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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
三
巻

七
月
号

五
字
の
歌

わ
れ
わ
れ
の

人
の
個
性
の

あ
る
ご
と
く

は
な
の
色
も

と
り
ど
り
で

桜
も
あ
れ
ば

ば
ら
も
あ
る

同
じ
く
香
り

さ
ま
ざ
ま
で

木
犀
あ
れ
ば

ラ
ン
も
あ
る

人
と
花
で
は

だ
が
し
か
し

異
な
る
言
葉

ふ
さ
わ
し
い

人
に
は
理
想

花
に
は
無
心

か
げ
ろ
う

か
げ
ろ
う
は

い
の
ち
は
か
な
し

仮
の
宿

い
た
れ
ば
す
で
に

い
ず
こ
に
も
な
し
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ひ
と
で
悩
み
た
く
な
い
人
は

六
、
し
ゃ
べ
る
言
葉
を
慎
む
こ
と
。

三
月
号
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
「
二
、
い
つ
も
『
和
顔
愛
語
』
を

欠
か
さ
な
い
こ
と

」
の
解
説
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

。

良
寛
さ
ん
が
、
こ
の
愛
語
の
心
を
も
と
に
「
戒
語
」
を
作
っ
た
こ

と
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
し
ゃ
べ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
良
寛
さ
ん
が
思
う
こ
と
を
、
自
戒
の
念
を
込
め

て
百
ば
か
り
集
め
た
も
の
で
す
。
丁
度
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
し

ゃ
べ
る
言
葉
を
慎
む
こ
と
」
を
書
き
出
し
た
も
の
に
当
た
っ
て
い

ま
す
。

人
間
の
人
と
人
と
の
感
情
的
行
き
違
い
は
、
多
く
の
場
合
し
ゃ

べ
る
言
葉
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
で
は
心
の

三
毒
（
不
慳
貪
、
不
瞋
恚
、
不
邪
見
）
が
も
と
に
な
っ
て
、
言
葉

で
犯
す
過
ち
も
起
こ
っ
て
く
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
心

を
磨
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ

は
置
い
て
お
き
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
言
葉
の
過
ち
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
言
葉
の
過
ち
を
戒
め
る
の
は
、
不
妄

語
、
不
綺
語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
の
四
つ
の
戒
律
で
す
。

も
う
何
度
も
、
こ
れ
ら
の
戒
律
の
意
味
は
述
べ
ま
し
た
が
（
例

え
ば
、
第
一
巻
六
月
号

、
簡
単
に
解
説
し
て
お
き
ま
す
と
、
不

）

妄
語
戒
は
う
そ
を
つ
か
な
い
こ
と
、
不
綺
語
戒
は
人
の
「
き
を
て

ら
っ
て
」
戯
れ
言
を
言
っ
た
り
、
大
法
螺
を
吹
い
た
り
し
な
い
こ

と
、
不
悪
口
戒
は
ひ
と
の
悪
口
を
言
わ
な
い
こ
と
、
不
両
舌
戒
は

人
を
仲
違
い
さ
せ
る
よ
う
な
、
二
枚
舌
を
使
わ
な
い
こ
と
を
、
そ

れ
ぞ
れ
戒
め
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
良
寛
さ
ん
の
戒
語
は
、
こ
う
し
た
十
善
戒
の
、
言
葉

に
関
係
し
た
戒
律
を
も
と
に
し
て
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
わ
け
で
し

ょ
う
が
、
そ
の
心
は
、
自
己
の
心
の
統
制
と
他
者
へ
の
思
い
や
り

。

「

」

「

」

や
優
し
さ
に
貫
か
れ
て
い
ま
す

私
の
言
う

情
動

と

感
情

の
働
き
を
中
心
に
し
た
も
の
で
す
。
五
月
号
で
述
べ
ま
し
た
孔
子

の
言
葉
で
言
え
ば
「
仁
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

良
寛
さ
ん
は
、
折
々
に
人
の
求
め
に
応
じ
て
筆
で
「
書
」
を
書

い
て
あ
げ
た
よ
う
で
、
こ
の
戒
語
も
今
残
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で

も
、
十
八
篇
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
に
書
か
れ
て
い
る
戒
語
を
た

し
ま
す
と
、
全
部
で
百
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
の
で
、
紙
数
の
都
合
上
全
部
を
あ
げ
て
解
説
す
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
私
が
読
ん
で
み
て
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
た
め
に
な
る

と
思
う
も
の
だ
け
を
あ
げ
て
、
解
説
を
し
て
行
き
ま
す
。

①
言
葉
の
多
き
こ
と
。
こ
れ
は
、
た
い
て
い
一
番
初
め
に
書
か

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
特
に
徳
川
の
江
戸
時
代
で
は

「
雄
弁
は

、

銀
、
沈
黙
は
金
」
で
、
自
分
を
出
す
こ
と
は
控
え
る
べ
き
こ
と
が

教
え
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
の
戒
め
が
一
番
に
書
か
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
今
で
も
、
き
い
て
も
な
い
こ
と
を
、
早
口
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で
、
み
さ
か
い
な
く
、
ぺ
ら
ぺ
ら
、
ぺ
ら
ぺ
ら
と
し
ゃ
べ
る
こ
と

