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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

一
月
号

和
を
取
り
戻
そ
う

日
本
古
来
の

人
と
人
が
関
わ
る
原
理
の

和
を

取
り
戻
そ
う

権
利
も
義
務
も

言
わ
な
く
て
も

よ
く
な
る
か
ら

ど
く
つ
く
三
歳
児

三
歳
児

親
に
ど
く
つ
き

唾
を
は
く

ど
う
な
っ
て
る
の

親
の
し
つ
け
は
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
二
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
一
六
）

現
成
公
案
の
巻
を
先
月
号
で
終
わ
り
ま
し
た

『
正
法
眼
蔵
』

。

解
説
を
続
け
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
も
う
止
め
よ
う
か
、
で
も
、
続

け
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
巻
に
し
よ
う
か
、
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
迷
っ

た
の
で
す
が
、
結
局

「
有
時
（
う
じ
）
の
巻
」
を
取
り
上
げ
る

、

こ
と
に
し
ま
し
た
。
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

か
つ
て
、
私
が
自
分
の
時
間
論
を
構
築
し
ま
し
た
時
、
参
考
に

読
ん
だ
本
で
あ
る
、
長
尾
雅
人
・
中
村
元
監
修

三
枝
充
悳
編
集

『
講
座
仏
教
思
想
第
一
巻

存
在
論

時
間
論

（
理
想
社
刊
）

』

、

「

」

。

の
中
に

玉
城
康
四
郎
著
の

道
元
の
時
間
論

が
あ
り
ま
し
た

そ
の
中
で
こ
の
「
有
時
の
巻
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
れ
は
、
道
元
が
言
っ
て
い
る
こ
と
の
単
な
る
繰
り
返
し
に

過
ぎ
ず
、
理
解
を
深
め
て
い
る
と
は
、
と
て
も
言
い
が
た
い
こ
と

を
そ
の
時
知
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
巻
も
「
現
成
公
案
」

と
同
様
に
、
き
わ
め
て
哲
学
的
で
難
解
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ど

の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
も
、
ど
の
解
説
書
を
読
ん
で
も
、
正
し
く

。

、

解
釈
し
て
い
る
本
が
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す

で
す
か
ら

「
有
時
（
う
じ

」
を
、
私
が
、
解
説
し
て
お
く
価
値
が
あ
る
と

）

思
え
る
か
ら
な
の
で
す
。

前
置
き
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
本
文
に
入
り
ま
す
。

有

時

古
仏
言

有
事
高
高
峰
頂
立

有
時
深
深
海
底
行

有
時
三
頭
八
臂

有
時
丈
六
八
尺

有
時

杖
払
子

有
時
露
柱
灯
籠

有
時
張
三
李
四

有
時
大
地
虚
空

い
わ
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な

時
な
り
。
丈
六
金
身
（
じ
ょ
う
ろ
く
こ
ん
じ
ん
）
こ
れ
時
な

り
、
時
な
る
が
ゆ
え
に
時
の
荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）
光
明
あ

り
。い

ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
。
三
頭
八
臂
こ
れ
時
な

り
、
時
な
る
が
ゆ
え
に
、
い
ま
の
十
二
時
に
一
如
な
る
べ

し
。
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど

も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。
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現
代
語
訳
を
、
参
考
ま
で
に
玉
城
康
四
郎
著
『
現
代
語
訳
正
法

眼
蔵
１

（
大
蔵
出
版
刊
）
か
ら
と
り
、
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

』古
仏
が
い
う
、

「
有
時
は
、
高
々
た
る
峰
頂
（
ほ
う
ち
ょ
う
）
に
立
つ
。

有
時
は
、
深
々
た
る
海
底
に
行
く
。

有
時
は
、
三
頭
（
さ
ん
ず
）
八
臂
（
は
っ
ぴ

。
）

有
時
は
、
丈
六
八
尺
。

有
時
は
、

杖
払
子
（
し
ゅ
じ
ょ
う
ほ
っ
す

。
）

有
時
は
、
露
柱
（
ろ
ち
ゅ
う
）
灯
籠
。

有
時
は
、
張
三
李
四
（
ち
ょ
う
さ
ん
り
し

。
）

有
時
は
、
大
地
虚
空
」
と
。

い
わ
ゆ
る
有
時
と
は
、
時
が
そ
の
ま
ま
存
在
で
あ
り
、
存

在
が
こ
と
ご
と
く
時
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
丈

六
尺
の
黄
金
の
仏
身
は
、
す
な
わ
ち
時
で
あ
る
。
時
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
時
の
お
の
ず
か
ら
輝
（
か
が
や
）
き
わ
た
る
光

