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春
雨
物
語

「
挫
〈
噌
L

""" 
の
道
程

｜
｜
i
父
を
殺
す
ま
で
｜
｜
｜

大

輪

宏

靖

は

じ

め

に

『
春
雨
物
語
』
の
「
挫
〈
檎
」
は
、
上
田
秋
成
の
文
学
の
最
終
的
に
到
達
し
た
地
点
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
「
焚
晴
」
が
秋
成
の
生

涯
に
お
い
て
最
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
な
証
拠
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
創
作
時
期
を
問
題
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
私
が
「
株
式
噌
」
を
秋
成
文
学
の
到
達
点
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
内
容
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
秋
成
が
生
涯
を
か
け
て
、
作

品
の
上
で
試
み
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
、
す
べ
て
「
焚
噌
」
の
上
に
現
わ
れ
、
解
決
を
求
め
て
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

秋
成
に
も
、

「
焚
噌
」
に
つ
い
て
は
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

そ
れ
は
、
秋
成
が
、
最

後
と
な
っ
た
作
品
集
を
編
み
、

そ
の
末
尾
に
「
挫
〈
噌
L

を
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

“、
島

a
A
V

、4

、．

犬
、
刀

秋
成
が
音
品
識
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

「
奨
噌
」
は
秋
成
の
作
品
の
な
か
で
は

あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
く
て
よ
い
と
思
う
。
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一
番
の
長
さ
を
持
っ
て
い
る
。

一
人
の
人
間
が
そ
の
生
涯
の
終
り
近
く
に
、

一
番
長
い
作
品
を
書
け
ば
、

そ
の
作
品
に
は
、
そ
の
人
間
が
生

涯
を
か
け
て
考
え
た
種
々
の
問
題
が
集
約
的
に
現
わ
れ
る
の
が
当
然
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
秋
成
が
自
ら
意
識
し
よ
う
が
す
ま
い
が
、
読

者
た
る
私
た
ち
の
方
で
は
、
「
焚
愉
唱
し
を
考
え
る
と
き
に
、
秋
成
の
最
終
的
な
姿
を
そ
こ
に
感
じ
取
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
場
合
、

「
焚
噌
」
を
秋
成
文
学
の
到
達
点
と
呼
ぶ
の
は
さ
し
っ
か
え
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
言
う
到
達
点
と
は
、

あ
く
ま
で
も
一
応
の
も
の
で
あ
る
。
秋
成
は
、
常
に
自
分
の
文
学
を
発
展
さ
せ
続
け
、
同
じ
所
に
停
滞
す
る
こ
と
を

し
な
か
っ
た
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
、

「
焚
噌
」
以
後
に
も
寿
命
が
あ
っ
た
ら
、

秋
成
は
ま
た
新
た
な
文
学
的
境
地
を
切
り
開
い
た
と

田？っ。

そ
し
て
、

そ
の
と
き
に
は
、
「
奨
噌
」
は
一
つ
の
通
過
点
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
「
奨
噌
」
以
後
、
秋

成
は
文
学
的
な
進
展
を
行
な
う
い
と
ま
な
く
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、

そ
の
後
の
発
展
を
私
た
ち
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
h

つい
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う
意
味
で
、

い
ま
私
は
「
奨
噌
」
を
秋
成
文
学
の
到
達
点
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

「
焚
噌
」
と
い
う
作
品
に
は
、

特
別
な
興
味
が
涌
い
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
作
品
で
提
起
さ

れ
た
問
題
や
、

一
応
解
決
さ
れ
た
問
題
が
、
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
興
味
で
あ
る
。

そ
し
て
、
秋
成
が
生
涯
抱
え
続

け
た
問
題
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
結
実
し
て
い
る
か
は
、

「
奨
噌
」
論
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

上
回
秋
成
文
学
の
全
体
を
考
え
る
た
め
に

も
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
、

「
奨
噌
」
で
示
さ
れ
て
い
る
問
題
が
、

秋
成
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
じ
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

「
奨
噌
L

の
中
で
、

読
者
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
も
の
は
、
主
人
公
の
大
蔵
が
父
と
兄
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
。

大
蔵
が
悪
人
で
あ



る
こ
と
を
表
現
し
た
か
っ
た
と
し
て
も
、

ほ
か
に
方
法
は
い
く
ら
も
あ
ろ
う
。

「
孝
」
が
も
っ
と
も
尊
ば
れ
た
儒
教
道
徳
下
の
江
戸
時
代
と

い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、

い
っ
そ
う
こ
の
衝
撃
は
大
き
く
な
る
。

大
蔵
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
人
を
殺
し
、
盗
み
を
働
き
、
暴
れ
に
暴
れ
る
と
い
っ
た
悪
事
を
さ
ま
ざ
ま
に
行
な
っ
て
い
る
。
悪
人
と
い
う
こ

と
を
表
現
す
る
だ
け
な
ら
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
大
蔵
が
父
や
兄
を
殺
す
の
は
、
単
に
悪
人
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
深
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
だ
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、

「
焚
噌
」
が
単
純
な
悪
人
悔
悟
の
物
語
で
は
な
く
、
も
っ
と
別
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
作
品
だ
と
い
う
こ
と

に
も
な
ろ
う
。

も
と
も
と
秋
成
は
道
徳
的
な
人
間
で
あ
る
。

作
品
の
上
に
も
そ
う
し
た
面
は
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

『
雨
月
物
語
』
な
ど
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は
道
徳
面
か
ら
言
っ
て
少
し
の
破
綻
も
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
旧
著
『
上
田
秋
成
文
学
の
研
究
』
に
お
い
て
、
「
『
雨