は
控
え
た
い
も
の
で
す
。

②
差
し
出
口
。
あ
る
人
が
、
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
時

「
本

、

当
に
正
し
い
こ
と
」
を
そ
の
人
に
教
え
て
あ
げ
る
の
は
、
た
と
え

そ
の
と
き
腹
を
立
て
て
聞
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
は
き

っ
と
分
か
る
時
も
来
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
多
く
の
場
合
は
自

分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
、
あ
る
い
は
自
分
の
間
違
い
を
人
の
間
違

い
だ
と
気
付
か
ず
に
、
自
分
で
は
親
切
の
積
も
り
で
、
し
か
し
非

、

「

」

、

難
の
感
情
を
込
め
て

他
人
に
お
前
は

間
違
っ
て
い
る

と
か

「
あ
あ
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
う
し
ろ
」
と
か
言
っ
て
、
指
図
し

た
り
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
結
局
自
分
の
執
わ
れ
を
そ
の
人
に

映
し
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
自
分
で
は
気
付
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
そ
う
い
う
人
に
限
っ
て
自
分
が
そ
う
さ
れ
る
と
ひ

ど
く
傷
つ
く
も
の
な
の
で
す
。
人
へ
の
指
図
は
、
そ
の
人
が
犯
罪

に
近
い
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
余
程
の
場
合
を
除
き
、
控
え
た

い
も
の
で
す
。

③
減
ら
ず
口
。
人
は
、
た
と
え
自
分
が
本
当
に
「
間
違
っ
た
こ

と
」
を
し

「
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
」
い
て
も
、
そ
れ
を
正

、

し
い
と
主
張
し
た
が
り
ま
す
。
も
し
そ
の
間
違
い
を
指
摘
さ
れ
た

り
し
ま
す
と
、
自
分
で
は
間
違
っ
て
い
る
の
に
、
腹
を
立
て
、
口

か
ら
出
ま
か
せ
に
、
負
け
惜
し
み
を
言
い
、
憎
ま
れ
口
を
た
た
く

も
の
で
す
。
そ
れ
を
「
減
ら
ず
口
」
と
言
い
ま
す
。
自
分
の
人
格

を
貶
（
お
と
し
）
め
る
だ
け
で
す
。
そ
う
し
た
と
き
は
、
静
か
に

反
省
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

④
い
さ
さ
か
な
こ
と
を
言
い
立
て
る
。
物
事
の
本
質
に
ふ
れ
な

い
、
さ
さ
い
な
こ
と
を
お
お
げ
さ
に
言
う
と
い
う
意
味
で
す
。
大

学
で
は
、
学
生
は
卒
業
論
文
や
修
士
論
文
の
よ
う
な
論
文
を
書
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
，
先
生
の
中
に
は
、
学
生
の
書
い
た
論

文
の
論
旨
の
展
開
が
お
か
し
い
と
か
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が

不
明
確
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
省
略
を
表
す
点
が
一

つ
抜
け
て
い
る
と
か
、
漢
字
が
間
違
っ
て
い
る
と
か
、
文
体
が
気

に
入
ら
な
い
と
か
い
う
こ
と
で
、
い
か
に
も
そ
の
論
文
全
体
の
値

打
ち
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
平
然
と
言
う
人
が
結
構
い
ま
す
。
そ
の

人
の
学
生
に
対
す
る
愛
情
や
指
導
理
念
、
ひ
い
て
は
人
格
ま
で
も

疑
い
た
く
な
り
ま
す
。

⑤
人
の
気
色
（
け
し
き
）
を
見
ず
し
て
も
の
言
う
。
こ
こ
で
、

気
色
と
は
様
子
と
か
有
り
様
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
現
代
風
に
も

っ
と
一
般
化
し
て
、
相
手
の
立
場
に
ま
で
拡
大
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
昔
の
封
建
制
度
の
下
で
は
、
お
互
い
の
身
分
は
一
生
確
定
し

て
い
て
、
百
姓
が
侍
に
な
る
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

し
、
社
会
で
の
役
割
も
極
め
て
単
純
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
今
は
、
み
ん
な
自
由
で
自
分
の
利
益
、
自
分
の
エ
ゴ
を
ど
こ
ま

で
も
追
求
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
誰
で

も
が
総
理
大
臣
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
大
実
業
家
に
な
る
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こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
エ
ゴ
の
追
求
に
多
く
の
人
が

目
の
色
を
変
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
戒
語
は
相
手
の
立
場
を
無
視
し
て
自
己
の
利

益
を
追
求
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
戒
め

て
い
る
の
で
す
。

お
互
い
の
利
害
が
反
す
る
よ
う
な
と
き
、
話
を
ま
と
め
る
た
め

に
は
、
自
分
の
利
害
の
得
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
て
は
、
決
し