明
が
あ
る
。

、

。

そ
の
こ
と
を

そ
の
時
そ
の
時
つ
ね
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る

不
動
明
王
の
三
つ
の
頭
、
八
つ
の
臂
（
う
で

（
い
わ
ゆ
る

）

憤
怒
の
相

、
こ
れ
す
な
わ
ち
時
で
あ
る
。
時
で
あ
る
か
ら

）

こ
そ
、
現
在
の
そ
の
時
そ
の
時
に
一
体
に
な
っ
て
い
る
、
そ

の
時
そ
の
時
の
時
間
は
、
そ
の
長
短
に
つ
い
て
測
っ
て
は
い

な
く
と
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
う
。

古
仏
の
こ
と
ば
を
除
き
ま
す
と
、
道
元
自
身
の
こ
と
ば
は
、
こ

こ
で
の
紹
介
部
分
は
、
と
て
も
短
い
の
で
す
が
、
で
も
深
遠
な
内

容
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
の
部
分
が
理
解
で
き
れ
ば
、
次
回
か

ら
は
大
体
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ま
ず
、
疑
問
に
思
わ
れ
ま
す
の
は

「
有
時
」
と
「
時
」
と
は

、

、

。

「

」

、

ど
う
違
う
の
か

と
い
う
点
で
す

ま
た

有

と
は
何
な
の
か

と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
時
と
一
緒
に
な
っ
た
の
が
、

有
時
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

こ
れ
ら
は
、
ど
ん
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
が
、
ほ
と

ん
ど
の
解
説
者
に
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
曹

洞
宗
の
教
学
の
最
高
の
地
位
に
あ
る
人
の
解
説
を
読
ん
で
も
、
こ

の
心
境
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
因
み
に
、
有
時

の
「
有
」
の
訳
語
を
見
ま
し
て
も

「
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
も

、

の
や
「
現
象
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
ま
で
、
様
々
で
す
。

こ
こ
で
現
代
語
訳
を
採
用
し
ま
し
た
玉
城
氏
は
、
前
述
の
論
文

の
中
で
、
有
時
を
「
存
在
即
時
間
」
と
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
な

ぜ
そ
う
訳
す
の
か
、
つ
ま
り
、
存
在
が
、
な
ぜ
、
即
時
間
な
の
か

が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
形
式
論
理
で
は
、
存
在
は
存
在
で
、
時

間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
間
は
時
間
で
、
存
在
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
、
即
で
結
ば
れ
う
る
の
か
、
道
元
の
敷
き
写

し
で
、
理
由
も
論
理
も
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
道
元
を
理
解
す
る
た
め
の
私
の
時
間
論
を
述
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べ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は

「
物
質
」
と
「
生
命
」
と
「
精

、

神
（
人
間

」
で
、
こ
の
順
に
進
化
し
て
き
ま
し
た
。

）

こ
の
存
在
の
中
で
、
時
間
が
問
題
と
な
り
ま
す
の
は
、
人
間
だ

け
な
の
で
す
。
物
質
に
は
も
ち
ろ
ん
、
時
間
は
問
題
に
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
生
命
の
中
で
も
人
間
以
外
の
高
等
動
物
で
は
問
題
に

な
り
そ
う
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
人
間
に
進
化
し
て
は
じ
め
て
時
間
が
問
題
に
な
り
だ
し

た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
に
な
っ
て
は
じ
め
て
精
神
が

矛
盾
的
な
二
重
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

そ
の
二
重
性
が
、
典
型
的
に
意
識
に
反
映
し
た
も
の
が
、
も
っ

と
生
き
延
び
た
い
と
思
う
の
に
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

。

、

い
う
苦
し
み
な
の
で
す

自
分
を
ど
こ
ま
で
も
肯
定
し
た
い
の
に

何
者
か
に
よ
っ
て
自
分
が
否
定
さ
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

物
質
も
生
命
も
同
様
に
、
そ
の
存
在
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
意
識
で
き
る
の
は
人
間
だ
け

