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彙
　
　
　
報

○
女
子
大
國
文
第
一
七
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

○
新
入
生
歓
迎
行
事
、
公
開
講
座
の
感
想
文
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
　
研
究
室
だ
よ
り

○
今
年
度
の
公
開
講
座
は
、
対
面
とZ

oom

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
併
用
し
、
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
二
〇
二
二
年
度
国
文
学
会
行
事
（
後
期
）

〇
公
開
講
座

　
十
一
月
七
日
（
月
）
午
後
一
時
よ
り
　
於
Ｊ

420
教
室
　

　「
観
阿
弥
・
犬
王
か
ら
世
阿
弥
へ
―
世
阿
弥
自
筆
本
〈
江
口
〉
の
成
立
―
」

文
教
大
学
名
誉
教
授
　
田
口
和
夫
先
生

　 「
一
冊
の
中
を
、
人
々
は
ど
う
歩
い
た
か
？
～
江
戸
文
芸
に
み
る
公
共
圏

と
そ
の
記
録
に
つ
い
て
～
」

早
稲
田
大
学
特
命
教
授
　
ロ
バ
ー
ト
　
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生

※
田
口
先
生
よ
り
、
御
講
演
内
容
を
本
号
に
御
寄
稿
賜
り
ま
し
た
。
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新
入
生
歓
迎
行
事
　
能
楽
鑑
賞
会
観
覧
記
（
六
月
十
八
日
）

※ 

「
全
体
」「
装
束
」「
囃
子
」「
狂
言
」「
能
」「
歴
史
」
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
、

執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　
能
と
狂
言
の
世
界
に
触
れ
て
（
担
当
：
全
体
）

一
回
生
　
金
　
井
　
覚
　
加

　
私
は
初
め
て
能
と
狂
言
を
観
た
。
能
と
は
何
な
の
か
。
狂
言
と
の
違
い
は

何
な
の
か
。
全
く
知
ら
な
い
私
で
あ
っ
た
が
、
事
前
学
習
と
能
楽
師
の
丁
寧

な
説
明
に
よ
り
私
は
人
並
み
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　「
能
」。
一
つ
一
つ
分
解
し
な
が
ら
書
い
て
い
こ
う
と
思
う
。
ま
ず
私
の
目

に
は
、
美
し
い
西
陣
織
の
能
装
束
が
映
っ
た
。
朱
赤
に
染
め
ら
れ
た
絹
糸
と

金
糸
が
上
品
な
艶
を
発
し
て
い
た
。
そ
の
上
に
ひ
っ
そ
り
と
座
っ
て
い
る
小

面
（
女
面
）
は
我
こ
そ
能
の
主
役
な
り
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
。

立た
ち

方か
た

が
最
初
に
私
を
非
日
常
の
世
界
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
次
に
私
を
不
思
議

な
気
持
ち
に
さ
せ
た
事
は
、
そ
の
右
で
鼓
を
横
に
静
か
に
座
っ
て
い
る
地じ

方か
た

（
地
謡
、
お
囃
子
）
だ
っ
た
。
黒
紋
付
袴
が
舞
台
に
よ
く
映
え
て
い
た
。
立

方
が
動
き
回
る
側
で
三
、
四
人
の
地
方
が
鼓
や
笛
を
鳴
ら
し
て
い
る
光
景
が

不
思
議
だ
っ
た
。
耳
に
は
、
地
謡
の
長
く
重
た
い
歌
が
聞
こ
え
て
い
た
。

ホ
ー
ル
に
響
く
地
謡
は
立
方
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て

い
た
。
目
を
瞑
っ
て
唄
だ
け
に
集
中
す
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　「
狂
言
」。
こ
ち
ら
は
、
肩
の
力
を
抜
い
て
観
る
こ
と
が
で
き
た
。
笑
い
を

誘
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
も
衣
装
は
黒
紋
付
袴
だ
っ
た
。
シ
テ
と
ア
ド
の

声
は
不
思
議
だ
っ
た
。
あ
の
声
が
狂
言
の
世
界
を
作
っ
て
い
た
。
謡
は
な
く
、

シ
テ
と
ア
ド
の
や
り
取
り
だ
け
な
の
で
、
話
の
速
度
は
能
よ
り
も
早
か
っ
た
。

シ
テ
と
ア
ド
そ
れ
ぞ
れ
が
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
。
仮
面
を
せ
ず
、

生
き
た
人
間
が
表
情
を
作
る
の
で
、
観
て
い
る
者
も
緊
張
し
た
気
持
ち
に
な

り
に
く
い
。
し
ぐ
さ
は
、
ゆ
っ
く
り
と
重
さ
を
感
じ
た
の
だ
が
、
穏
や
か
で

軽
み
の
あ
る
口
調
が
動
き
に
軽
快
さ
を
与
え
て
い
た
。
劇
中
、
ア
ド
が
シ
テ

に
酒
を
注
ぐ
場
面
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
場
面
で
使
わ
れ
る
照
明
に
照
ら
さ

れ
た
扇
が
、
と
て
も
酒
の
輝
き
の
よ
う
に
見
え
て
驚
い
た
。
扇
が
い
ろ
い
ろ

な
も
の
に
変
わ
る
様
子
が
面
白
か
っ
た
。

　
能
も
狂
言
も
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
ら
し
い
空
気
が
あ
っ
た
。
今
想
い
返
し
て
も

晴
れ
や
か
な
素
敵
な
気
持
ち
に
な
る
。
大
学
生
の
始
ま
り
に
日
本
の
伝
統
芸

能
で
あ
る
能
と
狂
言
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
嬉
し
く
思
う
。

　
　
　
伝
統
芸
能
に
触
れ
て
（
担
当
：
全
体
）

一
回
生
　
篠
　
原
　
瑠
　
那

　
新
入
生
歓
迎
会
の
能
楽
鑑
賞
で
初
め
て
能
と
狂
言
に
触
れ
た
。
全
体
を
通

し
て
新
し
い
知
識
や
体
験
が
た
く
さ
ん
得
ら
れ
た
。

　
ま
ず
は
着
付
け
に
つ
い
て
。
高
校
生
の
時
に
歌
舞
伎
は
役
柄
に
よ
っ
て
隈
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取
り
の
色
が
違
う
こ
と
を
知
っ
た
。
能
で
も
役
柄
を
衣
装
の
色
や
模
様
に

よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
を
知
り
、
伝
統
芸
能
の
表
現
方
法
に
は
共
通
点
が
あ

り
、
驚
い
た
。
六
条
御
息
所
を
表
現
す
る
た
め
に
白
の
付
け
襟
で
高
貴
な
女

性
、
鱗
箔
の
着
物
で
般
若
な
ど
そ
の
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
で
、
物
語

の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
面
白
い

と
思
っ
た
。
ま
た
、
般
若
に
変
化
す
る
と
き
に
「
高
貴
な
女
性
な
の
で
あ
ま

り
髪
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。」
と
の
説
明
を
聞
い
て
形
式
的
な
女

性
、
般
若
と
い
う
形
だ
け
で
な
く
、
六
条
御
息
所
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に

合
わ
せ
た
工
夫
が
さ
れ
て
い
て
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
こ
だ
わ
り
が
つ
ま
っ
て

い
る
と
感
じ
た
。

　
次
に
お
囃
子
に
つ
い
て
。
お
囃
子
は
音
の
出
る
位
置
の
高
さ
の
順
番
で
並

ん
で
い
て
、
雛
飾
り
の
五
人
囃
子
の
並
び
順
と
同
じ
だ
と
初
め
て
知
っ
た
。

小
鼓
は
湿
気
の
あ
る
方
が
音
の
鳴
り
が
良
い
楽
器
で
、
大
鼓
は
乾
燥
し
て
い

る
方
が
音
の
鳴
り
が
良
い
楽
器
ら
し
く
、
同
じ
舞
台
で
使
う
も
の
な
の
に
適

し
た
環
境
が
異
な
っ
て
い
て
管
理
が
大
変
だ
と
思
っ
た
。
ま
た
、
演
奏
の
方

法
な
ど
が
口
伝
ら
し
く
室
町
時
代
か
ら
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
に
専
属
の
人
が
い
る
が
、
修
行
の
段
階
で
全

部
の
楽
器
を
演
奏
す
る
ら
し
く
、
演
奏
す
る
の
が
難
し
い
楽
器
す
べ
て
に
触

れ
る
の
は
大
変
だ
と
思
っ
た
。

　
そ
し
て
狂
言
に
つ
い
て
。
今
回
は
登
場
人
物
と
大
ま
か
な
あ
ら
す
じ
、
狂

言
の
楽
し
み
方
を
教
え
て
も
ら
っ
て
か
ら
だ
っ
た
の
で
よ
り
一
層
楽
し
め
た

と
思
う
。
最
近
で
は
ネ
タ
バ
レ
禁
止
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
が
伝
統
芸
能
は

あ
る
程
度
作
品
の
概
要
を
知
っ
て
か
ら
見
る
方
が
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と

思
っ
た
。
伝
統
芸
能
は
難
し
い
も
の
で
見
て
も
内
容
が
理
解
で
き
な
い
か
も

し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
鑑
賞
会
で
少
し
身
近
に
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
初
め
て
伝
統
芸
能
に
触
れ
る
に
は
狂
言
が
一
番
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　
最
後
に
能
「
橋
弁
慶
」
に
つ
い
て
。
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
五
条
大
橋

の
物
語
で
は
弁
慶
が
悪
役
と
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
の
「
橋
弁
慶
」
で

は
牛
若
丸
が
悪
役
に
な
っ
て
お
り
新
鮮
だ
っ
た
。
舞
台
の
床
を
踏
み
鳴
ら
す

音
の
大
き
さ
や
、
役
者
さ
ん
の
声
の
大
き
さ
、
緊
張
感
な
ど
実
際
に
目
の
前

で
見
な
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ま
で
能
楽
と
い
う
も
の
に
触
れ
た
こ
と
が
無
く
、
難
し
い
世
界
だ
と

思
っ
て
い
た
が
、
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
伝
統
芸
能
と
言
わ
れ
る
も
の
を
見
に

行
き
た
い
と
思
っ
た
。

　
　
　
能
楽
鑑
賞
会
に
参
加
し
て
（
担
当
：
装
束
）

一
回
生
　
勝
　
目
　
彩
　
華

　
こ
の
よ
う
な
機
会
が
な
け
れ
ば
、
自
分
が
今
生
活
し
て
い
る
範
囲
で
知
る

こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
ば
か
り
で
面
白
か
っ
た
で
す
。
高
校
生
の
時
に
一
度
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だ
け
授
業
で
能
を
見
た
の
で
す
が
、
「
な
ん
か
す
ご
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う

な
記
憶
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
目
の
前
で
説
明
を
受

け
つ
つ
演
目
を
見
る
の
は
本
当
に
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
特
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
は
装
束
に
つ
い
て
で
す
。
ま
ず
、
着
付
け

は
二
、
三
人
が
か
り
で
一
人
に
着
付
け
を
し
、
着
付
け
を
す
る
人
、
さ
れ
る

人
の
連
携
が
大
事
な
の
だ
と
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
舞
台
上
で
激
し
く
動
く

の
で
、
帯
だ
け
で
固
定
す
る
の
で
は
な
く
、
針
と
糸
で
縫
っ
て
固
定
す
る
な

ど
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
和
服
の
着
付
け
は
、
て
ろ
ん
と
し
た
着
物

を
重
ね
て
帯
で
締
め
て
固
定
す
る
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た
た
め
、
こ
ん
な
に

手
間
が
か
か
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
演
目
に

よ
っ
て
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
例
と
し
て
出
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
葵

上
」
と
い
う
演
目
の
六
条
御
息
所
の
場
合
は
、
美
し
い
女
性
の
姿
と
生
霊
の

怖
い
姿
が
あ
る
た
め
、
下
に
生
霊
の
衣
装
を
着
て
、
上
に
女
性
の
着
物
を
着

て
い
ま
し
た
。
美
し
い
女
性
の
着
物
（
上
の
着
物
）
も
三
角
形
を
並
べ
た

「
鱗
」
模
様
で
激
し
い
嫉
妬
や
執
着
心
を
表
し
、
生
霊
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
た
め
、
能
の
知
識
が
あ
れ
ば
演
目
の
元
ネ
タ
を
知
ら
な
く
て
も
予