て
ま
と
ま
り
ま
せ
ん
。
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
、
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
相
手
七
分
、
自
分
三
分
位
に
自
分
の
利
益
を
少
な
く
す
る
よ

う
に
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
相
手
が
利
益
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
に
対
す
る
痛
み
を
こ
ち
ら
が
感
じ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
同

情
を
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
協
力
し
て
物

事
を
な
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
じ
こ
と
で
す
。
現
代
人
の

陥
り
や
す
い
、
戒
め
だ
と
思
い
ま
す
。
厳
に
気
を
つ
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

⑥
言
う
て
せ
ん
な
き
こ
と
。
こ
れ
は
、
言
う
て
も
仕
方
の
な
い

こ
と
、
無
益
な
こ
と
を
言
わ
な
い
よ
う
に
と
戒
め
て
い
ま
す
。
坂

村
真
民
さ
ん
の
詩
に
次
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。

七
字
の
う
た

よ
わ
ね
を
は
く
な
／
く
よ
く
よ
す
る
な
／
な
き
ご
と
い
う
な
／
う

し
ろ
を
む
く
な
／
／
ひ
と
つ
を
ね
が
い
／
ひ
と
つ
を
し
と
げ
／
は

な
を
さ
か
せ
よ
／
よ
い
み
を
む
す
べ
／
／
す
ず
め
は
す
ず
め
／
や

な
ぎ
は
や
な
ぎ
／
ま
つ
に
ま
つ
か
ぜ
／
ば
ら
に
ば
ら
の
か

こ
の
詩
の
冒
頭
の
四
行
に
あ
る
よ
う
に
、
弱
音
を
吐
い
た
り
、

く
よ
く
よ
し
た
り
、
泣
き
言
を
言
っ
た
り
、
後
ろ
を
向
い
た
り
し

ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
戒
語
に
反
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
う

の
で
す
。

人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
で
す
。
苦
し
い
時
が
あ
っ
て
も
い
つ
か

は
、
き
っ
と
楽
し
い
時
が
や
っ
て
来
ま
す
。
い
や
苦
し
い
時
が
あ

る
か
ら
こ
そ
楽
し
い
時
も
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
苦
し
く
て
も

弱
音
を
吐
い
た
り
、
泣
き
言
を
言
っ
た
り
し
な
い
で
じ
っ
と
我
慢

し
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
先
の
こ
と
を
案
じ
て
明
日
ど

う
な
る
か
と
か
、
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
昨
日
あ
ん
な
こ
と
を
し
て

し
ま
っ
た
と
か
、
い
く
ら
く
よ
く
よ
考
え
て
み
て
も
、
殆
ど
役
に

立
ち
ま
せ
ん
。
今
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
や
っ
た
ら
、
何
も
考
え

な
い
で
、
ま
た
次
に
す
べ
き
こ
と
を
ひ
た
す
ら
し
て
行
き
た
い
も

の
で
す
。

こ
の
他
に
も
、
良
寛
さ
ん
は
、
誰
で
も
が
よ
く
犯
し
て
い
る
た

く
さ
ん
の
戒
語
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
手
柄
話
し
、
自
慢

話
し
、
小
言
を
い
う
、
た
や
す
く
約
束
し
て
た
が
う
、
陰
口
、
む

だ
ご
と
、
人
の
嫌
が
る
こ
と
、
等
々
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
言
い
、
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
な
い
」
で
い
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も

人
間
関
係
は
悪
く
な
り
、
ひ
と
で
悩
む
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