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
苦
し
み
が
生
ま
れ
ま
す
。

こ
の
自
分
を
ど
こ
ま
で
も
肯
定
し
よ
う
と
す
る
働
き
を
、
私
は

「
自
己
」
と
呼
び
、
こ
の
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
し
よ
う
と
す

る
肯
定
の
働
き
に
否
定
的
に
関
わ
る
働
き
を
「
他
己
」
と
呼
ん
で

い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
未
来
に
向
か
っ
て
、
あ
あ
し
よ
う
、
こ
う
し
よ
う
、

あ
あ
な
り
た
い
、
こ
う
な
り
た
い
、
と
無
限
に
夢
を
見
、
理
想
を

描
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
も
、
現
実
に
は
た
く
さ
ん
の
制
約
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
は
、
他
者
の
存
在
な
の

で
す
。
先
ほ
ど
の
例
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
絶
対
他
者
と
呼

べ
る
自
分
を
死
へ
と
誘
う
も
の
の
存
在
で
す
。
も
っ
と
具
体
的
な

も
の
で
言
い
ま
す
と
、
制
度
で
あ
り
、
伝
統
で
あ
り
、
文
化
・
文

明
で
あ
り
、
法
律
で
あ
る
わ
け
で
す
。

実
は
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
人
間
が
な
し
て
き

た
行
為
で
あ
り
、
人
間
に
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象

。

、

。

、

な
の
で
す

そ
れ
を

私
は
過
去
と
呼
ん
で
い
ま
す

で
す
か
ら

「
他
己
」
が
「
過
去
」
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
「
自
己
」
の
理
想
を

も
つ
働
き
が
「
未
来
」
な
の
で
す
。

こ
こ
で
い
う
、
過
去
や
未
来
は
、
時
計
で
測
れ
る
単
な
る
客
観

的
な
時
間
の
流
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
こ
こ

、

。

、

ろ
の
働
き
と
し
て
の
過
去
で
あ
り

未
来
な
の
で
す

そ
れ
ら
は

人
間
の
精
神
が
作
り
だ
す
働
き
で
す
。
人
間
以
外
の
物
質
や
生
命

で
は
、
過
去
も
未
来
も
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
時
間

が
客
観
的
に
流
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
、
自
分
の
存
在
に
と
っ

て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
が
、
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。

時
間
を
構
成
す
る
働
き
で
も
う
一
つ
残
っ
て
い
ま
す
の
は
、
現

在
で
す
。
で
は
、
現
在
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
矛
盾
的
に
精
神
の
二
重
性
を
も
つ
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こ
と
で
人
間
に
進
化
し
ま
し
た
。
端
的
に
言
い
ま
す
と
生
（
有
）

と
死
（
無
）
の
二
重
性
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
二
重
性
の
矛
盾

の
故
に
、
こ
の
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
苦
し
む
わ
け
で
す
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
哲
学
者
に
ち
な
ん
で
言
い
ま
す
と
、
人
生
は
、

有
と
無
の
弁
証
法
的
運
動
と
し
て
の
成
で
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
述
べ
て
き
ま
し
た
時
間
で
言
い
ま
す
と
、
ど
こ
ま
で
も

「

」

（

）

、

未
来

に
向
か
っ
て
有
ろ
う

存
在
し
よ
う

と
す
る
働
き
と

そ
う
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
否
定
的
に
そ
れ
を
「
無
」
に
し

よ
う
と
し
て
働
き
か
け
て
く
る
制
約
と
し
て
の
「
過
去
」
の
働
き

を
、
私
た
ち
は
、
こ
の
刹
那
、
刹
那
に
苦
し
み
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス

を
取
り
、
統
合
し
て
成
っ
て
（
生
き
て
）
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が

実
は

「
現
在
」
な
の
で
す
。

、

（

）

、

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
人
間

精
神

の
存
在
構
造
そ
の
も
の
が

す
で
に
、
時
間
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
、
人
間

の
存
在
を
哲
学
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
時
間
論
を

抜
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
根
拠
が
あ
る
の
で
す
。

こ
こ
で
、
再
び
道
元
に
戻
り
ま
す
。

出
だ
し
の
「
い
わ
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有

は
み
な
時
な
り
」
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

、

、

明
ら
か
な
よ
う
に

そ
も
そ
も
有
時
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
時

私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
時
間
（
時
）
は
人
間
精
神
の
存
在
（
有
）