月
物
語
b

を
支
配
す
る
論
理
」
と
い
う
章
を
設
け
て
述
べ
た
の
で
、
今
、
詳
し
く
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
論
を
進
め

る
都
合
上
、

少
し
だ
け
触
れ
て
お
け
ば
、

『
雨
月
物
語
』
で
は
、

モ
ラ
ル
に
反
し
た
人
聞
は
必
ず
そ
の
報
い
を
受
け
る
よ
う
に
作
品
が
構
成

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
逆
に
言
え
ば
、
不
幸
な
状
態
に
な
る
人
間
を
描
く
た
め
に
は
、
必
ず
そ
の
前
の
段
階
で
、

そ
の

人
間
に
モ
ラ
ル
に
反
し
た
行
為
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

「
吉
備
津
の
釜
」
の
正
太
郎
の
場
合
、
結
末
に
お
い
て
恐
ろ
し
い
殺

さ
れ
方
を
す
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
至
る
前
に
妻
へ
の
裏
切
り
を
設
定
し
て
あ
る
。

一方、

「
浅
茅
が
宿
」
の
勝
四
郎
は

結
末
に
お
い
て
死

ん
だ
妻
と
再
会
す
る
の
だ
が
、
妻
か
ら
の
報
復
を
受
け
な
い
た
め
に
、
山
賊
と
か
病
気
と
か
い
う
よ
う
に
、
勝
四
郎
が
帰
っ
て
来
ら
れ
な
か

っ
た
条
件
を
設
定
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
を
裏
切
っ
た
正
太
郎
は
妻
か
ら
の
報
復
を
受
け
る
が
、
勝
四
郎
は
や
む
を
得
ぬ
事
情
が
あ

っ
た
か
ら
無
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



秋
成
は
『
雨
月
物
語
』
の
最
後
に
位
置
す
る
つ
貧
福
論
」
で
、
金
銭
の
動
き
と
モ
ラ
ル
と
を
切
り
離
す
の
だ
が
、

そ
の
場
合
も
、
食
酷
残

忍
の
人
に
金
銭
が
集
ま
り
、
心
の
正
し
い
人
が
貧
し
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、

モ
ラ
ル
の
面
か

ら
見
て
ど
う
し
て
も
金
銭
の
動
き
が
納
得
い
か
な
い
た
め
に
新
た
な
論
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
秋
成
が
い
か
に
モ
ラ
ル
に
こ
だ

わ
っ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
秋
成
で
あ
る
か
ら
、

モ
ラ
ル
に
反
し
た
人
聞
を
肯
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

ま
し
て
、
主
殺
し
と
並
ん
で
も
っ
と

も
重
い
罪
で
あ
る
親
殺
し
を
犯
し
た
人
聞
を
許
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

『
雨
月
物
語
』

の
世
界
に
お
い
て
は
、

濃
厚
に
支
配
し
て
い
る
モ
ラ
ル
と
対
照
的
に
、

き
わ
め
て
希
薄
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
、

人
間
の
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「
情
」
の
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

モ
ラ
ル
と
合
致
す
る
情
は
さ
し
っ
か
え
が
な
い
l
！
と
い
う
よ
り
、
奨
励
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

十
分
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
浅
茅
が
宿
」
の
宮
木
が
夫
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
る
の
は
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

女
の
守
る
べ
き

モ
ラ
ル
に
添
っ
て
の
行
動
で
も
あ
る
。

「
菊
花
の
約
」
の
左
門
が
赤
穴
丹
治
を
斬
る
の
は
、

復
讐
の
情
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
モ
ラ
ル
に

反
し
た
丹
治
へ
の
諒
罰
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
は
情
の
部
分
も
肯
定
的
に
描
か
れ
る
の
だ
が
、

｝
れ
に
反
し
て
、

モ
ラ
ル
に
背
い
た
情
は

絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
白
峯
」
の
尚
一
市
徳
院
の
怨
念
の
情
は
西
行
に
た
し
な
め
ら
れ
る
し
、
「
青
頭
巾
L

の
僧
の
色
欲
の
情
は

快
庵
に
よ
っ
て
砕
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
、

き
わ
め
て
自
然
な
人
間
の
情
と
し
て
私
た
ち
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、

「
蛇
性
の
姪
」
に
お
け
る
、

真
女
児
に
対
す
る
豊
雄
の
情
で
あ
る
。
真
女
児
は
美
し
い
し
、
豊
雄
の
あ
こ
が
れ
て
い
る
部
の
風
俗
や
教
養
を
身
に
付
け
て
い
る
。
田
舎
に



生
ま
れ
育
ち
な
が
ら
、

「
生
長
優
し
く

み

や

び

常
に
都
風
た
る
事
を
の
み
好
L

ん
だ
豊
雄
が
、
真
女
児
を
一
目
見
る
な
り
好
き
に
な
っ
て
し
ま

い
、
熱
烈
な
恋
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
恋
心
は
、
家
の
責
任
者
で
あ
る
父
や
兄
の
許
す
と
こ

ろ
と
は
な
ら
な
い
。
当
然
こ
こ
で
豊
雄
は
、
自
分
の
情
と
、
父
・
兄
の
意
志
と
の
間
で
悩
む
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
豊
雄
は
そ
う
い
う
状
、
況
の
も
と
で
悩
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
女
児
は
蛇
で
あ
る
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
お
り
、

や
が
て
は
恐
ろ
し
い
正
体
を
現
わ
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
豊
雄
と
真
女
児
の
結
婚
に
反
対
す
る
父
や
兄
の
立
場
が

正
し
い
こ
と
に
な
り
、
豊
雄
は
父
や
兄
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
立
場
と
な
る
。
豊
雄
に
と
っ
て
は
、
父
や
兄
の
意
志
通
り
に
真
女
児
へ
の
恋