自

分

の

エ

ゴ

に

閉

じ

た

人

自
分
の
エ
ゴ
に
閉
じ
た
人
に

と
っ
て

自
分
に
利
益
を
く
れ
る
人
が

善
い
人

信
仰
も

自
分
に
お
陰
を
く
だ
さ
る
神

があ
り
難
い
神

拝
ん
で
も
お
陰
が
な
け
れ
ば

途
端
に
拝
ま
ぬ

だ
め
な
神

そ
れ
で
も
自
分
は

善
い
人
間
だ
と

い
つ
も
こ
こ
ろ
で
思
っ
て
い

る

あ
あ

哀
れ
か
な

哀
れ
か
な

あ
あ

悲
し
か
な

悲
し
か
な

あ

じ

さ

い

の

あ

じ

あ
じ
さ
い
に

あ
じ
さ
い
の
あ
じ

あ
め
あ
が
り

夕

暮

れ

の

あ

じ

さ

い

あ
じ
さ
い
や

夕
暮
れ
ど
き
の

あ
で
や
か
さ

竹

の

芽

吹

き

田
植
え
ど
き

さ
な
え
と
同
じ

色
を
し
て

や
っ
と
芽
ふ
き
し

竹
す
が
す
が
し

土

手

を

飾

る

花

道
路
ぞ
い

土
手
に
花
咲
く

あ
か
し
ろ
き

何
キ
ロ
も

道
路
に
沿
い
し

土
手
か
ざ
る

一
面
の
花

赤
白
黄

う

ぐ

い

す

と

耕

作

う
ぐ
い
す
と

と
も
に
耕
す

畑
か
な

う
ぐ
い
す
が

鳴
く
か
ら
我
も

耕
せ
り

夜

明

け

の

う

ぐ

い

す

う
ぐ
い
す
や

空
の
白
み
を

見
て
ホ
ケ
キ
ョ
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四

季

の

め

ぐ

り

こ
の
世
界

こ

こ

ろ

の

垢

季
節
め
ぐ
り
て

花
が
咲
き

季
節
め
ぐ
り
て

人
が
な
に
か
を

木
の
葉
散
り
行
く

判
だ
ん
す
れ
ば

こ
こ
ろ
に
垢
の

あ
る
人
ほ
ど
が

己
が
こ
こ
ろ
を

真
紅
の
ば
ら

映
し
は
か
り
ぬ

赤
き
ば
ら

深
き
み
ど
り
に

こ
こ
ろ
の
垢
は

映
え
赤
し

自
分
の
め
が
ね

こ
こ
ろ
の
垢
は

自
分
の
枠
ぐ
み

こ
こ
ろ
の
垢
は

因

果

関

係

自
分
の
知
し
き

も
ん
し
ろ
ち
ょ
う

飛
べ
ば
キ
ャ
ベ
ツ
に

穴
が
あ
き

自
作
随
筆
選

老

子

五
月
号
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
先
日
私
は
、
私
が
人
間
の

本
質
の
一
つ
と
す
る
「
情
動
」
と
「
感
情
」
の
機
能
の
、
実
現
す

べ
き
価
値
の
こ
と
を
考
え
て
い
て

「
仁
」
の
こ
と
を
思
い
つ
き

、

ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
辞
書
や
辞
典
を
調
べ
て
み
て
、
そ
れ
が
孔
子

の
教
え
の
中
心
概
念
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
ま
さ
し
く
人
間
の
「
情
動
」
と
「
感
情
」
の
在
り
方
そ
の
も

の
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
教
え

に
は
、
人
間
の
在
り
方
の
基
本
に
か
か
わ
る
、
鋭
い
洞
察
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
孔
子
を
改
め
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
し
た
。

そ
の
後
で
、
中
国
の
も
う
一
人
の
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
老
子

は
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
興
味
が
わ
き
、
た
ま

た
ま
古
本
で
買
っ
て
あ
っ
た
福
永
光
司
著
『
老
子

（
新
訂
中
国

』

古
典
選
、
朝
日
新
聞
社
刊
）
を
出
し
て
き
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。

こ
れ
ま
た
驚
い
た
こ
と
に
は
、
老
子
は
、
私
が
自
我
と
人
格
の

機
能
と
す
る
徳
性
を
身
に
つ
け

「
善
」
の
価
値
を
実
現
し
て
い

、

た
、
つ
ま
り
解
脱
に
至
っ
て
い
た
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の

で
す
。
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老
子
の
哲
学
を
一
口
で
表
す
言
葉
に
「
無
為
自
然
（
む
い
し
ぜ

ん

」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
の
言
葉

）
は
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
誤
解
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
は

「
人
間
は
何
も
し
な
い
で
自
然
の
ま
ま
に
ま
か
せ
、
手

、

を
こ
ま
ね
い
て
生
き
る
の
が
一
番
よ
い
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
種
の
虚
無
主
義
を
表
す
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
読
ん
で
い
て
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
そ
れ
は

「
人
間
が
小
賢
し
く
は
か
ら
う
の
で
は
な
く
て
、

、

あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
へ
の
執
わ
れ
を
捨
て
て
生
き
よ
、
と

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
間
の
傲
慢
さ
を
捨
て
る
べ
き
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
基
本
的
に
は
仏
教
と
共
通
な
側
面
を
持
っ
て
い
る

の
で
す
。
つ
ま
り
解
脱
し
た
人
の
特
性
と
し
て
「
自
己
へ
の
執
着

を
捨
て
て
い
る
」
点
で
は
共
通
な
の
で
す

「
無
為
自
然
」
と
は

。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
解
脱
し
た
人
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
欲
望
の
統
制
が
自

由
で
あ
り
、
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
持
て
る
点
で
も
共
通
し
て
い

ま
す
。
自
分
の
欲
望
の
追
求
を
控
え
る
べ
き
こ
と
、
つ
ま
り
つ
つ

ま
し
く
す
る
こ
と
（
倹
約
）
を
説
い
て
い
ま
す
し
、
他
者
に
対
し

て
は
慈
し
み
の
心
を
持
つ
こ
と
、
人
の
先
に
立
た
な
い
こ
と
、
人

と
争
わ
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
孔
子
の
い
う

「
仁
」
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

た
だ
、
老
子
は
孔
子
ほ
ど
伝
記
が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
従

っ
て
、
老
子
の
教
え
は
孔
子
ほ
ど
、
明
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
の
で
す
。
老
子
の
実
在
人
物
と
考
え
ら
れ
る
「
ろ
う
た