測
し
て
楽
し
め
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
「
葵
上
」
で
は
葵
上
は
で
て
こ

ず
に
伏
せ
ら
れ
た
着
物
の
上
着
で
描
写
さ
れ
た
り
、
黒
子
を
い
な
い
も
の
と

し
て
扱
う
、
着
替
え
の
際
の
白
い
布
で
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
見
え
な
い
と
し

て
考
え
る
な
ど
、
「
見
え
る
の
に
見
え
な
い
」
と
い
う
感
覚
が
新
鮮
で
楽
し

か
っ
た
で
す
。
個
人
的
に
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
般
若
の
お
面
の

話
で
す
。
結
婚
式
で
白
無
垢
の
下
の
お
で
こ
に
ひ
も
を
ま
く
の
は
、
晴
れ
の

日
く
ら
い
は
般
若
の
お
面
の
よ
う
に
怒
っ
て
角
を
出
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う

思
い
か
ら
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
、
と
知
り
ま
し
た
。
般
若
が
女

性
の
怒
っ
た
顔
だ
と
い
う
の
は
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ま
さ
か
結
婚
式
に

話
が
つ
な
が
る
と
は
お
も
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
驚
い
た
し
、
面
白
い
な

と
思
い
ま
し
た
。

　
能
装
束
は
昔
か
ら
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
、
昔
の
人
が
代
々

丁
寧
に
扱
っ
て
き
た
お
か
げ
で
き
ら
き
ら
と
し
た
今
が
あ
る
の
だ
と
思
う

と
、
装
束
を
通
し
て
能
楽
師
の
方
の
思
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
お
囃
子
と
そ
の
楽
器
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
お
話
を
聞
い
て
（
担
当
：
お
囃
子
）

一
回
生
　
林
　
　
　
沙
　
那

　
今
回
、
新
入
生
歓
迎
行
事
と
し
て
能
楽
鑑
賞
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
伝
統
文
化
に
触
れ
る
機
会
が
減
っ
て
い
る
中
、zoom

開
催
で
は
あ
り
ま
し
た
が
能
と
狂
言
に
つ
い
て
様
々
な
側
面
か
ら
知
る
こ
と

の
出
来
る
貴
重
な
機
会
を
頂
い
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
そ
の
上
、
私

は
学
会
で
の
お
手
伝
い
を
兼
ね
て
対
面
で
鑑
賞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ど
の
お
話
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
し
た
が
、
私
は
お
囃
子
に
つ
い
て
の
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感
想
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
お
話
を
聞
い
て
い
る
中
で
、
お
囃
子
の
楽
器
の
性
質
は
非
常
に
特
徴
的
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
最
初
に
「
オ
ヒ
ャ
リ
ヒ
ョ
ー
イ

ヒ
ャ
ー
リ
ヒ
ー
」
と
い
っ
た
歌
を
覚
え
た
の
ち
指
を
習
う
と
い
う
独
特
な
習

い
方
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
多
く
の
人
が
曲
を

習
い
、
そ
れ
が
現
代
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
に
、
伝
統
に
対
す
る
尊
さ
を
感
じ

ま
し
た
。
ま
た
、
一
般
的
な
楽
器
と
は
違
っ
て
小
鼓
の
ほ
う
が
大
鼓
よ
り
音

が
低
く
、
小
鼓
が
湿
気
を
好
む
の
に
対
し
大
鼓
は
乾
い
た
状
態
を
好
む
と
い

う
お
話
を
聞
き
、
同
じ
よ
う
な
形
状
の
楽
器
が
対
照
的
な
特
徴
を
も
つ
こ
と

が
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
素
材
も
、
動
物
の
皮
と
い
う
点
で
は

同
じ
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
扱
い
方
や
音
が
異
な
る
の
か
不
思

議
に
思
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
お
話
の
中
で
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
専
業
の
シ
テ

方
で
あ
る
講
師
の
方
々
が
、
囃
子
を
演
奏
で
き
る
の
か
と
い
う
お
話
で
す
。

そ
の
理
由
は
、
一
人
前
に
な
る
た
め
の
修
行
過
程
で
、
全
て
の
役
割
に
つ
い

て
稽
古
を
す
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
お
互
い
の
役
割
を
知
る
こ
と
で
、
呼
吸

の
あ
っ
た
よ
り
よ
い
舞
台
が
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
今
回
、
能
と
狂
言
の
鑑
賞
に
加
え
て
着
付
け
や
お
囃
子
な
ど
、
本
来
役
者

の
方
し
か
知
ら
な
い
裏
話
を
沢
山
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
て
、
能
と
狂
言
の

魅
力
を
よ
り
深
く
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
普
段
触
れ
る
機
会
が
な
い

の
で
楽
し
く
鑑
賞
で
き
る
の
か
不
安
で
し
た
が
、
分
か
り
や
す
く
気
さ
く
に

話
し
て
く
だ
さ
る
講
師
の
方
の
お
か
げ
で
、
能
と
狂
言
を
身
近
な
も
の
に
感

じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
落
ち
着
け

ば
、
ま
た
鑑
賞
に
足
を
運
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　「
狂
言
」
の
印
象
の
変
化
（
担
当
：
狂
言
）

一
回
生
　
中
　
井
　
花
　
実

　
能
と
能
の
合
間
に
演
じ
ら
れ
る
、
わ
か
り
や
す
い
演
劇
と
い
う
の
が
、
今

ま
で
私
が
持
っ
て
い
た
狂
言
の
知
識
だ
。
幼
い
頃
、
私
は
あ
る
テ
レ
ビ
番
組

で
狂
言
を
見
た
事
が
あ
っ
た
が
、
幼
か
っ
た
私
は
そ
の
面
白
さ
が
今
ひ
と
つ

分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
も
あ
ま
り
興
が
乗
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
し
か
し
、
間
近
で
見
た
狂
言
は
、
今
ま
で
の
「
面
白
く
な
い
だ
ろ
う
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
程
の
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　
当
日
、
狂
言
の
こ
と
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
後
に
、
実
際
に
演

