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申
し
訳
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
が
利
光
先
生
の
お
教
え

を
受
け
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
た
も
の
で
一

は
な
か
っ
た
。
当
時
、
師
事
し
て
い
た
東
京
国
立
博
物
館
の

I
先

生
の
も
と
へ
、
慶
慮
の
大
学
院
へ
進
む
と
の
報
告
を
し
に
行
っ
た
－

と
こ
ろ
、

I
先
生
は
、
私
の
専
攻
を
聞
く
よ
り
先
に
、
「
慶
慮
な
一

ら
ば
ま
ず
利
光
先
生
に
法
制
史
を
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と

仰
り
、
そ
の
場
で
利
光
先
生
に
電
話
を
入
れ
て
、
私
の
入
門
を
依
一

頼
し
て
下
さ
っ
た
。
利
光
先
生
の
お
名
前
は
、
こ
う
し
た
異
分
野
一

の
世
界
に
も
鳴
り
響
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

き
て
私
が
弟
子
入
り
を
許
さ
れ
て
先
生
の
お
宅
に
参
上
す
る
と
、
一

書
斎
の
机
の
上
に
一
尺
四
方
ほ
ど
の
桐
箱
が
置
か
れ
て
い
た
。
命

ぜ
ら
れ
る
ま
ま
に
真
田
紐
を
ほ
ど
い
て
蓋
を
と
れ
ば
、
銀
色
に
輝
一

く
一
枚
の
鏡
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
「
ど
う
見
る
か
」
と
の
お
声
一

に
、
返
答
に
窮
し
な
が
ら
も
「
鏡
面
を
拝
見
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
一

ょ
う
か
」
と
お
尋
ね
し
、
お
許
し
を
得
て
か
ら
、
指
紋
が
つ
か
ぬ
一

ょ
う
留
意
し
つ
つ
徐
に
縁
に
指
を
か
け
て
裏
返
そ
う
と
し
た
瞬
間
二L
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と
か
ら
始
ま
る
が
、
学
問
は
疑
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
よ
」
と

明
快
に
言
い
切
ら
れ
た
。

皇
位
継
承
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
、
な
ぜ
意
見
は
男
系
と

女
系
に
分
か
れ
る
の
か
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
利
光
先
生
の
言
葉

が
疑
問
を
見
事
に
氷
解
さ
せ
た
。

そ
う
か
、
男
系
墨
守
を
唱
え
る
神
社
本
庁
や
神
道
政
治
連
盟
は

伝
統
を
重
視
し
、
神
を
信
じ
て
ひ
た
す
ら
祈
っ
て
い
る
の
だ
。
わ

れ
わ
れ
研
究
者
や
官
僚
は
皇
統
の
存
続
の
た
め
、
有
効
性
、
合
理

性
の
観
点
か
ら
「
皇
位
継
承
資
格
の
女
性
・
女
系
へ
の
拡
大
」
を

提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

信
仰
、
信
念
、
情
念
の
人
に
理
屈
は
通
用
し
な
い
。
合
理
主
義

が
い
つ
も
正
し
い
な
ん
て
、
そ
も
そ
も
倣
慢
な
の
で
あ
る
。
利
光

先
生
の
お
か
げ
で
、
考
察
は
ど
ん
ど
ん
深
ま
る
。
伝
統
の
も
つ
非

合
理
性
を
わ
れ
わ
れ
も
敬
意
を
も
っ
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

利
光
先
生
は
学
問
一
途
で
あ
ら
れ
た
。
深
夜
、
根
を
詰
め
ら
れ

る
と
、
笛
の
音
が
聞
え
、
女
性
が
姿
を
現
す
そ
う
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
医
者
は
幻
聴
、
幻
覚
で
か
た
づ
け
る
だ
ろ
う
が
、
な
ん
と
も

凄
ま
じ
い
学
者
魂
で
あ
る
。
利
光
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
、

衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。笠

英

彦

原

法
学
部
教
授

利
光
先
生
を
偲
ぶ
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「
気
に
入
っ
た
」
と
の
大
音
声
が
響
い
た
。
先
生
の
仰
る
に
は
、