」

、

ん

と
い
う
人
が
戦
国
時
代
に
い
た
こ
と
は
確
か
の
よ
う
で
す
が

そ
も
そ
も
こ
の
人
が
い
つ
生
ま
れ
、
い
つ
死
ん
だ
の
か
も
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

『
老
子
』
と
い
う
書
物
が
こ
の
「
ろ

、

う
た
ん
」
と
い
う
人
の
思
想
を
ど
の
程
度
確
実
に
伝
え
て
い
る
か

も
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
事
情
が
あ
っ
て

『
老
子
』
と
い
う
書
物
に
書
い
て
あ

、

る
こ
と
は
、
一
々
指
摘
は
し
ま
せ
ん
が
、
私
か
ら
見
ま
す
と
ど
う

も
矛
盾
を
含
み
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
後
世
の
解
脱

の
分
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
が
解
脱
し
て
い
な
い
研
究
家
や

注
釈
家
は
、
そ
の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て
、
本
当
の
老
子
（
ろ
う

た
ん
）
を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
老
子
の
、
不
出

来
だ
と
思
わ
れ
る
後
世
（
二
百
～
三
百
年
後
）
の
「
弟
子
」
た
ち

が
書
い
た
『
老
子
』
が
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
反
映
で
、
仕
方

な
い
こ
と
と
言
え
ば
そ
う
な
の
で
す
が
。

し
か
し
、
老
子
が
真
実
に
言
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
け
で
、

あ
る
い
は
老
子
が
真
実
考
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
け

で
、
老
子
の
主
張
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
し
、
い
ず
れ
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は
私
も
そ
う
出
来
た
ら
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
老

子
の
真
実
と
思
わ
れ
る
中
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
こ

と
を
こ
こ
で
は
、
少
し
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
孔
子
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
す
が
、
老
子
が
あ
ま
り

に
も
徳
目
主
義
的
で
、
心
理
描
写
の
不
足
し
て
い
る
点
で
す
。
人

は
、
こ
う
す
る
の
が
よ
い
か
ら
と
教
え
ら
れ
て
も
、
老
子
も
指
摘

す
る
通
り
、
な
か
な
か
そ
う
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
も

っ
と
、
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
的
に
示
す
か
、
実
践
と
し

て
こ
う
こ
う
し
て
い
れ
ば
、
自
分
の
言
う
教
え
が
分
か
っ
た
り
、

実
行
で
き
た
り
す
る
よ
う
に
な
れ
る
と
い
う
方
法
を
示
さ
な
け
れ

ば
、
一
般
の
人
に
は
説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際
生
活
に
役

立
て
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
老
子
の
教
え
を

本
当
に
理
解
し
、
自
分
の
生
き
方
に
実
際
に
採
り
入
れ
る
こ
と
が

出
来
た
の
は
、
道
教
の
人
た
ち
で
は
な
く
て
、
門
外
漢
で
あ
る
仏

教
徒
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
い
ち
い
ち
具
体
的
に
は
挙
げ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
、
中
国
で
発
達
し
た
禅
宗
の
中
や
、
浄
土
教
の
中
に
幾
ら

で
も
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
中
国
の

「
霊
性
」
の
仏
教
へ
の
反
映
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で

。

、

「

」

（

）

す

か
つ
て

日
本
の

霊
性

が
禅
宗
と
浄
土
真
宗

浄
土
宗

だ
と
言
っ
た
有
名
な
仏
教
学
者
が
居
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
間
違
い

で
、
そ
れ
ら
は
中
国
人
の
霊
性
な
の
で
す
。
日
本
の
霊
性
と
思
っ

た
の
は
そ
の
照
り
返
り
で
し
か
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
そ
う
い
う
限
界
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
老

子
の
偉
さ
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
こ
と
は
私
た
ち
後
世

。

、

の
者
が
そ
れ
を
ど
う
生
か
す
か
に
あ
る
の
で
す
か
ら

私
も
今
後

孔
子
を
見
直
す
の
と
同
様
に
、
こ
の
老
子
も
ぜ
ひ
取
り
入
れ
て
行

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
五
）
悪
い
こ
と
を
し
た
人
は
、
こ
の
世
で
憂
え
、
来
世

で
も
憂
え
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
憂
え
る
。
か
れ
は
、

自
分
の
行
為
が
汚
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
憂
え
、
悩
む
。

（
一
六
）
善
い
こ
と
を
し
た
人
は
、
こ
の
世
で
喜
び
、
来
世

で
も
喜
び
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
喜
ぶ
。
か
れ
は
、
自

分
の
行
為
が
浄
ら
か
な
の
を
見
て
、
喜
び
、
楽
し
む
。

（
一
七
）
悪
い
こ
と
を
な
す
者
は
、
こ
の
世
で
悔
い
に
悩
み

、
来
世
で
も
悔
い
に
悩
み
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
悔
い
に
悩

む

「
わ
た
し
は
悪
い
こ
と
を
し
ま
し
た
」
と
い
っ
て
悔
い

。
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に
悩
み
、
苦
難
の
と
こ
ろ
（
＝
地
獄
な
ど
）
に
お
も
む
い
て