じ
て
い
た
だ
く
と
い
う
流
れ
だ
っ
た
。
狂
言
と
は
何
た
る
か
を
説
明
し
て
い

た
だ
い
た
中
で
、
特
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
「
わ
か
ら
な
い
言
い
回
し
が

あ
っ
て
も
気
に
せ
ず
見
続
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
演
者
の
方
か
ら
の
お
言
葉

だ
。
そ
の
言
葉
に
私
は
面
食
ら
っ
た
。
由
緒
正
し
い
伝
統
芸
能
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
気
軽
な
気
持
ち
で
見
て
も
い
い
も
の
な
の
か
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
は
言
わ
れ
た
も
の
の
い
ま
だ
緊
張
し
て
い
る
私
を
差
し
置
い
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て
、
そ
の
後
も
解
説
は
続
い
た
。
そ
し
て
い
ざ
鑑
賞
と
い
う
と
き
に
、
私
の

中
の
緊
張
は
一
気
に
ほ
ぐ
れ
て
い
っ
た
。
活
気
の
あ
る
雰
囲
気
や
大
き
な
動

作
、
豊
か
な
表
情
を
前
に
し
て
緊
張
な
ど
と
て
も
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の

だ
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
と
て
も
面
白
か
っ
た
の
だ
。
「
歌
を
歌
え
」

と
い
う
主
人
の
絶
対
的
な
命
令
を
、
ど
う
に
か
し
て
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る

奉
公
人
の
コ
ミ
カ
ル
な
行
動
に
お
も
わ
ず
笑
み
が
漏
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
私

が
今
ま
で
持
っ
て
い
た
悪
い
イ
メ
ー
ジ
は
あ
っ
さ
り
霧
散
し
、
「
今
度
は
自

主
的
に
見
に
行
っ
て
み
よ
う
か
」
と
考
え
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　
能
や
狂
言
と
聞
く
と
「
敷
居
が
高
い
」
と
身
構
え
て
敬
遠
し
て
し
ま
う
人

も
き
っ
と
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
か
つ
て
私
も
そ
う
思
っ
て
い
た
が
、
今
回
の

鑑
賞
会
で
そ
の
考
え
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
伝
統
的
な
も
の
に
触
れ
、
味
わ

う
。
そ
れ
に
楽
し
み
を
見
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
次
は
何
に
出
会
え

る
だ
ろ
う
か
と
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

　
　
　
能
楽
に
つ
い
て
（
担
当
：
能
）

一
回
生
　
林
　
　
百
　

合
　

子

　
初
め
て
能
楽
を
生
で
鑑
賞
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
そ
し
て
能
楽
の
虜
に

な
っ
た
。

　
今
回
鑑
賞
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
曲
目
「
葵
上
」
と
「
橋
弁
慶
」
の

二
つ
だ
。
曲
目
も
迫
力
が
あ
っ
て
面
白
く
、
こ
こ
に
記
し
た
い
こ
と
が
山
ほ

ど
あ
る
の
だ
が
、
「
葵
上
」
で
最
も
印
象
深
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
さ
せ
て
も

ら
う
。

　
曲
目
「
葵
上
」
は
、
葵
上
へ
の
一
方
的
な
嫉
妬
や
恨
み
を
持
つ
六
条
御
息

所
が
、
鬼
女
に
変
貌
し
、
葵
上
の
命
を
奪
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の

場
面
で
と
り
わ
け
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
葵
上
を
襲
お
う
と
す
る
六
条

御
息
所
の
足
取
り
で
あ
る
。

　
足
を
高
い
位
置
ま
で
上
げ
、
ゆ
っ
く
り
と
足
を
振
り
下
ろ
す
。
同
じ
場
所

で
規
則
正
し
く
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
鳴
ら
し
て
い
た
か
と
思
え
ば
、
突
然
体
の

向
き
を
変
え
て
ス
ー
ッ
と
足
音
も
出
さ
ず
に
違
う
方
へ
と
進
ん
で
い
く
。
御

息
所
の
足
取
り
に
は
規
則
性
が
な
か
っ
た
の
だ
。
私
は
、
ど
こ
へ
向
か
う
の

か
全
く
読
め
な
い
、
不
規
則
な
足
の
動
き
に
最
も
恐
怖
を
感
じ
た
。

　
逆
に
、
葵
上
と
は
遠
い
位
置
で
体
を
微
動
だ
に
せ
ず
じ
っ
と
葵
上
を
見
つ

め
て
い
た
時
に
は
、
思
わ
ず
背
筋
が
凍
っ
た
。
テ
ン
ポ
が
速
く
な
る
お
囃
子

の
笛
や
、
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
太
鼓
の
音
も
相
ま
っ
て
不
気
味
さ
が

倍
増
し
、
見
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
舞
台
の
端
か
ら
端
ま
で
ま
で
張
り
つ
め
て
い
た
只
な
ら
な
い
緊
張
が
、
そ

れ
が
舞
台
を
超
え
て
客
席
に
も
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
動
き
が
演
技
で
あ
る
と
頭
の
中
で
わ
か
っ
て
い
て
も
、
見
て
い

た
時
は
本
当
に
怖
か
っ
た
。
六
条
御
息
所
が
進
路
を
変
え
、
い
き
な
り
客
席

の
ほ
う
へ
襲
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
本
気
で
思
っ
て
し
ま
い
、
体
も
硬
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直
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　
見
る
の
が
怖
く
な
っ
て
目
を
瞑
っ
て
も
、
耳
か
ら
否
応
な
く
お
囃
子
が
流

れ
込
ん
で
き
て
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
今
思
え
ば
、
す
っ
か
り
能
楽
の
世
界
観
に
吞
み
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。

　
曲
目
が
終
わ
っ
た
頃
に
は
な
ぜ
だ
か
疲
労
感
に
襲
わ
れ
て
お
り
、
座
っ
て

鑑
賞
し
て
い
た
だ
け
な
の
に
か
な
り
息
が
上
が
っ
て
い
た
。
さ
っ
き
ま
で
自

分
が
見
て
い
た
も
の
は
夢
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
度
あ
の
緊
張
感