そ
の
も
の
で
す
し
、
ま
た
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
全
て
の
存
在
は

時
間
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
出
だ
し
の
「
時
は
有
で

あ
り
、
有
は
時
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら

「
丈
六
金
身
（
じ
ょ
う
ろ
く
こ
ん
じ
ん
）
こ
れ
時

、

な
り
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
「
時
な
る
が
ゆ
え
に
時
の
荘
厳
（
し

ょ
う
ご
ん
）
光
明
あ
り
」
と
な
り
ま
す
。

で
も
、
こ
こ
は
少
し
解
説
が
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
金
色
の
仏
さ
ま
が
時
間
で
あ
り
、
時
間
が
荘
厳
な
光
明
で
あ

る
と
は
、
一
般
的
に
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
を
最
終
的
に
制
約
し
否

定
す
る
も
の
は
、
絶
対
他
者
と
呼
べ
る
も
の
で
し
た
。
実
は
、
そ

れ
は
、
自
己
を
肯
定
し
よ
う
と
も
が
く
ほ
ど
、
否
定
的
に
働
き
か

け
て
く
る
の
で
す
が
、
肯
定
し
よ
う
と
す
る
自
己
へ
の
執
着
を
捨

て
る
と
き
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
、
自
己
肯
定
か
ら
自
己
否
定
へ

と
転
換
す
る
と
き
、
否
定
的
で
あ
っ
た
絶
対
他
者
は
、
否
定
の
働

き
か
ら
肯
定
の
働
き
に
転
換
す
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
転
換
を
成
し
た
後
に
見
ま
す
と
、
絶
対
他
者
（
時
間

と
し
て
は
過
去
）
を
表
す
金
色
の
仏
さ
ま
は
自
己
を
無
限
に
支
え

導
い
て
下
さ
る
「
荘
厳
な
光
明
」
と
な
る
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す

「
い
ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
」
の
十
二

。

時
で
す
が
、
当
時
は
一
日
十
二
時
間
制
で
す
の
で
、
一
日
と
い
う

こ
と
で
す

「
三
頭
八
臂
」
は
憤
怒
（
ふ
ん
ぬ
）
相
の
不
動
明
王

。
。

、

。

の
こ
と
で
す

こ
の
仏
さ
ま
も
時
で
あ
る
の
は

前
と
同
じ
で
す
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で
も
次
の
、
不
動
明
王
は
「
時
な
る
が
ゆ
え
に
、
い
ま
の
十
二
時

に
一
如
な
る
べ
し
」
は
、
ま
た
理
解
が
困
難
な
新
た
な
問
題
と
言

え
ま
す
。

問
題
な
の
は
、
一
如
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。
こ
れ
は
、
単
に
現

代
語
訳
に
あ
り
ま
す
一
体
と
か
、
同
体
同
一
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
、
思
え
ま
す
。
金
色
の
仏
さ
ま
が
光

明
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

絶
対
他
者
を
、
実
は
、
私
た
ち
は
自
分
の
中
に
宿
し
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
を
仏
性
と
か
如
来
蔵
と
か
、
あ
る
い
は
真
如
と
呼
び

ま
す
が
、
そ
の
真
如
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
一
如
と
言
っ
て
い
る

。

。

の
だ
と
思
う
の
で
す

時
間
の
根
源
は
こ
の
真
如
に
あ
る
の
で
す

真
如
の
働
き
が
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
は
時
間
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
の
で
す
。

そ
う
考
え
ま
す
と
、
不
動
明
王
が
今
日
の
一
日
（
十
二
時
）
と

一
如
で
あ
る
と
は
、
ま
さ
に
不
動
明
王
は
時
を
刻
む
絶
対
他
者
と

し
て
の
真
如
そ
の
も
の
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

時
が
金
色
の
仏
身
で
あ
り
、
時
が
光
明
で
あ
り
、
時
が
憤
怒
の

不
動
明
王
で
あ
る
、
と
道
元
が
言
う
裏
に
は
、
こ
う
し
た
論
理
が

潜
ん
で
い
る
の
で
す
。

最
後
の
「
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど

も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
」
で
す
が
、
一
日
が
ど
れ
ほ
ど
の
長