大
抵
の
者
は
こ
う
し
た
も
の
を
無
造
作
に
扱
お
う
と
す
る
が
、
遺

物
が
今
日
ま
で
伝
来
し
え
た
背
景
に
は
、
知
何
に
数
奇
な
偶
然
の

繰
り
返
し
が
あ
っ
た
こ
と
か
、
そ
し
て
持
ち
主
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労

し
て
蒐
集
し
た
か
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の

資
料
で
あ
れ
疎
か
に
扱
う
こ
と
は
出
来
ぬ
筈
で
あ
り
、
先
程
の
私

の
所
作
は
全
く
歴
史
研
究
者
た
る
に
適
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
先
生
の
書
斎
の
中
を
見
回
せ
ば
、
古
今

東
西
の
学
術
資
料
が
、
こ
れ
ま
た
万
巻
の
書
物
の
隙
聞
か
ら
顔
を

出
し
、
両
者
津
然
と
し
て
ま
こ
と
に
不
可
思
議
な
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
た
。
先
生
が
古
銭
の
鑑
識
眼
に
か
け
て
斯
界
で
一
二
を

争
う
ほ
ど
の
趣
味
人
で
あ
る
こ
と
は
耳
に
し
て
い
た
が
、
他
の
歴

史
的
資
料
に
つ
い
て
も
、
お
若
い
頃
か
ら
ず
い
ぶ
ん
熱
意
を
持
っ

て
蒐
集
を
続
け
て
来
ら
れ
た
と
い
う
。

爾
来
、
先
生
の
美
術
館
や
骨
董
屋
巡
り
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
同
行
を
命
ぜ
ら
れ
、
随
分
と
面
白
い
経
験
を
し
た
。
絶

句
す
る
よ
う
な
名
品
を
目
に
す
る
機
会
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
が
、

古
美
術
を
巡
る
複
雑
な
人
間
模
様
も
垣
間
見
、
そ
れ
ら
は
歴
史
を

学
ぶ
上
で
の
感
性
を
磨
く
好
材
料
と
な
っ
た
。
十
年
ほ
ど
前
に
、

先
生
と
二
人
で
師
走
の
南
都
へ
赴
き
、
奈
良
ホ
テ
ル
に
投
宿
し
て

奥
様
ご
紹
介
の
店
で
晩
餐
を
い
た
だ
く
と
い
う
、
大
名
旅
行
を
し

」

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
生
が
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
国
立
博
物
館

は
あ
い
に
く
休
館
で
あ
っ
た
が
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
興
福
寺
中
一

金
堂
の
発
掘
現
場
な
ど
を
ご
案
内
し
た
の
ち
、
い
く
つ
か
の
古
美

術
店
へ
足
を
向
け
た
。
観
光
客
な
ど
の
人
気
が
絶
え
る
時
期
と
て
、
一

各
店
の
主
人
は
、
初
秋
の
薮
蚊
き
な
が
ら
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
一

先
生
の
眼
前
へ
珍
品
奇
器
と
称
す
る
も
の
を
携
え
て
群
が
っ
た
が
、
一

い
ず
れ
も
先
生
の
審
美
眼
に
適
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
特
段
の
収
一

穫
も
な
く
店
を
後
に
す
る
際
、
相
手
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
ぬ
よ
う
一