心
を
断
ち
切
る
こ
と
が
正
義
と
な
る
の
だ
。
人
間
の
自
然
な
情
が
、
家
の
長
の
音
仙
志
と
対
立
す
る
危
険
は
こ
う
し
て
回
避
さ
れ
て
い
る
。
豊

雄
は
父
に
逆
ら
う
こ
と
な
く

l
lす
な
わ
ち
、
孝
と
い
う
モ
ラ
ル
を
犯
す
こ
と
な
く
、
無
事
に
自
分
の
人
生
を
全
う
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
雨
月
物
語
』
で
は
、

モ
ラ
ル
と
抵
触
す
る
情
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

万

情
が
モ
ラ
ル
と
抵
触
し
た
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ら
、
情
の
方
が
悪
い
の
で
あ
る
。

モ
ラ
ル
の
前
で
は
情
は
押
さ
え
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
、
現
実
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
情
は
そ
れ
ほ
ど
に
モ
ラ
ル
に
従
属
さ
せ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

モ
ラ
ル
に
反

し
て
で
も
遂
げ
た
い
情
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
え
ば
、

「
蛇
性
の
姪
」
の
真
女
児
が
本
当
の
人
間
で
あ
り
、
豊
雄
と
真
女
児
が
純

粋
に
愛
し
合
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
豊
雄
は
自
分
の
情
を
殺
し
て
父
や
兄
に
従
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
危
険
な
状
況
は
、
『
雨
月
物
語
』
の
中
で
は
発
生
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
『
春
雨
物
語
』
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
状
況
が
生
じ

て
く
る
。
例
え
ば
、
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
し
の
玉
蔵
、
が
そ
う
で
あ
る
。

五
蔵
は
、
宗
と
い
う
女
性
を
愛
し
て
い
る
。

宗
も
ま
た
五
蔵
を
慕
っ
て

い
る
。
こ
の
二
人
は
氏
素
姓
と
言
い
、
雅
な
る
こ
と
を
好
む
性
情
と
ニ
一
一
口
い
、
申
し
分
の
な
い
取
り
合
せ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
二

人
は
未
来
を
固
く
誓
い
合
う
に
至
る
の
だ
が
、

五
蔵
の
父
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
宗
の
家
が
現
在
は
貧
し
く
な
っ
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な



い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
玉
蔵
は
、
愛
す
る
女
に
対
す
る
情
と
、
親
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
モ
ラ
ル
と
の
問
で
苦
し
む
こ
と
に

な
る
。
教
養
が
あ
り
、
優
し
い
性
情
の
五
蔵
は
、
父
に
対
す
る
モ
ラ
ル
を
な
か
な
か
捨
て
切
れ
な
い
。
自
分
の
情
を
一
時
的
に
は
押
さ
え
よ

う
と
努
め
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、
情
は
押
さ
え
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
女
の
病
気
が
重
く
な
っ
て
猶
予
の
時
聞
が
な
く
な
る

と

つ
い
に
五
蔵
は
父
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
徳
目
の
基
本
と
し
て
「
孝
し
を
最
も
尊
ん
だ
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
親
に
背
か
ざ

る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
な
苦
し
み
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、

五
蔵
は
あ
え
て
モ
ラ
ル
を
捨
て
た
。

『
春
雨
物
語
ι
に
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
情
が
モ
ラ
ル
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
人
聞
が
苦
し
む
と
い
う
事
態
が
よ
く
起
こ
る
。
「
捨
石
丸
L

で

は
、
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
捨
石
丸
を
討
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
小
伝
次
が
、
人
々
の
難
儀
を
救
う
た
め
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
捨

石
丸
の
姿
を
見
て
感
動
し
、
捨
石
丸
を
討
つ
こ
と
を
や
め
る
。
こ
の
と
き
、
小
伝
次
は
「
家
は
亡
ぶ
と
も
い
か
に
せ
ん
」
と
言
っ
て
決
心
を
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固
め
る
の
だ
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
と
、
こ
の
小
伝
次
の
決
意
は

大
変
な
苦
し
み
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

『
雨
月
物
語
』
を
書
い
た
こ
ろ
の
秋
成
と
、
『
春
雨
物
語
』
を
書
い
て
い
る
と
き
の
秋
成
と
は
、
情
に
対
す
る
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て

い
る
。
人
聞
が
人
間
と
し
て
の
情
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
大
切
な
こ
と
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
人
間
ら
し

く
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
を
縛
っ
て
い
る
規
約
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
『
春
雨
物
語
』
に
お
い
て
は
、
人
聞
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
大
変
な
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

今
、
私
は
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
社
会
規
約
が
モ
ラ
ル
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と



が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
行
為
が
他
人
か
ら
非
難
さ
れ
る
場
合
は
、
純
法
律
的
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
道
徳
的
見
地
か
ら

な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
で
は
現
在
に
も
通
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
ま
で
使
っ
て
き
た
モ
ラ
ル
と
い
う

語
は
、
社
会
規
約
や
習
慣
、

あ
る
い
は
社
会
の
通
念
と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、

そ
れ
ら
す
べ
て
を
包
含
す

る
概
念
と
も
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
今
ま
で
使
っ
て
き
た
「
情
L

と
い
う
言
葉
も
、
狭
い
意
味
に
は
限
定
し
た
く
な
い
。
玉
蔵
の
宗
に
対
し
て
の
も
の
や
、
小
伝
次
の

捨
石
丸
に
対
し
て
の
も
の
は
、
情
と
呼
ん
で
も
い
い
も
の
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
素
直
な
感
情
や
、
本
能
的
感
覚
か
ら
生
じ