（
罪
の
む
く
い
を
受
け
て
）
さ
ら
に
悩
む
。

、（
一
八
）
善
い
こ
と
を
な
す
者
は
、
こ
の
世
で
歓
喜
し
、
来

世
で
も
歓
喜
し
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
歓
喜
す
る

「
。

わ
た
く
し
は
善
い
こ
と
を
し
ま
し
た
」
と
い
っ
て
歓
喜
し
、

幸
い
あ
る
と
こ
ろ
（
＝
天
の
世
界
）
に
お
も
む
い
て
、
さ
ら

に
喜
ぶ
。

こ
の
二
つ
ず
つ
の
対
に
な
っ
た
詩
に
共
通
に
見
ら
れ
、
か
つ
重

要
な
言
葉
は

「
悪
い
こ
と
」
と
「
善
い
こ
と

、
お
よ
び
「
来

、

」

世
」
の
こ
と
で
す
。
特
に
（
一
七
）
と
（
一
八
）
で
は
、
そ
の
来

世
が
「
苦
難
の
と
こ
ろ
（
＝
地
獄
な
ど

」
と
「
幸
い
あ
る
と
こ

）

ろ
（
＝
天
の
世
界

」
に
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
。

）

順
次
、
こ
れ
ら
を
解
説
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
悪
い
こ
と
と
善
い
こ
と
で
す
が
、
悪
い
こ
と
は
善
い
こ

と
の
反
対
で
す
の
で
、
善
い
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
、
そ
れ
ら
が
何

な
の
か
に
つ
い
て
私
な
り
の
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。勿

論
、
周
知
の
通
り
仏
教
に
は
十
善
戒
（
①
不
殺
生
、
②
不
偸

盗
、
③
不
邪
婬
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両

舌
、
⑧
不
慳
貪
、
⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
）
と
い
う
戒
律
が
あ
り

、

（

、

、

ま
す
し

ま
た
菩
薩
行
と
し
て
の
六
波
羅
蜜

①
布
施

②
持
戒

③
忍
辱
、
④
精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
恵
）
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
こ
の
十
個
の
戒
律
を
守
っ
た
り
、
六
つ
の
徳
目
を
実
行
し
て

い
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
余
り
に
も
徳
目
的
す
ぎ
ま
す
し
、
ま
た
十
善
戒
で
は

「
何
々
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
否
定
的
な
表
現
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
哲
学
的
・
心
理
学
的

に
構
造
化
し
、
肯
定
的
な
意
味
付
け
を
し
て
「
善
い
こ
と
と
は
何

な
の
か
」
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
自
閉
症
児
の
研
究
を
通
じ
て
、
人
は
「
人
の
心
を
感
じ
る

心
」
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
は
自
分
の
欲
望
の
満
足
だ
け
で
は
な

く
て
、
他
者
の
欲
望
の
満
足
を
も
考
慮
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
己
の
欲

望
の
満
足
や
生
き
が
い
の
「
追
求
」
と
、
他
者
の
欲
望
の
満
足
や

生
き
が
い
へ
の
「
配
慮
」
と
の
調
和
の
上
に
、
人
々
の
生
活
が
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
は
自
他
の
統
合
・
調
和
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
私
た
ち
が
「
善
い

こ
と
を
す
る
」
場
合
に
も
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
自
己
の
追
求
と
他
者
へ
の
配
慮
の
両
方
で
そ
れ
ぞ
れ
善

い
こ
と
が
存
在
す
べ
き
な
の
で
す
。

で
は
、
自
己
を
追
求
す
る
側
面
で
は
ど
ん
な
こ
と
が
善
い
こ
と
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な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
最
終
的
な
目
標
で
言
え
ば
、
教
育

的
に
は
自
己
の
人
格
完
成
で
あ
り
、
仏
教
的
に
は
解
脱
や
悟
り
で

あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
で
あ
れ
ば
「
無
知
の
知
」
な
い
し
は
「
汝

自
身
を
知
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
他
者
へ
の
配
慮
と
い
う
面
で
善
い
こ
と
と
は
、
こ
れ
ま

た
最
終
的
な
目
標
で
言
え
ば
、
人
間
存
在
を
超
え
た
絶
対
的
な
他

者
を
実
感
し
、
人
の
道
（
仏
教
で
い
う
法
）
を
体
得
す
る
こ
と
な

の
で
す
。

で
も
、
そ
う
し
た
最
終
目
標
を
知
っ
て
も
、
そ
れ
に
達
す
る
た

め
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
そ
こ
に
至
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
努
力
も
や
は
り
善

。

、

い
こ
と
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
十
善
戒
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
で
あ
る
わ

。

、

、

け
で
す

こ
こ
で

そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
心
理
学
的
に
分
析
し

整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
①
「
こ
こ
ろ
」
の
領
域
で
あ
る
、
情
動
・
感
情
面
に
お

け
る
努
力
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
心
の
動
き
つ
ま

り
情
動
を
統
制
す
る
こ
と
と
、
他
者
の
心
を
感
じ
る
心
つ
ま
り
感

情
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
先
の
徳
目
で
こ
れ
ら
に
属
す
る
も
の
を