さ
か
を
測
ら
な
く
て
も
、
一
日
は
一
日
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。で

も
、
人
間
が
生
き
る
上
で
の
精
神
の
働
き
と
し
て
も
つ
一
日

の
長
さ
は
、
そ
の
人
の
精
神
の
成
長
の
度
合
い
や
そ
の
人
が
す
る

そ
の
時
の
体
験
の
内
容
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
つ
ま
り

「
長

、

遠
短
促
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

何
も
す
る
こ
と
な
く
ぼ
ー
と
過
ご
す
一
日
は
、
そ
の
時
は
長
い

一
日
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
後
で
振
り
返
っ
て

み
ま
す
と
、
自
分
の
人
生
に
殆
ど
意
味
を
も
た
な
い
、
無
内
容
な

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
短
く
感
じ
ま
す
。

一
方
、
大
き
な
事
件
と
呼
べ
る
よ
う
な
体
験
を
し
ま
す
と
、
そ

の
日
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
ま
す
が
、
そ
の
記
憶
は
一
生
消
え

。

、

「

」

、

ま
せ
ん

つ
ま
り

そ
の
人
に
と
っ
て
の

過
去

を
形
成
し
て

後
々
ま
で
も
影
響
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
そ
の
日
の
事
を

と
て
も
長
い
一
日
と
し
て
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

後
の
理
解
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
に
は
関
係
が
薄

い
の
で
す
が
、
解
脱
に
至
っ
た
時
の
時
間
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き

ま
す
。
解
脱
し
ま
す
と
、
自
己
と
他
己
が
無
意
識
で
統
合
さ
れ
ま

す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
未
来
も
現
在
も
無
く
な
っ
て
、
常
に
現

在
の
み
と
な
り
、
し
か
も
、
何
の
不
安
も
な
く
な
っ
て
く
る
の
で

す
。
今
が
永
遠
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
生
死
を
超
越
し
た
世
界
と

言
え
ま
す
。
有
時
の
目
指
す
も
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
時
間
な
の