た
精
神
活
動
の
す
べ
て
を
指
し
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
精
神
活
動
は
、
社
会
規
約
や
、
法
律
や
、
社
会
通
念
や
、
習
慣
な
ど
か
ら
い

ろ
い
ろ
と
規
制
を
受
け
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
し
た
規
制
を
受
け
な
い
素
直
な
精
神
活
動
を
今
ま
で
情
と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、

玉
蔵
や
小
伝
次
の
行
為
は
、
今
ま
で
と
違
っ
た
表
現
を
す
れ
ば
、
社
会
の
規
約
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
感
情
に

忠
実
な
自
由
な
精
神
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
、
自
分
の
感
情
に
素
直
に
生
き
る
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
こ
と
で
、
大
抵
の
場
合
、

そ
れ
は
社
会
の
指
弾
を
受

け
た
り
、
軽
蔑
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
春
雨
物
語
』

の
中
に
そ
う
い
う
典
型
的
な
例
が
あ
る
。

三
一
世
の
縁
L

の
定
助
が
そ
れ

で
、
彼
は
、
魚
を
み
て
欲
し
そ
う
に
し
、
与
え
ら
れ
れ
ば
骨
ま
で
食
い
尽
く
す
。
裸
で
い
る
の
を
寒
が
り
、
綿
入
れ
の
着
物
を
与
え
ら
れ
る

と
有
難
が
っ
て
押
し
頂
く
。
こ
う
し
た
こ
と
が
周
囲
の
人
々
の
軽
蔑
を
買
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
定
助
が
、
元
は
入
定
を
し
た
僧
で

あ
る
た
め
、
食
欲
も
寒
さ
も
超
越
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
周
囲
の
通
念
が
あ
り
、
定
助
が
そ
の
通
念
に
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
通
念
は

l
lす
な
わ
ち
、

あ
の
人
間
は
こ
う
い
う
人
間
だ
か
ら
こ
の
よ
う
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
通
念
は
ー
ー
ー
人
間
の
精
神
活

動
に
制
約
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
や
は
り
一
種
の
社
会
規
約
な
の
で
あ
る
。



『
雨
月
物
語
』
の
主
人
公
た
ち
は
こ
う
し
た
社
会
の
規
約
に
忠
実
に
生
き
た
し
、

ま
fこ

そ
れ
に
反
し
た
場
合
は
諒
罰
を
受
け
て
も
仕
方

な
い
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
秋
成
の
人
生
経
験
が
深
ま
る
に
つ
れ
、

そ
し
て
、
秋
成
の
精
神
が
自
由
を
求
め
る
に
つ
れ
、

こ
う
し
た
制
約
の
中
に
身
を
屈
め
て
い
る
人
間
は
魅
力
の
な
い
も
の
と
し
て
、
秋
成
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
秋
成
晩
年
の
作
品
集

で
あ
る
『
春
雨
物
語
』
に
は
、
社
会
の
制
約
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
心
に
忠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
聞
が
多
く
描
か
れ
る
よ

う
に
な
る
。
今
、
触
れ
た
「
二
世
の
縁
」
の
定
助
に
し
て
も
、
社
会
の
指
弾
や
軽
蔑
を
受
け
る
こ
と
は
受
け
る
が
、
決
し
て
自
分
の
生
き
方

を
変
え
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
社
会
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、

自
由
に
生
き
る
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

『
春
雨
物
語
』
の
各
作
品
の
主
人
公
た
ち

の
十
古
し
み
は
、

大
部
分
が
そ
こ
に
あ
る
。

寸
二
世
の
縁
L

の
定
助
の
場
合
は
完
全
に
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
軽
蔑
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
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ま
う
が
、
こ
の
よ
う
な
軽
蔑
で
は
な
い
に
し
て
も
、
周
囲
の
通
念
が
要
求
す
る
も
の
と
、
自
分
の
心
の
求
め
る
も
の
と
の
間
で
悩
む
人
間
は

多
い
。

「
宮
木
が
塚
」
の
宮
木
は
、

遊
女
の
身
と
い
う
立
場
に
対
し
て
周
囲
か
ら
加
え
ら
れ
る
制
約
と
、
純
粋
な
自
分
の
情
で
あ
る
十
太
兵

衛
へ
の
愛
と
の
間
で
苦
し
む
。

「
血
か
た
び
ら
」
の
平
城
帝
は
、

帝
位
に
あ
る
人
に
向
け
ら
れ
る
周
囲
の
期
待
・
圧
力
と
、
直
き
が
ま
ま
に

生
き
た
い
と
い
う
自
分
の
素
直
な
感
情
と
の
間
で
苦
し
む
。

「
天
津
処
女
」
の
宗
貞
は
、

自
分
な
り
に
身
を
保
つ
努
力
を
す
る
が
、

そ
れ
は

周
囲
の
目
か
ら
は
批
判
の
的
と
な
り
、
軽
蔑
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
L

の
五
蔵
の
問
題
、
「
捨
石
丸
L

の
小
伝
次
の
問
題

は
す
で
に
述
べ
た
。

い
ず
れ
も
自
分
な
り
の
生
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
社
会
の
規
約
や
通
念
と
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
苦
し
む
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

『
春
雨
物
語
』
は

一
口
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

社
会
の
制
約
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
な
り
の
生
き
方
を
し
よ
う
と
努
め
た
人

聞
を
描
い
た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
精
神
の
自
由
を
大
切
に
思
う
気
持
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
う
考
え
れ
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「
歌
の
ほ
ま
れ
L

の
よ
う
な

一
般
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
小
説
と
呼
べ
な
い
よ
う
な
も
の
が

