省
略
さ
れ
、
登
場
人
物
も
濱
口
五
兵
衛
と
村
人
に
絞
ら
れ
ま
し
た
。

（
資
料
）「
こ
れ
は
た
だ
事
で
な
い
。」

と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
五
兵
衛
は
家
か
ら
出
て
き
た
。
今
の
地
震
は
、
別

に
烈
し
い
と
い
ふ
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
長
い
ゆ
つ
た
り
と

し
た
ゆ
れ
方
と
、
う
な
る
や
う
な
地
鳴
り
と
は
、
老
い
た
五
兵
衛
に
、
今
ま

で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
不
気
味
な
も
の
で
あ
つ
た
。（
後
略
）

『
小
学
国
語
読
本
尋
常
科
用
巻
十
』
五
二
頁　
　
　

（
文
部
省
、
日
本
書
籍
、
昭
和
一
二
年
七
月
）

簡
潔
で
か
つ
非
常
に
緊
張
感
あ
る
書
き
出
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
声
を
出
し
て

読
む
と
、
非
常
に
リ
ズ
ム
よ
く
、
心
地
よ
い
文
章
で
す
。
内
容
は
「
生
神
様
」
と
ほ

ぼ
同
じ
で
す
の
で
、
朗
読
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

ま
と
め

最
後
の
ま
と
め
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
在
の
人
物
で
あ
る
濱
口
儀
兵
衛

（
梧
陵
）
と
作
品
の
主
人
公
の
五
兵
衛
像
の
実
像
と
虚
像
に
つ
い
て
は
、
年
齢
の
差
、

津
波
発
生
の
時
期
、
そ
れ
か
ら
避
難
場
所
、
助
か
っ
た
村
人
の
人
数
な
ど
、
以
下
の

よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
点
が
あ
り
ま
す
。

・〝A Living G
od

〞（
「
生
神
様
」）

▼
作
品
の
舞
台
＝
紀
州
の
有
田

▼
登
場
人
物
＝
濱
口
五
兵
衛
と
一
〇
歳
の
孫
忠
、
村
人

▼
濱
口
五
兵
衛
の
行
為
に
対
す
る
孫
の
誤
解

▼
濱
口
大
明
神
が
建
立
さ
れ
、
村
人
が
お
詣
り
す
る

▼
日
本
人
の
宗
教
観
に
関
す
る
エ
ッ
セ
ー

・「
稲
む
ら
の
火
」

▼
作
品
の
舞
台
＝
省
略

▼
登
場
人
物
＝
濱
口
五
兵
衛
、
村
人

▼
緊
張
感
に
溢
れ
た
書
き
方

▼
感
動
物
語

も
と
も
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
文
章
は
全
体
と
し
て
、
日
本
人
の
宗
教
に

関
す
る
エ
ッ
セ
ー
で
、
西
洋
人
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
、
生
き
て
い
る
人
間
が
神

（
生
き
神
）
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
拝
ま
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で

す
が
、「
稲
む
ら
の
火
」
の
作
者
中
井
常
蔵
は
そ
れ
を
緊
張
感
の
溢
れ
る
物
語
に
書

き
換
え
、
子
ど
も
で
も
分
か
る
よ
う
な
言
葉
で
、
自
然
災
害
に
立
ち
向
か
っ
て
、
農

民
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
事
な
稲
村
に
火
を
つ
け
、
村
人
の
命
を
救
っ
た
感
動
物
語

を
作
り
上
げ
ま
し
た
。「
稲
む
ら
の
火
」
は
戦
前
の
作
品
で
し
た
が
、
教
育
の
材
料

と
し
て
素
晴
ら
し
く
、
博
愛
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
観
の
あ
る
物
語
だ
と
思
い
ま
す
。

現
在
に
お
け
る
「
稲
む
ら
の
火
」
の
意
義
と
し
て
は
、
ま
ず
は
防
災
教
育
の
役

割
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
小
学
校
教
育
に
お
い
て
、
津
波
の
危
険
性
を
認
識
さ
せ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
東
日
本
大
地
震
を
き
っ
か
け
に
そ
の
必
要
性
が
改
め
て
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。
津
波
の
怖
さ
は
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
昨
年
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の
地
震
の
時
に
残
念
な
が
ら
逃
げ
遅
れ
た
方
が
大
勢
い
ま
し
た
。
や
は
り
、
地
震
や

津
波
の
災
害
の
多
い
日
本
で
は
、
小
学
校
の
段
階
で
地
震
、
津
波
に
対
す
る
知
識
を

十
分
教
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
映
像
も
重
要
で

す
が
、
た
だ
映
像
を
過
信
す
る
こ
と
な
く
、
文
字
の
力
も
非
常
に
大
き
い
と
、「
稲

む
ら
の
火
」
を
読
ん
で
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

次
に
、
文
学
は
自
然
災
害
に
際
し
て
、
地
震
を
予
測
し
た
り
家
を
建
て
直
し
た

り
す
る
よ
う
な
実
学
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
文
学
作
品
を
通
じ

て
、
天
災
に
遭
遇
し
て
立
ち
向
か
う
人
間
の
姿
が
描
か
れ
、
読
者
に
大
き
な
感
動
を

与
え
、
さ
ら
に
生
き
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
後
に
、「
稲
む
ら
の
火
」
は
戦
前
の
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
物

語
で
、
現
在
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
東
日
本
大
地
震
と
津
波
災
害

を
経
験
し
た
後
に
、
改
め
て
読
む
と
、
教
訓
と
洞
察
を
示
唆
し
て
く
れ
て
、
い
ろ
い

ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

以
上
、
本
日
の
発
表
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
静
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

（
ら
ん　

ひ
ろ
た
け
・
本
学
国
際
人
文
学
部
准
教
授（
当
時
）　
武
蔵
野
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教
授（
現
在
））