を
味
わ
い
た
い
と
す
ぐ
さ
ま
思
っ
た
。
ま
た
、
あ
の
舞
台
を
、
呑
み
込
ま
れ

る
よ
う
な
異
様
な
雰
囲
気
を
一
か
ら
人
の
手
で
作
り
出
し
て
い
た
こ
と
に
驚

い
た
。

　
能
楽
師
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
実
際
の
能
楽
の
歴
史
は
室
町
時
代
に
さ

か
の
ぼ
る
ら
し
い
。
六
百
年
前
の
人
々
も
、
私
た
ち
が
鑑
賞
し
た
曲
目
を
鑑

賞
し
、
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
能
楽
を
鑑
賞
し
、
感
じ
た

能
楽
の
面
白
さ
が
時
を
超
え
て
、
室
町
時
代
を
生
き
た
人
々
と
私
た
ち
を
繋

げ
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
今
度
は
自
分
の
足
で
能
楽
堂
へ
出
向
き
、
も
う
一
度
鑑
賞
し
に
行
き
た

い
。

　
　
　
能
の
歴
史
（
担
当
：
歴
史
）

一
回
生
　
土
　
井
　
菜
　

　々

子

　
能
楽
鑑
賞
会
が
新
入
生
歓
迎
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
私
は
能
に
初
め
て
生

で
触
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
情
勢
の
た
め
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
が
、
学
会
委
員
と
し
て
生
で
参
加
で
き
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く

思
い
ま
す
。
大
変
貴
重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
今
回
私
は

「
能
の
歴
史
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　
今
や
能
は
日
本
の
有
名
な
伝
統
芸
能
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
発
展
す
る
の
に

は
深
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
能
が
生
ま
れ
た
の
は
一
四
〇
〇
年
、
室
町

時
代
で
す
。
室
町
時
代
の
前
半
と
後
半
で
能
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
た
こ

と
が
私
は
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
前
半
で
は
、
能
は
た
だ

の
も
の
ま
ね
の
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
芸
能
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後

半
に
な
る
と
高
尚
で
複
雑
な
芸
能
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
戦
国
時
代
に
も

武
将
た
ち
の
娯
楽
の
一
種
と
し
て
楽
し
ま
れ
ま
す
。
最
初
は
ふ
ざ
け
た
も
の

ま
ね
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
将
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
芸
能

に
発
展
し
た
こ
と
に
素
直
に
能
の
凄
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
戦
国
時
代
は
徳
川

家
康
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
行
事
の
時
に
行
う
「
式
楽
」
に
も
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
時
代
は
日
本
に
と
っ
て
激
動
の
時
代
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
近
代
は
戦
争
な
ど
の
影
響
か
ら
娯
楽
の
部
分
が
強
い
能
は
無
駄
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な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
確
か
に
日

本
の
こ
の
時
代
を
考
え
る
と
能
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
考
え
は
仕
方
が
な
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
度
は
ピ
ン
チ
を
迎
え
た
能
が
今
現
在

も
残
っ
て
い
る
の
は
、
能
を
残
そ
う
と
尽
力
し
た
人
々
が
い
た
か
ら
で
す
。

　
私
は
、
能
の
歴
史
を
学
び
こ
ん
な
に
も
能
に
深
い
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
を

初
め
て
知
り
ま
し
た
。
日
本
史
は
小
学
校
か
ら
授
業
で
学
び
ま
す
が
、
能
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
歴
史
を
み
た
こ
と
は
今
ま
で
な
か
っ
た
の
で
新
し
い
視

点
を
増
や
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
能
が
こ
こ
ま
で
続
い
て
き
た
の
に
は
多

く
の
歴
史
が
あ
り
、
紆
余
曲
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
今
現

在
の
日
本
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
に
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
に
私
は
驚
く
と

同
時
に
、
だ
か
ら
こ
そ
今
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
文
化
な
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。
能
な
ど
の
伝
統
芸
能
に
触
れ
る
機
会
は
そ
ん
な
に
多
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
自
分
か
ら
関
心
を
示
し
そ
の
よ
う
な
機
会
を
増
や
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
段
は
触
れ
る
こ
と
が
少
な
い
も
の
だ
か
ら
こ

そ
、
今
回
の
能
楽
鑑
賞
会
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
貴
重
な
良
い
体
験
と
な
り

ま
し
た
。

公
開
講
座
聴
講
記
（
十
一
月
七
日
）

　
　
　
公
開
講
座
を
受
け
て

三
回
生
　
井
　
阪
　
未
　
来

　
大
谷
先
生
の
近
世
ゼ
ミ
で
、
今
回
の
公
開
講
座
で
は
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン

ベ
ル
先
生
に
講
義
を
行
っ
て
い
た
だ
く
と
聞
き
、
驚
き
ま
し
た
。
普
段
メ

デ
ィ
ア
で
よ
く
目
に
す
る
方
の
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
は
め
っ

た
に
な
く
、
非
常
に
貴
重
な
経
験
で
す
。
ど
の
よ
う
な
講
義
を
さ
れ
る
の

か
、
受
講
す
る
前
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
ご
講
演
は
「
一
冊
の
中
を
、
人
々
は
ど
う
歩
い
た
か
？
　
江
戸
文
芸
に
み

る
公
共
圏
と
そ
の
記
録
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
江
戸
文
芸
や
そ
の

記
録
を
通
し
て
当
時
の
人
々
の
文
芸
に
対
す
る
関
わ
り
方
と
「
公
共
圏
」
に

つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
も
の
で
し
た
。
当
時
、
作
品
が
作
ら
れ
た
際
は
完
成
祝

賀
会
と
し
て
書
画
会
や
席
画
会
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
空
間
の
中

で
文
化
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
集
ま
り
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
会
の
招
待
状
な
ど
の
片
々
と
し
た
後
々
ま
で
は

残
り
に
く
い
資
料
を
見
る
こ
と
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な

観
点
か
ら
文
化
史
を
見
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　「
公
共
圏
」
と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
私
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
文
化
人
の
交
流
の
場
で
あ
る
「
サ
ロ
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ン
」
を
連
想
し
ま
し
た
。
で
す
が
、
お
話
を
聞
い
て
い
く
と
「
公
共
圏
」
は