『
春
雨
物
語
』
中
の
一
編
と
し
て
入
っ
て

い
る
理
由
も
、

一
応
説
明
が
つ
く
。
「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類
歌
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
「
い
に
し
へ
の
人
の
こ
〉
ろ
直

く
て
人
の
う
た
犯
す
と
云
ふ
事
な
く
思
ひ
は
述
べ
た
る
も
の
也
」
と
か
、
「
歌
よ
む
は
お
の
が
心
の
ま
〉
に
」
と
か
、
「
た
JY
ノ
〈
＼
あ
は
れ
と

思
ふ
事
は
、
す
な
ほ
に
よ
み
た
る
」
と
か
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
囚
わ
れ
な
い
心
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
を
詠
む
場
合

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
り
、
そ
の
制
約
の
中
で
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
の
が
普
通
だ
が
、
そ
う
し
た
制
約
に
囚
わ
れ
ず
、
「
心
の
ま
〉

に
」
詠
む
自
由
さ
を
尊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
歌
の
ほ
ま
れ
」
は
小
説
の
態
を
取
っ
て
い
な
い
が

こ
の
文
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

他
の
作
品
で
追
求
し
て
い
る
問
題
と
共
通

し
て
い
る
よ
う
に
田
仙
う
。

そ
し
て
ま
た
、

「
目
ひ
と
つ
の
神
」
に
お
い
て
は
、

都
に
の
ぼ
っ
て
師
に
付
く
こ
と
を
望
む
若
者
に
対
し
て
、
目
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ひ
と
つ
の
神
が
そ
の
愚
を
諭
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
、
文
を
書
い
た
り
歌
を
詠
ん
だ
り
は
、
「
己
が
心
よ
り
思
ひ
得
た
ら
ん
に
（
自
分
の
心

か
ら
作
り
あ
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
に
ご
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
や
は
り
、
人
間
精
神
の
自
由
な
発
露
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
「
海
賊
」
に
お
け
る
文
屋
の
秋
津
の
、
も
の
に
囚
わ
れ
な
い
思
考
や
行
動
も
あ
る
。

以
上
の
三
作
は
、

い
ず
れ
も
文
芸
・
論
説
の
上
に
発
揮
さ
れ
る
人
間
精
神
の
自
由
さ
と
い
う
こ
と
が
テ
l
マ
に
な
っ
て
い
る
。
文
学
・
学

聞
の
上
の
精
神
的
自
由
も
、
実
生
活
の
行
動
の
上
の
精
神
的
自
由
も
、
根
本
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
現
わ
れ
方
が
違
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。

『
春
雨
物
語
』

に
お
い
て
は
、

こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
精
神
的
自
由
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る

と
、
秋
成
に
と
っ
て
こ
の
問
題
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
分
か
る
と
思
う
。
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秋
成
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
精
神
的
自
由
を
求
め
た
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
秋
成
の
実
生
活
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

秋
成
は
商
家
に
育
っ
た
人
間
だ
が
、
商
家
の
跡
取
り
息
子
と
し
て
行
動
す
る
の
は
か
な
り
苦
痛
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
若
い
こ
ろ
の
秋
成

が
家
に
寄
り
付
か
な
い
で
遊
び
歩
い
て
い
た
と
い
う
の
も
（
自
伝
）
、

あ
る
い
は
そ
う
し
た
苦
痛
を
逃
れ
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
以

上
に
、
晩
年
の
姿
が
商
家
に
は
向
か
な
い
秋
成
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
秋
成
は
五
十
四
歳
の
と
き
に
医
を
廃
し
て
か
ら
七
十
六
歳
で

死
ぬ
ま
で
、

ま
っ
た
く
職
を
持
た
ず
、
歌
や
文
を
作
っ
て
人
生
を
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
医
に
し
て
も
、
本
来
な
ら
商
家
と
し
て
の
上

田
家
を
再
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
三
十
八
歳
の
と
き
に
火
災
に
遭
っ
た
の
を
機
に
商
を
や
め
て
し
ま
い
、
医
に
転
じ
た
も
の

で
あ
る
。
商
よ
り
は
ま
だ
し
も
医
の
方
が
秋
成
に
と
っ
て
は
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
商
に
馴
染
め
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な
か
っ
た
秋
成
の
姿
が
伺
わ
れ
る
。

病
症
で
、
妥
協
を
嫌
い
、
文
雅
を
好
む
秋
成
が
、
商
に
馴
染
め
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。

た
だ
、
若
い
こ
ろ
の
秋
成
は
そ
う
し
た
自
分
の
気
持
を
表
面
に
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
秋
成
が
上
国
家
の
実
子
で

は
な
く
、
寸
我
は
捨
て
ら
れ
た
る
を
拾
ひ
て
給
へ
り
つ
れ
ば
」
（
自
伝
）
と
い
う
意
識
の
も
と
に
上
田
家
の
中
で
暮
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

父
親
の
目
に
も
、
秋
成
は
「
心
直
き
者
」
（
自
伝
）
と
映
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
父
親
の
在
世
中
は
立
派
な
息
子
た
る
べ
く
努
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
秋
成
の
心
の
中
で
は
お
そ
ら
く
相
当
の
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
の
好
む
こ
と
を
や
り
た
い
気
持
と
、
家
業

を
受
け
継
い
で
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
と
の
間
で
苦
し
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
秋
成
に
と
っ
て
、

父
親
の
存
在
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
秋
成
の
養
父
上
田
茂
助
は
、
養
子
と
し
て
上
国
家
に
入
り
、
家
を
隆



盛
に
導
い
た
人
で
あ
っ
て
、
拾
わ
れ
た
子
で
あ
る
秋
成
の
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
る
相
手
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
父
親
が
、
秋
成
二
十
八
歳
の