あ
げ
れ
ば
、
十
善
戒
の
不
慳
貪
、
不
瞋
恚
、
不
邪
見
と
六
波
羅
蜜

の
布
施
、
忍
辱
と
が
そ
れ
で
す
。
修
行
の
方
法
で
言
え
ば
、
自
己

を
捨
て
、
仏
や
神
の
救
い
を
ひ
た
す
ら
信
じ
、
全
て
を
ま
か
せ
て

生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
に
当
た
り
ま
す
。

次
に
、
②
「
か
ら
だ
」
の
領
域
で
あ
る
、
感
覚
・
運
動
面
に
お

け
る
努
力
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
外
界
の
事
象
を
自
分
が
ど
う

、

。

感
じ

そ
れ
に
ど
う
対
応
し
て
行
動
す
る
か
に
関
わ
っ
て
い
ま
す

十
善
戒
で
は
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
邪
婬
が
、
六
波
羅
蜜
で
は
禅

定
お
よ
び
持
戒
の
多
く
が
こ
れ
に
属
す
る
と
思
い
ま
す
。
修
行
の

方
法
で
言
え
ば
、
禅
宗
の
座
禅
や
ヨ
ー
ガ
の
多
く
が
こ
れ
に
当
た

り
ま
す
。

次
に
、
③
「
あ
た
ま
」
の
領
域
で
あ
る
、
認
知
・
言
語
面
で
の

努
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
理
性
で
自
分
の
存
在
の
哲
学
的
意
味

を
知
り
、
言
葉
で
人
を
思
い
や
り
、
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
言

わ
な
い
こ
と
で
す
。
存
在
の
哲
学
的
な
意
味
を
知
る
と
は
、
我
々

の
存
在
の
現
実
を
現
実
た
ら
し
め
て
い
る
根
本
的
な
原
理
を
知
る

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
は
自
分
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
単
に
超
越
か
ら
存
在
を
贈
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
生
き
て

い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
な
の
で
す
。
十
善
戒

で
は
不
妄
語
、
不
綺
語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
が
、
六
波
羅
蜜
で
は

智
恵
の
一
部
が
こ
れ
に
属
す
る
と
思
い
ま
す
。
修
行
の
方
法
で
言

え
ば
、
言
葉
で
真
言
や
念
仏
を
唱
え
た
り
、
経
典
を
読
呪
し
た
り

す
る
こ
と
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

次
に
、
④
「
た
ま
し
い
」
の
領
域
で
あ
る
、
自
我
・
人
格
面
の

努
力
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
の
自
他
の
最
終
目
標
を
い
つ
も
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明
確
に
意
識
し
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
怠
ら
ず
努
力
し
、
そ
の
目

標
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
十
善
戒
に
は
属
す
る
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
六
波
羅
蜜
で
は
精
進
と
智
恵
の
一
部
が
こ
れ
に
当
た

る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
努
力
に
よ
っ
て
自
他
二
つ
の
最
終
目
標
を
達
成
し
ま

す
と
、
実
は
、
二
つ
の
目
標
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
一
つ
の
こ
と

の
両
面
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。
孔
子
の
言
葉
で
言

え
ば

「
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ど
も
、
則
（
の
り
）

、

を
こ
え
ず
」
と
い
う
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
た

だ
、
論
語
を
読
め
ば
分
か
る
の
で
す
が
、
孔
子
は
解
脱
し
て
い
た

と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
の
で

「
則
を
こ
え
な
い
こ
と
」
が
主
要
な

、

関
心
事
に
な
っ
て
い
て
、
絶
対
の
幸
せ
を
心
の
中
に
作
り
出
し
た

り
、
積
極
的
に
他
者
を
救
済
す
る
こ
と
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
の

が
残
念
で
す
が
。

「
善
い
こ
と
」
の
検
討
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
来
世
に
行
く

苦
難
の
と
こ
ろ

＝
地
獄
な
ど

と

幸
い
あ
る
と
こ
ろ

＝

「

（

）
」

「

（

天
の
せ
か
い

」
の
こ
と
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
が

）

生
ま
れ
た
昔
の
イ
ン
ド
で
は
、
古
く
か
ら
人
間
は
生
ま
れ
変
わ
る

も
の
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
輪
廻
（
り
ん
ね
）

思
想
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
地

獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
の
六
つ
を
考
え
る
場
合
、

六
道
輪
廻
と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
決
め
る
も
の
は
、
そ
の
人
の
こ

の
世
で
の
行
為
、
つ
ま
り
業
な
の
で
す
。
こ
の
世
で
善
い
行
い
を

し
功
徳
を
積
ん
だ
人
は
、
天
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
す

が
、
悪
い
行
い
を
し
人
を
悩
ま
せ
た
り
困
ら
せ
た
り
し
て
悪
業
を

積
ん
だ
人
は
、
地
獄
へ
お
ち
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ

の
中
間
に
他
の
四
つ
の
世
界
が
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
六
つ
の
来
世
の
世
界
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