な
査
を
心
得
た
謝
辞
を
、
さ
り
げ
な
く
店
主
に
お
掛
け
に
な
る
ご
一

様
子
は
、
い
か
に
も
先
生
の
お
人
柄
が
よ
く
現
れ
て
い
て
、
あ
と
一

数
日
で
歳
が
明
け
よ
う
と
い
う
厳
寒
の
三
条
通
り
を
、
な
に
か
心

嬉

し

く

歩

い

た

こ

と

が

思

い

出

さ

れ

る

。

一

晩
年
、
先
生
の
ゼ
ミ
二
期
生
の
方
が
、
勤
め
先
を
定
年
退
職
し

た
の
ち
、
若
き
頃
に
先
生
か
ら
受
け
た
お
教
え
の
内
容
を
さ
ら
に
－

究
め
よ
う
と
、
私
の
大
学
に
院
生
と
し
て
入
学
し
て
来
た
こ
と
が
一

あ
っ
た
。
先
生
は
こ
の
方
を
ご
自
分
の
最
後
の
弟
子
と
称
さ
れ
、

私
と
二
人
三
脚
で
よ
く
ご
指
導
下
さ
り
、
八
年
が
か
り
で
は
あ
っ
一

た
が
、
昨
春
、
博
士
学
位
の
授
与
に
漕
ぎ
つ
け
た
。
そ
の
際
、
先

生
は
快
く
審
査
委
員
の
一
人
に
加
わ
っ
て
下
さ
っ
た
が
、
ご
他
界
－

の
僅
か
半
年
前
に
記
さ
れ
た
そ
の
審
査
報
告
書
に
は
、
ご
高
齢
に
一

も
拘
わ
ら
ず
、
流
麗
な
文
章
で
展
開
さ
れ
た
轍
密
で
冷
徹
な
ま
で

’
L
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の
批
評
が
、
や
や
解
読
し
に
く
い
「
六
朝
風
」
と
自
称
す
る
筆
跡

で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
勢
は
四
半
世
紀
前
の
私
の
学
位
審

査
の
時
と
全
く
異
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
生
前
、
先
生
は
よ
く

「
学
問
・
研
究
の
上
で
、
や
り
残
し
た
も
の
は
な
い
」
と
仰
っ
て

お
ら
れ
た
。
着
手
し
た
も
の
は
か
な
ら
ず
成
果
に
結
び
つ
け
、
形

と
し
て
残
し
て
来
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
弟
子
の

育
成
に
つ
い
て
も
、
見
事
に
完
結
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

片
言
隻
語
に
こ
そ
、
よ
く
そ
の
人
と
な
り
が
顕
れ
る
と
も
聞
く
。

思
え
ば
私
は
、
法
制
史
の
学
問
よ
り
遊
び
事
の
お
付
き
合
い
の
ほ

う
が
深
い
不
肖
の
弟
子
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
先
生
に
師
事
し
た
三

十
有
余
年
の
聞
に
、
学
内
で
は
窺
い
し
れ
ぬ
よ
う
な
珠
玉
の
お
言

葉
の
数
々
に
接
す
る
機
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
幸
せ
で
あ
っ
た
。
そ

の
一
々
を
記
録
し
て
お
か
な
か
っ
た
こ
と
は
悔
や
ま
れ
な
く
も
な

い
が
、
そ
う
し
た
類
の
史
料
が
残
り
に
く
い
の
は
世
の
常
で
あ
り
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
先
生
が
往
時
の
人
物
の
心
情
を
よ
む
に
巧
み
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
数
々
の
ご
著
書
を
播
く
ま
で
も
な
く
万
人
の
知

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

松

手口

晃

杏
林
大
学
総
合
政
策
学
部
長

田

I
1
1
」

「
熔
勤
匠
悌
者
為
一
善
」
一

思
師
利
光
三
津
夫
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
電
話
で
聞
い
一

て
俄
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
思
い
で
あ
っ
た
。
日
曜
日
の
夜
、
旅
一

先
の
ホ
テ
ル
で
知
ら
せ
を
受
け
た
。
同
じ
週
で
五
日
前
の
火
曜
日

の
夜
、
先
生
に
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
者
が
集
ま
っ
て
長
谷
山
彰
－

君
の
常
任
理
事
就
任
の
お
祝
い
の
会
を
聞
き
、
先
生
の
お
元
気
な
一

お
姿
を
拝
見
し
、
お
話
を
聞
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

今
に
し
て
思
え
ば
、
先
生
は
そ
こ
に
集
ま
っ
た
親
し
い
者
た
ち
一

に
お
別
れ
を
言
い
に
お
出
で
く
だ
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

思
え
て
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
私
が
鈍
一

い
せ
い
で
も
あ
る
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
生
活
感
の
あ
る
閥
達
な
一

お
話
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

先
生
に
直
接
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
友
人
藤
田
弘
一

道
・
寺
崎
修
両
君
の
お
か
げ
で
あ
る
。
恩
師
中
村
菊
男
先
生
が
逝
一

か
れ
て
、
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
る
。
お
家
の
こ
と
で
言
え
ば
下
落
合
一

の
家
に
落
ち
着
か
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
書
い
た
論
文
を
二
階
の
書
一

斎
で
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
を
伺
う
の
で
あ
る
。
先
生
は
律

L
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