と
き
に
死
ん
だ
。

そ
の
後
、
秋
成
は
本
格
的
に
歌
の
勉
強
を
始
め
る
。
ま
た
、
小
説
の
分
野
で
は
、
一
二
十
一
歳
の
と
き
に
『
諸
道
聴
耳
世
間

猿
』
を
書
き
上
げ
て
お
り
、
引
き
続
き
『
世
間
妾
形
気
』
を
書
く
。
父
親
の
死
か
ら
、
急
に
秋
成
の
文
学
活
動
が
活
発
化
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
後
、
火
災
に
遭
っ
た
と
き
に
商
を
廃
し
て
し
ま
う
。

秋
成
自
身
は
決
し
て
父
親
に
対
し
て
批
判
的
な
言
辞
を
弄
し
て
は
い
な
い
が
、
彼
の
精
神
活
動
の
上
に
お
い
て
父
親
は
相
当
に
重
苦
し
い

存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
う
し
て
秋
成
は
自
由
を
得
て
、

国
学
の
勉
強
を
し
た
り
、

『
雨
月
物
語
』
を
書
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
行
動
の
自
由
と

は
違
っ
て
、
精
神
的
に
は
あ
ま
り
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
家
業
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
が
常
に
秋
成
の
心
を
責
め
る
か
ら
で
あ
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る
。
秋
成
は
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
も
、
「
翁
、
商
戸
の
出
身
、
放
蕩
者
ゆ
へ
、
家
財
を
つ
み
か
ね
た
し
（
胆
大
小
心
録
）
と
言
い
、
「
産
ナ
ク

居
ナ
ク
漂
泊
凡
三
十
年
、
今
ヤ
郷
土
ヲ
離
レ
六
親
ニ
別
レ
、
狂
蕩
云
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
実
法
院
主
あ
て
書
簡
）
と
言
っ
て
い
る
。
呉
春
（
松
村
月

渓
）
あ
て
書
簡
で
は
「
城
市
の
火
災
よ
り
薄
命
の
事
の
み
、
是
は
無
産
の
罪
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
無
産
と
は
仕
事
を
持
た
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

秋
成
は
死
ぬ
ま
で
、
家
業
を
捨
て
た
こ
と
を
罪
に
感
じ
て
い
た
。

秋
成
は
商
を
続
け
る
た
め
に
自
分
の
性
情
を
押
さ
え
付
け
て
い
ら
れ
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
家
業
を
捨
て
て
平
然
と
し

て
い
ら
れ
る
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
秋
成
の
神
経
は
繊
細
で
あ
り
、
潔
癖
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
商
を
廃
し
た
あ
と
、

い
っ
た
ん
医
に
従
事

し
た
の
も
、
別
に
医
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
商
を
続
け
る
の
は
嫌
だ
が
、
文
雅
に
遊
ん
で
い
る
の
は
上
田
家
の
名
か

ら
も
世
間
の
手
前
か
ら
も
で
き
な
い
と
い
う
。
両
方
の
悩
み
の
妥
協
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
医
も
や
が
て
秋
成
は
捨
て
た
。

医
に
も
安
住
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
秋
成
は
、
若
い
と
き
は
商
を
続
け
る
こ
と
に
苦
し
み
、
医
に
あ
っ
て
も
そ
れ
に



苦
し
み
、
晩
年
は
業
を
捨
て
た
自
責
の
念
に
苦
し
ん
だ
。

こ
う
し
た
秋
成
に
と
っ
て
、
精
神
の
自
由
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
ま
り
に
も
困
難
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
れ

だ
け
に
、
精
神
の
自
由
に
あ
こ
が
れ
た
。
ど
う
し
た
ら
自
分
の
信
じ
る
こ
と
に
、
や
り
た
い
こ
と
に
、
我
が
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
か

そ
れ
が
晩
年
の
秋
成
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

可
春
雨
物
語
』
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
。
『
春
雨
物
語
』
の
主
人
公
た
ち
は
、

い
ず
れ
も
自
分
の
信
じ
る
こ
と
、

や
り
た
い
こ

と
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
動
に
は
き
わ
め
て
大
き
な
障
害
が
と
も
な
う
こ
と
を
、
秋
成
は
経
験
的
に

実
感
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
動
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
も
し
く
は
周
囲
の
人
を
不
幸
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
知
っ
て
い
る
。

や
り
た
い
こ
と
を
思
う
が
ま
ま
に
や
れ
ば
気
持
が
す
っ
き
り
す
る
と
い
う
ほ
ど
、

人
間
の
心
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
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し
、
ま
た
、

そ
れ
を
抵
抗
な
く
許
す
ほ
ど
、
人
間
の
社
会
は
甘
い
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
秋
成
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
が
『
春
雨
物
語
』
の
上
に
反
映
す
る
。

『
春
雨
物
語
』
の
各
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
、
こ
う
し
た
点
で
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
し

む
の
で
あ
る
。

五

『
春
雨
物
語
』
に
お
け
る
人
間
の
精
神
活
動
を
考
え
て
み
る
と
き
、

主
人
公
を
取
り
巻
く
人
間
社
会
の
条
件
が
、

主
人
公
に
対
し
て
非
常

に
厳
し
い
こ
と
が
す
ぐ
分
か
る
。

こ
れ
は
秋
成
が
実
生
活
か
ら
社
会
の
厳
し
さ
を
感
じ
取
っ
た
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

寸
血
か
た
び
ら
L

の

平
城
帝
や
「
宮
木
が
塚
」
の
宮
木
は
そ
う
し
た
中
で
ひ
た
す
ら
自
分
な
り
の
生
き
方
を
努
め
る
が
、
結
局
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
に
流

さ
れ
、

破
滅
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
天
津
処
女
」
の
宗
貞
や
「
二
世
の
縁
L