知
的
で
風
雅
な
も
の
に
限
ら
ず
、
俗
事
も
政
治
も
語
り
合
わ
れ
る
自
由
で
雑

然
と
し
た
場
所
で
あ
り
、
身
分
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
誰
で
も
参
加
で
き
る

も
の
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
自
由
な
個
人
を
尊
重
し
て
い
る
点
が
近
代
的
だ

と
い
え
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
統
制
が
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

　
講
演
で
は
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
当
時
の
招
待
状
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
資
料
と
し
て
、
東
条
琴
台
の
『
焦
後
鶏
肋
冊
』
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
百
以
上
の
書
画
会
の
招
待
状
な
ど
が
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
現
代

の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
所
狭
し
と
貼
ら
れ
た
招
待
状

は
私
が
想
像
し
て
い
た
堅
苦
し
い
も
の
と
は
全
く
異
な
り
、
様
々
な
デ
ザ
イ

ン
で
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
、
現
代
の
チ
ラ
シ
や
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と

同
じ
よ
う
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
挿
絵
を
見
る
と
、
行
わ
れ
る
会
が
ど
の
よ
う

な
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
の
か
も
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
招

待
状
を
保
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
東
条
琴
台
が
積
極
的
に
会
に

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
当
時
は
会
が
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
お
り
、
「
サ
ロ
ン
」

と
は
異
な
る
近
代
的
な
あ
り
方
の
「
公
共
圏
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。

　
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
の
お
話
を
聞
く
こ
と
で
、
一
つ
の
も
の
を
理
解
す
る
た

め
に
は
様
々
な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
ま

し
た
。
ま
た
、
異
な
る
時
代
に
生
き
た
人
は
遠
い
存
在
だ
と
捉
え
て
し
ま
い

が
ち
で
す
が
、
そ
の
実
際
の
姿
を
知
る
こ
と
で
現
在
と
共
通
す
る
部
分
も
あ

る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
る
と
分
か
り
ま
し
た
。

　
　
　
二
〇
二
二
年
度
公
開
講
座
を
拝
聴
し
て

三
回
生
　
伊
　
藤
　
安
　
未

　
今
回
の
講
座
で
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
の
「
一
冊
の
中
を
、

人
々
は
ど
う
歩
い
た
か
？
～
江
戸
文
芸
に
見
る
公
共
圏
と
そ
の
記
録
に
つ
い

て
～
」
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
以
降
、
一
般
公
衆
に
よ
っ
て
書
画
会

と
い
う
書
と
絵
画
の
展
覧
会
が
盛
ん
に
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
書
画
会
の
輪
郭
を
、
同
時
代
の
資
料
を
基
に
明
ら

か
に
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
書
画
会
と
い
う
言
葉
を
今
回
の
講
座
で
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
現
代
に
お

い
て
芸
術
に
触
れ
る
と
い
う
場
面
を
想
像
し
た
時
、
一
番
初
め
に
浮
か
ぶ
の

は
文
化
施
設
や
展
示
会
に
行
っ
て
静
か
な
空
間
で
展
示
品
と
向
き
合
う
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
す
が
、
料
亭
や
神
社
仏
閣
と
い
う
場
で
行
わ
れ
、
人
々

が
寄
り
集
ま
っ
て
交
流
し
、
飲
食
や
酒
宴
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
書
画
会
の
在

り
方
を
知
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
と
の
触
れ
合
い
方
が
存
在
し
て
い
た
の

か
と
驚
き
ま
し
た
。
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ご
紹
介
が
あ
っ
た
資
料
の
う
ち
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、
東
條
琴
台
の

『
焦
後
鶏
肋
冊
』
で
す
。
こ
の
本
は
彼
へ
の
会
の
招
待
状
や
会
の
記
録
資
料

が
集
め
ら
れ
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
す
。
当
時
の
日
本
に
ス
ク
ラ
ッ
プ

ブ
ッ
ク
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
天
保
三
年
の

『
書
画
蒼
粋
』
と
い
う
本
の
出
版
を
記
念
し
た
書
画
会
の
図
が
あ
り
ま
し
た
。

文
芸
に
関
わ
る
人
々
が
寄
り
集
ま
っ
て
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
図
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
点
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
人

が
空
間
に
密
集
し
て
い
る
点
で
す
。
人
と
人
と
の
距
離
が
近
い
こ
と
か
ら
、

人
同
士
の
交
流
も
密
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

見
て
い
る
だ
け
で
も
そ
の
場
の
活
気
や
人
々
の
熱
量
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
次
に
、
人
々
が
バ
ラ
バ
ラ
の
方
向
を
向
い
て
い
る
点
で
す
。
現
代
に
お

け
る
鑑
賞
の
場
で
は
、
人
々
は
大
体
決
め
ら
れ
た
方
向
を
向
く
傾
向
に
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
書
画
会
で
は
制
作
、
鑑
賞
、
購
入
、
物
々
交
換
、
交
流

な
ど
人
々
が
多
様
な
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
を
向
い

て
い
ま
す
。
次
に
、
人
々
の
中
に
女
性
も
存
在
し
て
い
る
点
で
す
。
書
画
会

は
性
別
や
年
齢
、
身
分
を
越
え
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
お
話
を
聞
い
て
、

よ
り
多
く
の
人
に
開
け
た
空
間
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
お
話
の
最
後
に
、
本
来
残
り
づ
ら
い
も
の
を
基
に
考
え
て
い
く
こ
と
は
難

し
い
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
る
の
だ

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
『
焦
後
鶏
肋
冊
』
は
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
寄
せ
集
め

で
あ
り
、
東
條
琴
台
が
あ
え
て
残
そ
う
と
し
な
け
れ
ば
残
ら
な
い
よ
う
な
資

料
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
は
、
御
研
究
の
中

で
書
画
会
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
著
名
な
資
料
だ
け
で
は
な
く
、

困
難
で
あ
っ
て
も
後
世
に
残
り
に
く
い
個
人
的
な
資
料
を
大
切
に
な
さ
っ
て

お
り
、
研
究
の
姿
勢
と
し
て
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
公
開
講
座
を
拝
聴
し
て