は
、
ま
た
の
機
会
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
私
が
よ

く
言
っ
て
い
る
来
世
の
考
え
方
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
こ
の
世
界
は
仮
の
世
界
で
あ

、

、

っ
て

死
ん
で
行
く
あ
の
世
こ
そ
永
遠
に
続
く
世
界
な
の
で
あ
る

と
考
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
六
道
輪
廻
の
時
と
同
様
に
あ
の
世

の
ど
こ
へ
行
く
か
は
こ
の
世
で
の
行
為
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
考
え

ま
す
。
し
か
し
、
私
の
場
合
は
六
つ
に
仮
定
し
ま
せ
ん
で
、
こ
の

世
で
の
行
為
の
似
た
者
同
志
が
集
ま
る
と
考
え
る
の
で
す
。

こ
の
世
で
の
、
自
己
の
側
の
生
き
る
目
標
の
在
り
方
や
他
者
の

側
の
生
き
る
目
標
の
在
り
方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
う
る
わ
け
で

す
。
典
型
的
に
言
え
ば
、
自
己
の
エ
ゴ
ば
か
り
を
追
求
し
て
、
人

の
こ
と
を
考
え
な
い
人
は
、
あ
の
世
で
は
そ
う
し
た
人
ば
か
り
の

所
へ
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
世
で
は

善
い
人
の
お
蔭
で
、
エ
ゴ
も
通
り
ま
す
が
。

善
行
の
功
徳
を
毎
日
積
み
ま
し
ょ
う
。
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後
記

一
、
わ
が
心
光
寺
の
屋
敷
の
裏
の
山
側
を
通
る
、
間
伐
林
道
の
測

量
が
始
ま
り
ま
し
た
。
一
日
も
早
く
開
通
す
る
こ
と
を
祈
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

二
、
六
月
十
二
日
、
町
の
連
続
講
座
「
婦
人
の
健
康
づ
く
り
」
で

「
女
性
の
心
の
健
康
（
ヨ
ー
ガ
の
実
技

」
と
い
う
題
で
、
講
演

）

と
ヨ
ー
ガ
の
実
技
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
熱
心
に
ヨ
ー

ガ
と
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
山
城
町
に
ヨ
ー
ガ
愛
好
者
が
一

人
で
も
多
く
な
り
、
健
康
で
明
る
い
人
が
増
え
て
行
っ
た
ら
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
た
と
え
過
疎
で
も
こ
の
町
が
楽
園

に
変
わ
っ
て
行
く
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
、
今
年
は
サ
ル
年
で
す
が
、
サ
ル
年
の
梅
は
縁
起
が
い
い
と
い

、

。

う
こ
と
で

梅
と
氷
砂
糖
で
焼
酎
漬
け
を
た
く
さ
ん
作
り
ま
し
た

梅
が
焼
酎
の
中
で
浮
い
て
い
た
の
が
勝
手
に
沈
み
、
段
々
シ
ワ
シ

ワ
に
な
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
焼
酎
の
透
明
度
が
最
初
は

に
ご
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
か
な
り
澄
ん
で
来
て
い
ま
す
。
た

っ
た
こ
れ
だ
け
の
世
界
の
中
に
も
毎
日
変
化
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を

観
察
し
て
い
ま
す
と
と
て
も
楽
し
い
気
分
に
な
り
ま
す
。

四
、
先
日
、
こ
の
家
に
も
う
十
何
年
も
放
置
し
て
あ
っ
た
耕
う
ん

機
を
出
し
て
、
大
豆
を
植
え
る
と
こ
ろ
を
耕
し
ま
し
た
。
昨
年
こ

こ
に
来
て
す
ぐ
農
協
の
人
に
エ
ン
ジ
ン
だ
け
は
か
か
る
よ
う
に
し

て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
初
め
て
使
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ

て
も
生
ま
れ
て
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。
く
わ
で
耕
す
よ
り
も
は

る
か
に
早
い
の
に
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
た
だ
、
我
が
畑
は
全
部

傾
斜
地
な
の
で
、
傾
く
の
を
食
い
止
め
な
が
ら
で
、
と
て
も
力
が

い
り
ま
し
た
。

五
、
そ
の
耕
し
た
約
二
畝
の
所
に
、
大
豆
の
種
を
「
キ
ヒ
ゲ
ン
セ

ッ
ト
」
で
消
毒
し
真
っ
赤
に
着
色
し
て
種
蒔
き
し
、
防
護
網
を
上

に
張
り
ま
し
た
。
は
と
に
食
べ
ら
れ
な
い
た
め
で
す
。
こ
の
材
料

は
全
部
農
協
で
購
入
し
ま
し
た
。

六
、
こ
の
他
に
、
さ
つ
ま
い
も
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
我
が
家
と
し

て
は
、
か
な
り
多
く
植
え
ま
し
た
。
主
食
（
の
一
つ
）
に
し
よ
う

と
思
う
か
ら
で
す
。

月
刊

平
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四
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七
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八
日
（
縁
日
は
、
毎
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）
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