の
定
助
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
に
一
生
懸
命
生



き
る
の
だ
が
、
周
囲
か
ら
の
軽
蔑
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
の
望
む
と
こ
ろ
を
押
し
通
す
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
の
だ
。

そ
う
い
う
中
で
、

社
会
通
念
や
周
囲
の
反
対
に
あ
え
て
逆
ら
っ
て
、
自
分
の
意
志
を
押
し
通
す
の
は
、

「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」

の
五
蔵
と

「
捨
石
丸
」
の
小
伝
次
で
あ
る
。

五
蔵
は
親
の
反
対
を
受
け
て
悩
む
が
、

最
後
に
は
親
を
捨
て
て
、
自
分
の
信
じ
る
道
を
取
ろ
う
と
す
る
。

小
伝
次
は
家
が
断
絶
す
る
の
を
覚
悟
の
上
で
、

捨
石
丸
を
討
つ
こ
と
を
や
め
る
。

「
挫
ん
噌
」
を
と
り
あ
え
ず
保
留
し
て
お
く
と
、
自
分
の
意

志
を
貫
き
通
し
な
が
ら
敗
者
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
二
人
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
人
が
と
も
に
、
親
と
家
と
に
向
か
い
合
い
、

そ
の
重
圧
と
戦
っ
て
、
最
終
的
に
こ
れ
を
捨
て
る
決
心
を
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
秋
成
が
親
の
意
志
か
ら
な
か
な
か
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
た
ら
し
い
こ
と
、

ま
た
、
火
災
に
あ
っ
た
後
に
上
国
家
を
存
続
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
終
生
自
責
の
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

秋
成
に
と
っ
て
は
、
真
の
自
由
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
命
題
に
立
ち
向
か
う
と
き
、
親
と
家
と
い
う
問
題
を
無
視
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す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
親
と
家
と
い
う
の
は
、
人
間
の
精
神
と
行
動
の
自
由
を
妨
げ
る
諸
条
件
の
象
徴
的
存
在
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、

「
奨
愉
日
」
を
除
く
『
春
雨
物
語
』
の
諸
作
品
を
考
え
て
き
て
、
そ
れ
に
秋
成
の
実
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、

最
後

の
「
焚
噌
」
に
お
い
て
、
大
蔵
が
父
・
兄
を
殺
し
、
家
を
捨
て
る
理
由
が
よ
く
分
か
っ
て
く
る
。
「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
五
蔵
も
「
捨
石
丸
L

の
小
伝
次
も
、

ま
だ
ま
だ
不
徹
底
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
五
蔵
は
最
後
の
最
後
ま
で
父
の
意
に
添
う
よ
う
努
力
す
る
し
、
小
伝
次
も
最
後
ま
で

家
を
存
続
さ
せ
る
べ
く
努
め
る
。
こ
う
し
た
妥
協
点
を
求
め
て
の
手
探
り
を
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
い
つ
ま
で
も
自
由
の
境
地
は
得
ら

れ
な
い
。
秋
成
自
身
も
五
蔵
や
小
伝
次
の
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
で
自
由
な
精
神
は
得
ら
れ
ず
、
最
後
ま
で
悩
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

不
徹
底
な
ま
ま
で
は
駄
目
だ
。
思
い
切
っ
て
、
人
間
を
束
縛
し
て
い
る
粋
を
根
本
的
に
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
を
殺
し
、
（
永



を
捨
て
る
｜
｜
。
親
や
家
と
い
う
の
は
、
社
会
の
道
徳
や
通
念
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
断
ち
切
っ
た
と
き
、
初
め
て
、
人
聞
は
、

あ
ら
ゆ
る
制
約
を
逃
れ
て
、
真
の
意
味
で
の
自
由
な
精
神
と
行
動
を
得
た
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
が
「
奨
噌
」
に
お
け
る
大
蔵

の
姿
な
の
で
あ
る
。

家
を
捨
て
る
と
い
う
の
は
ま
だ
し
も
仏
教
の
出
家
な
ど
で
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
親
を
殺
す
と
は
い
か
に
も
過
激
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
過
激
さ
は
、
人
聞
が
真
の
意
味
に
お
い
て
自
由
に
な
る
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
秋
成
の
決
意
の
物
凄

さ
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
を
殺
す
と
い
う
こ
と
が
重
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
う
ま
で
し
て
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
精
神
的
自
由

の
重
み
が
増
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
奨
噌
L

と
い
う
作
品
に
お
い
て
、

秋
成
は
は
じ
め
て
い
か
な
る
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い

人
間
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
焚
噌
L

に
お
い
て
、

大
蔵
が
殺
す
の
は
父
と
兄
で
あ
っ
て
、
同
じ
親
で
あ
っ
て
も
母
親
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
秋
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成
の
実
生
活
が
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

旧
著
『
上
田
秋
成
ー
ー
そ
の
生
き
方
と
文
学
』
の
第
一
章
で
、
秋
成
を
育
て
た
父
や
母
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
、

詳
し
く
繰
り
返
す
こ
と
を
し
な
い
が
、
秋
成
に
と
っ
て
、
父
と
母
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
養
父
茂
助
は
立
派
な
人
で

あ
る
だ
け
に
、

か
な
り
の
重
圧
を
秋
成
に
与
え
た
よ
う
だ
。
も
と
も
と
江
戸
時
代
の
家
庭
に
お
い
て
は
、
家
長
た
る
父
と
い
う
の
は
絶
対
的

な
存
在
で
あ
る
が
、

秋
成
の
場
合
に
は
そ
れ
に
、

自
分
が
拾
わ
れ
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
負
い
目
の
認
識
が
加
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
ま

fこ

「
奨
噌
」
に
は
兄
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
兄
は
父
と
同
じ
言
動
を
取
っ
て
お
り
、