三
回
生
　
大
　
佛
　
サ
　
ト

　
今
回
の
公
開
講
座
で
は
「
観
阿
弥
・
犬
王
か
ら
世
阿
弥
へ
―
世
阿
弥
自
筆

能
本
〈
江
口
〉
の
成
立
―
」
と
題
し
世
阿
弥
自
筆
能
本
で
あ
る
〈
江
口
能
〉

が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
。
ま
た
、
〈
江
口
〉
と
〈
室
君
〉
と
い
う
二

つ
の
能
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
を
拝
聴
し
た
。

　
わ
た
し
は
犬
王
の
存
在
を
恥
ず
か
し
な
が
ら
つ
い
最
近
知
っ
た
ば
か
り

だ
っ
た
が
、
犬
王
は
現
在
で
は
観
阿
弥
世
阿
弥
親
子
よ
り
贔
屓
さ
れ
て
い
た

と
い
う
の
が
常
識
の
考
え
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
講
座
の
本
題
で
あ
る
〈
江
口
能
〉
は
観
阿
弥
が
す
べ
て
作
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
た
が
、
世
阿
弥
作
の
能
の
特
徴
と
し
て
統
一
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て

お
り
、
そ
れ
が
〈
江
口
〉
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
観
阿
弥
だ
け
で
な

く
世
阿
弥
も
書
き
加
え
て
完
成
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
実
際
講
座
中
台
本
の
中
に
書
か
れ
た
「
月
」
や
「
舟
」
と
い
う
統
一
イ

メ
ー
ジ
の
箇
所
に
〇
を
付
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
そ
れ
ら
が
書
か
れ
て
い
る
所

と
書
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
分
け
ら
れ
興
味
深
く
感
じ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
〈
江
口
〉
の
演
目
は
〈
室
君
〉
と
構
造
が
似
通
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
問
題
に
挙
げ
ら
れ
た
。
〈
室
君
（
竿
ノ
哥
）
〉
は
犬
王
作
の
天
女
舞
の

能
で
、
〈
江
口
〉
の
成
立
論
の
中
に
は
〈
室
君
〉
が
〈
江
口
〉
に
先
行
す
る

と
い
う
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
阿
弥
は
〈
竿
ノ
哥
之
能
〉
（
室
君
）
を
書

写
し
て
い
る
。
な
ぜ
世
阿
弥
は
書
写
し
た
の
か
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
当
時

「
舞
＝
天
女
舞
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

天
女
舞
は
犬
王
の
も
の
だ
っ
た
が
、
先
生
の
お
話
で
は
観
阿
弥
が
亡
く
な
る

時
に
世
阿
弥
に
「
天
女
舞
を
大
和
猿
楽
に
取
り
入
れ
る
よ
う
」
と
遺
言
を
残

し
、
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
天
女
舞
を
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
後
犬
王
の
天
女
舞
を
脱
皮
す
る
新
し
い
「
菩
薩
舞
」
を
創
造
し
完
成
し
た

の
が
現
在
の
〈
江
口
〉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
今
回
の
講
座
は
『
世
阿
弥
自
筆
納
本
集
影
印
編
・
校
訂
編
』
を
見
つ
つ
拝

聴
し
て
い
た
が
、
「
観
音
」
や
「
歌
舞
の
菩
薩
」
を
消
し
て
「
普
賢
」
と
し

た
跡
が
見
て
取
れ
、
世
阿
弥
が
大
和
猿
楽
独
自
の
舞
を
模
索
し
た
様
子
が
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
た
。
翻
刻
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
自
筆
本
を
見

る
こ
と
で
作
者
が
何
に
影
響
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
模
索
し
、
完
成
さ
せ
た

の
か
読
み
取
り
、
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
分
か
っ
た
。
い
ま
ま
で

翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
避
け
が
ち
だ
っ
た
が
、
影
印
さ
れ
て
い
る
も
の

を
読
む
楽
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
か
ら
は
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と

講
座
を
通
じ
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
公
開
講
座
聴
講
記
（
二
〇
二
二
・
一
一
・
七
）

三
回
生
　
酒
　
井
　
智
　
永

　
今
回
の
田
口
先
生
の
公
開
講
座
「
観
阿
弥
・
犬
王
か
ら
世
阿
弥
へ
―
世
阿

弥
自
筆
能
本
〈
江
口
〉
の
成
立—

」
に
て
、
能
「
江
口
」
に
ど
の
よ
う
な
訂

正
が
あ
っ
た
の
か
、
犬
王
が
世
阿
弥
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の

か
、
と
い
う
お
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

　
田
口
先
生
の
講
座
で
は
、
ま
ず
観
阿
弥
作
と
さ
れ
る
「
江
口
」
に
お
い

て
、
複
数
の
節
で
世
阿
弥
の
統
一
イ
メ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
と
の
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。
世
阿
弥
が
訂
正
し
た
節
に
は
「
月
」
「
船
」
と
い
っ
た
全
体
に
通

じ
る
事
象
が
あ
り
、
各
節
ご
と
に
そ
の
よ
う
な
統
一
イ
メ
ー
ジ
あ
る
か
否
か

で
、
世
阿
弥
の
執
筆
部
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
見
解
を
興
味

深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
観
阿
弥
執
筆
「
江
口
」
と
世
阿
弥
が
自

筆
本
で
訂
正
し
た
「
江
口
」
に
は
他
に
も
違
い
が
あ
り
、
観
阿
弥
作
の
能

「
江
口
」
で
は
、
遊
女
が
最
期
に
観
音
と
な
っ
て
極
楽
往
生
を
果
た
す
と
い

う
終
わ
り
方
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
世
阿
弥
自
筆
本
に
て
最
終

的
に
江
口
の
君
が
「
カ
ン
ノ
ン
」
か
ら
「
フ
ゲ
ン
ボ
サ
ツ
」
と
書
き
変
え
ら
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れ
て
い
ま
す
。
こ
の
観
音
か
ら
普
賢
菩
薩
へ
の
変
化
に
つ
い
て
、
訂
正
前
の

「
江
口
」
は
、
犬
王
「
室
君
（
竿
ノ
歌
之
能
）
」
の
天
女
舞
か
ら
着
想
を
得
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
犬
王
は
観
阿
弥
・
世
阿
弥
に
も
勝

る
ほ
ど
義
満
ら
に
重
宝
さ
れ
た
能
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も

驚
き
ま
し
た
が
、
世
阿
弥
が
犬
王
の
構
造
を
取
り
入
れ
て
「
江
口
」
初
案
を

練
っ
た
と
い
う
影
響
関
係
が
大
変
興
味
深
く
感
じ
ま
し
た
。
最
終
的
に
犬
王

を
基
に
し
た
天
女
舞
が
普
賢
菩
薩
の
舞
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
世
阿
弥
の

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
田
口
先
生
の
公
開
講
座
を
通
し
て
は
、
そ
の
見
解
内
容
に
限
ら
ず
、
「
節

ご
と
の
差
異
か
ら
世
阿
弥
の
執
筆
を
見
極
め
る
」
「
変
化
の
過
程
を
遡
っ
て

考
え
る
」
と
い
っ
た
田
口
先
生
の
考
察
の
進
め
方
も
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
私
は
中
世
ゼ
ミ
に
て
狂
言
を
学
ん
で
お
り
ま
す
が
、
狂
言
に
も
「
末

広
が
り
」
の
構
成
の
よ
う
に
、
「
こ
の
話
を
基
に
書
か
れ
た
作
品
だ
ろ
う
」

と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
数
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
作
品
を
扱

う
際
に
は
、
今
回
の
公
開
講
座
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
て
考
察
を
深
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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　『
女
子
大
國
文
』
投
稿
規
定

一
、
（
投
稿
資
格
）

　
①
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局
の
判

断
で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、
（
刊
行
回
数
・
時
期
・
投
稿
の
締
め
切
り
）

　
①
　
毎
年
二
回
、
九
月
と
一
月
に
刊
行
す
る
。

　
②
　
毎
年
、
五
月
十
日
と
九
月
三
十
日
を
投
稿
の
締
め
切
り
と
す
る
（
厳

守
）
。

三
、
（
投
稿
の
枚
数
）

　
枚
数
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十

枚
（
注
・
表
・
図
版
な
ど
を
含
む
）
を
目
安
と
す
る
。
ま
た
、
完
全
原

稿
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な
い

が
、
段
落
や
章
の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
は
、
査

読
を
行
う
関
係
上
不
可
）
。

四
、
（
投
稿
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
）

　
①
　
手
書
き
原
稿
の
場
合
、
投
稿
原
稿
二
部
（
審
査
用
。
二
部
と
も
コ

ピ
ー
し
た
も
の
で
も
可
）
。

　
②
　
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部
（
審
査

用
）
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
プ
ロ

専
用
機
の
場
合
は
機
種
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
の
場
合
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ

フ
ト
名
を
通
知
す
る
こ
と
）
。

五
、
（
投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
）

　
①
　
論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ
ッ
コ
に
括
っ
て

記
す
こ
と
。
本
学
の
教
員
・
院
生
・
学
生
の
場
合
は
、
（
本
学
教
授
）

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
）

な
ど
と
記
す
。

　
②
　
連
絡
先
の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と
（
採
否
の
知
ら
せ
や

校
正
送
付
等
の
た
め
）
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
事
項

を
す
み
や
か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の
教
員
・
院
生
・
学
生
は
直
接
原
稿
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住

所
は
不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個



121

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す

る
こ
と
は
し
な
い
。

　
③
　
原
稿
に
つ
い
て
は
、
引
用
の
正
確
さ
と
厳
密
さ
、
出
典
の
明
示
、
先

行
研
究
と
の
重
な
り
な
ど
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
二
重
投
稿
に
な

ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
こ
と
。

六
、
（
投
稿
先
）

　
　
〒
六
〇
五
―
八
五
〇
一
　
京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
（
投
稿
論
文
の
採
否
）

　
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外

部
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を

投
稿
者
に
通
知
す
る
。

八
、
（
校
正
）

　
校
正
は
原
則
と
し
て
、
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な

修
正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な
い
。

九
、
（
本
誌
・
抜
き
刷
り
の
贈
呈
）

　
投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を

贈
呈
す
る
。
増
刷
希
望
の
場
合
は
、
実
費
執
筆
者
負
担
で
受
け
付
け
る

の
で
、
採
用
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す
み
や
か
に
『
女
子
大
國
文
』
編

集
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十
、
（
掲
載
論
文
の
著
作
権
及
び
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
）

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
複
製
権
・
公
衆
送
信

権
を
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
及
び
京
都
女
子
大
学
に
許
諾
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
著
作
権
の
移
動
は
な
く
、
著
作
者
は
両
者
、
或
い
は
い
ず
れ
か

一
方
へ
の
許
諾
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
文
又
は
一
部
を
電
子
化
し
、
京
都
女
子

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
ー
バ
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
公
開
す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一
、
（
規
定
の
改
正
）

　
①
　
本
規
定
の
改
正
は
、
会
員
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
　
規
定
の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌
に
掲
載
す
る
。
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附
則

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
三
年
十
月
五
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　
本
投
稿
規
定
は
令
和
三
年
四
月
一
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。
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編
　
集
　
後
　
記

　
今
号
の
査
読
委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

      

大
谷
俊
太
・
中
島
和
歌
子
・
山
中
延
之

　
以
上
の
各
氏
に
査
読
を
依
頼
し
、
編
集
委
員
会
に
お
い
て
査
読
結
果
を
報

告
、
審
議
の
結
果
三
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
文
教
大
学
名
誉
教
授
の
田
口
和
夫
先
生
に
、
公
開
講
座
の
御
講
演

内
容
を
御
寄
稿
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
前
号
（
第
一
七
一
号
）
の
「
編
集
後
記
」
に
お
き
ま
し
て
、
査
読
委
員
の

方
の
御
名
前
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
の
通
り
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　（
誤
）
峯
村
志
津
子

　（
正
）
峯
村
至
津
子

（
中
西
・
宮
﨑
）