次
の
家
長
と
い
う
こ
と
で
、
父
の
分
身
で
あ
ろ
う
。

「
蛇
性
の
姪
し

の
豊
雄
に
と
っ
て
も
父
と
兄
は
家
長
と
い
う
こ
と
で
一
体
化
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、

「
奨
噌
」

の
場
合
も
同
様
で
あ

る。



し
か
し
、
母
は
違
う
。
秋
成
に
と
っ
て
の
母
親
と
い
う
の
は
、
実
母
・
第
一
の
養
母
に
次
い
で
の
三
番
目
の
母
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

母
は
秋
成
と
暮
ら
す
時
間
も
長
く
、
秋
成
の
理
解
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
母
は
、
秋
成
が
商
を
廃
す
る
と
き
に
も
、
医
を
廃
す
る
と

き
に
も
（
一
応
の
意
見
は
し
て
い
る
よ
う
だ
が
）
理
解
あ
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
秋
成
の
行
動
に
は
ほ
と
ん
ど
束
縛
を
与
え
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
秋
成
が
晩
年
に
お
い
て
、
「
後
母
依
慈
愛
成
長
L

（
自
像
宮
書
）
と
い
う
よ
う
に
愛
情
を
こ
め
て
語
る
の
も
こ
の
母
で
あ
る
し
、
親
不

孝
と
い
う
自
責
の
念
も
、
「
後
母
ノ
意
ヲ
ト
リ
カ
ネ
不
孝
不
可
述
L

（
実
法
院
あ
て
書
簡
）
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
母
に
対
し
て
感
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
秋
成
の
実
生
活
の
体
験
が
「
奨
噌
」
の
上
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
大
蔵
が
性
情
の
赴
く
ま
ま
に
自
分
の
邪
魔

に
な
る
も
の
を
取
り
除
い
て
い
く
の
だ
が
、

そ
の
と
き
、
母
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
父
・
兄
を
殺
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
秋
成
の

「
焚
噌
」
の
親
殺
し
は
、

作
者
の
頭
の
中
の
概
念
の
遊
び
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

秋
成
の
実
人
生
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
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生
身
の
感
覚
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。

る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
よ
く
分
か
ろ
う
。

秋
成
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
精
神
的
自
由
を
欲
し
た
か
が
、

「
焚
噌
」
と
い
う
作
品
の
成
立
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

「
株
式
噌
」
に
お
け
る
父
・
兄
殺
し
は
、
秋
成
の
人
生
の
最
大
の
課
題
の
決
算
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
盤
〈
噌
」
以
前
の
秋
成
文
学
の

上
に
現
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
、

そ
の
大
部
分
は
こ
の
課
題
を
秋
成
な
り
に
考
え
て
み
た
結
果
の
一
つ
一
つ
と
見
る
べ
き
も
の
な
の

だ

『
雨
月
物
語
』
に
お
い
て
、

モ
ラ
ル
が
作
品
の
上
に
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
の
も
、

自
分
の
欲
す
る
心
に
従
う
と
親
や
社
会
の
通
念
に



背
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
秋
成
自
身
の
悩
み
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、

」
の
問
題
が
本
当
に
重
要
な
も
の
と
し

て
、
文
学
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
『
春
雨
物
語
』
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
『
春
雨
物
語
』
に
お
い
て
も
、

秋
成
は
な
か
な
か
思
い
切
っ
た
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

寸
血
か
た
び
ら
」
の
平

城
帝
や
「
宮
木
が
塚
」

の
宮
木
の
よ
う
に
、

周
囲
の
動
き
に
逆
ら
う
こ
と
を
せ
ず
、

ひ
た
す
ら
耐
え
る
と
い
う
人
聞
を
描
い
て
み
た
り
す

る。

「
死
首
の
ゑ
が
ほ
」
の
五
蔵
に
お
い
て
親
に
背
く
行
為
を
取
ら
せ
る
が
、

こ
の
場
合
も
こ
れ
以
上
は
無
理
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
五
蔵
に

耐
え
さ
せ
て
い
る
。

「
捨
石
丸
」
の
小
伝
次
に
は
家
を
捨
て
る
決
心
を
さ
せ
て
い
る
が
、

最
後
に
至
っ
て

い
さ
さ
か
御
都
合
主
義
的
な
筋

書
き
で
家
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
り
、

ま
す
ま
す
栄
え
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
秋
成
が
、

つ
い
に
、

「
奨
噌
L

に
お
い
て
、

親
を
殺
し
、
家
を
捨
て
る
行
為
を
主
人
公
に
さ
せ
る
。
社
会
的
制
約
の
中
で
、
そ
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れ
と
ぶ
つ
か
る
こ
と
な
く
、
何
と
か
己
の
欲
す
る
ま
ま
に
生
き
た
い
と
考
え
て
き
た
秋
成
が
、
最
終
的
に
も
う
こ
れ
以
外
に
方
法
が
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
た
、
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
な
の
だ
。

こ
う
し
て
「
焚
噌
」
と
い
う
作
品
が
始
ま
る
。
親
・
家
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
、
社
会
的
制
約
の
す
べ
て
を
振
り
切
っ
た
人
間
が
設
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

「
奨
噌
」
が
上
回
秋
成
文
学
の
最
終
的
に
到
達
し
た
地
点
に
あ
る
と
い
う
の
も
、

」
の
よ
う
に
考
え
て
来
た
結
果
の
結
論

な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
今
は
よ
う
や
く
「
焚
噌
」
論
の
入
り
口
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
「
奨
噌
」

の
全
貌
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。