で
す
。
次
回
以
降
、
述
べ
て
い
き
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

権

利

教

育

の

限

界

人
権
と
い
う

権
利
の
教
育
を

す
れ
ば
す
る
ほ
ど

皮
肉
に
も

人
は
自
己
に
閉
じ

ま
す
ま
す

他
者
に
対
し
て

冷
淡
に
な
る

ケ

ー

タ

イ

・

ユ

ー

ジ

ン

ケ
ー
タ
イ
が

気
軽
な
友
を

作
り
出
す

す
ぐ
に
ひ
っ
つ
き

す
ぐ
に
別
れ
る

情

け

な

い

限

り

ワ
イ
セ
ツ
し

こ
こ
ろ
を
病
ん
だ

教
員
が

史
上
最
高
と
は

情
け
な
や

多

数

決

原

理

の

危

う

さ

自
ら
を
譲
る
こ
と
を

学
ん
で

多
数
決
原
理
の

危
う
さ
に
気
付
こ
う

殺

す

ま

で

や

る

争
え
ば

徹
底
的
に

死
ぬ
ま
で
も

相
手
を
攻
撃

し
て
し
ま
う

信
じ
る
こ
こ
ろ

失
っ
た
あ
か
し

無

秩

序

の

制

度

無
秩
序
を

生
み
だ
す
制
度

民
主
主
義

自
己
と
他
己
と
の

バ
ラ
ン
ス
取
ら
ね
ば

個

性

重

視

が

続

き

そ

う

間
違
い
て

個
性
重
視
の

価
値
観
を

未
だ
に
め
ざ
す

人
の
多
き
よ
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夜

寒

の

街

ホ
ー
ム
レ
ス

ど
ん
と
増
え
た
り

二
万
人

夜
寒
の
街
で

年
を
越
す
の
か

サ

ー

ビ

ス

精

神

の

衰

退

現
代
は

人
間
関
係

希
薄
に
な
っ
て

サ
ー
ビ
ス
精
神

だ
ん
だ
ん
滅
ぶ

凡

夫

の

自

覚

が

な

い

不
幸
に
も

現
代
人
は

自
ら
を

決
し
て
凡
夫
と

思
わ
な
い

そ
の
驕
慢
が

対
立
を
生
む

倫

理

の

喪

失

時

代

経
済
で
は

倫
理
の
崩
壊
を

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
と

い
っ
て
い
る

で
も

ど
ん
な
職
業
人
も

い
ま

倫
理
を

失
っ
て
い
る

異

常

が

正

常

精
神
を
病
ん
で
い
る
人
と

ば
か
り
接
し
て
い
る
と

そ
れ
が

正
常
に
思
え
て
く
る

と
い
う
こ
と
は

正
常
な
も
の
が

異
常
に

見
え
る
と
い
う
こ
と

そ
れ
は

相
対
な
者
の

さ
だ
め
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自
作
随
筆
選

現
代
人
の
子
ど
も
観

毎
日
新
聞
に
「
オ
ト
コ
の
生
き
か
た
」
と
題
し
て
、
毎
週
火
曜

日
に
連
載
記
事
を
書
い
て
い
る
精
神
科
医
の
斉
藤
学
（
さ
と
る
）

氏
が
、
十
二
月
十
四
日
に
は
「
子
ど
も
へ
の
没
頭

駆
り
立
て
る

『
幼
稚
園

」
と
い
う
見
だ
し
で
記
事
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

』

こ
の
人
の
記
事
に
は
い
つ
も
問
題
性
を
感
じ
て
い
る
の
で
す

が
、
こ
の
日
の
記
事
も
，
ま
さ
に
日
本
人
の
精
神
病
理
の
深
さ
を

、

、

。

思
わ
せ
る
も
の
で

驚
く
と
同
時
に

悲
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た

同
氏
は
、
先
日
の
二
歳
の
幼
児
を
殺
し
た
「
お
受
験
殺
人
」
に

つ
い
て
マ
ス
コ
ミ
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
る
が
、
自
分
に
は

「
何
が
ど
う
な
っ
て
、
あ
あ
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
皆
目
見
当

も
つ
か
な
い
の
だ
が
、
た
だ
一
つ
、
こ
れ
は
確
か
と
思
え
る
こ
と

は
あ
る

『
幼
稚
園
は
な
く
し
た
ほ
う
が
よ
い
』
と
い
う
こ
と
で

。

あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

「
あ
れ
は
母
親
の
幼
児
へ

、

の
没
頭
を
前
提
に
し
た
危
険
な
組
織
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で

す
。
驚
き
で
す
。

そ
し
て
、
つ
づ
け
て
衝
撃
的
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
２
～
３
歳
あ
た
り
が
特
に
そ
う
だ
が
、
幼
児
と
は
、
モ
ン
ス
タ

ー
で
あ
る
と
同
時
に
、
麻
薬
嗜
癖
者
（
し
へ
き
し
ゃ
）
に
と
っ
て

の
ア
ヘ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
と

時
間
、
３
６
５

24

日
接
し
続
け
る
と
、
ど
ん
な
大
人
で
も
お
か
し
く
な
る
。
母
親
な

ら
大
丈
夫
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
２
～
３
歳
の
子
供
と
常
時
一

緒
に
過
ご
す
の
は
危
険
と
い
う
『
注
意
書
き
』
で
も
張
り
出
し
た

い
く
ら
い
で
あ
る
」
と
。

こ
の
方
は
、
精
神
異
常
を
き
た
し
た
人
と
ば
か
り
常
時
一
緒
に

過
ご
し
て
い
ま
す
の
で
、
世
の
中
が
歪
ん
で
み
え
る
の
で
は
な
い

か
と
、
思
え
て
き
ま
す
。
十
一
月
号
に
「
子
ど
も
虐
待
」
と
題
す

る
随
筆
を
載
せ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
は
「
犬
猫
よ
り
始
末
が
悪

い
生
き
物
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
モ

ン
ス
タ
ー
」
と
か
「
麻
薬
嗜
癖
者
（
し
へ
き
し
ゃ
）
に
と
っ
て
の

ア
ヘ
ン
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
る
意
味
で
精
神
的
な
指
導
者
た
る
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
、
子
ど
も
を
こ
ん
な
風
に
捉
え
る
よ
う

に
な
っ
て
は
、
子
ど
も
が
ま
と
も
に
育
つ
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

、

、

（

）

、

こ
れ
で
は

日
本
人
の
皆
が
皆

自
己
肥
大

他
己
萎
縮

さ
せ

自
己
に
閉
じ
て
、
自
分
中
心
に
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
、
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
私
は
、
幼
児
と
情
動
を
共
有
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま

す
と
、
何
十
時
間
、
何
百
時
間
一
緒
で
も
、
楽
し
く
て
し
か
た
あ

り
ま
せ
ん
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
八
八
）

―
法
句
経
解
説
―

（
二
九
九
）
ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
は
、
い
つ
も
よ
く
覚
醒
し
て

い
て
、
昼
も
夜
も
常
に
身
体
（
の
真
相
）
を
念
じ
て
い
る
。

こ
の
偈
は
、
先
月
号
に
続
い
て
「
よ
く
覚
醒
し
て
い
て
」
シ
リ

ー
ズ
の
一
つ
で
す
。

「
よ
く
覚
醒
」
し
た
状
態
と
は
ど
ん
な
状
態
か
に
つ
い
て
は
、

先
月
号
を
ご
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
弟
子
は
よ
く
覚
醒
し
て
い
て

「
夜
も
昼
も
常
に
身
体
の
真

、

実
を
念
じ
て
い
る
」
と
は
、
一
体
、
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か

「
身
体
の
真
実
」
と
い
う
言
い
方
が
普
通
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。
の
で
、
直
ぐ
に
ぴ
ん
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

身
体
の
真
実
と
は
、
私
が
言
う
「
か
ら
だ
」
の
戒
律
を
守
る
こ

と
で
す
。
か
ら
だ
と
は
心
理
学
用
語
で
い
い
ま
す
と
「
感
覚
－
運

動
」
の
働
き
で
す
。
そ
れ
は
「
行
い
」
と
し
て
現
れ
ま
す
。
十
善

戒
で
言
い
ま
す
と
、
①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
の
三
つ

の
戒
律
を
守
る
こ
と
で
す
。

何
度
も
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
①
不
殺
生
戒
に
は
、
ガ
ン
ジ
ー

「

」

。

や
キ
ン
グ
牧
師
で
有
名
に
な
り
ま
し
た

無
暴
力

も
入
り
ま
す

現
在
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
暴
力
革
命
は
影
を
ひ
そ
め
ま
し
た

が
、
代
わ
っ
て
世
界
の
方
々
で
民
族
や
宗
教
の
違
い
に
よ
る
争
い

。

、

。

が
耐
え
ま
せ
ん

そ
の
多
く
は

暴
力
や
殺
人
を
伴
っ
て
い
ま
す

釈
尊
が
二
千
五
百
年
前
に
説
か
れ
た
絶
対
な
教
え
が
、
未
だ
に
守

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
過
ぎ
去
っ
た
二
十
世
紀
を
反
省
し
て
み
て
、

そ
れ
が
大
量
殺
人
を
伴
う
戦
争
の
世
紀
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
反
省
が
、
今
後
に
生
き
る
こ
と
を
念
じ
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。

②
の
不
偸
盗
戒
で
す
が
、
現
在
、
だ
ん
だ
ん
守
れ
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
主
婦
や
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ス
ー
パ
ー
で
の
万
引

き
は
、
一
定
の
万
引
き
率
を
設
定
し
て
、
価
格
に
上
乗
せ
す
る
ま

で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
就
学
前
の
幼
児
の
段
階
か
ら
、
平

気
で
友
だ
ち
の
も
の
を
持
っ
て
い
く
子
が
い
る
よ
う
で
す
。

③
の
不
邪
淫
戒
で
す
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
戒
律
な
の
か
ど
う

か
さ
え
が
問
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
度
も
書
き
ま
し

た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
売
春
婦
（
若
年
）
の
客
の
九
五
％
が
日
本

人
だ
と
聞
い
て
、
驚
き
で
す
。
売
春
ツ
ア
ー
に
出
掛
け
る
の
は
日

本
人
だ
け
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
そ
の
国
で
は
、
も
っ

と
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
が
進
ん
で
い
た
り
、
売
春
婦
制
度
が
あ
っ
た

り
し
て
、
外
国
に
行
っ
て
ま
で
買
春
す
る
ほ
ど
飢
え
て
い
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
こ
の
「
か
ら
だ
」
で
守
る
戒
律
は
犯
せ
ば

外
か
ら
す
ぐ
分
か
り
ま
す
の
で
、
現
代
人
の
規
範
性
喪
失
を
如
実
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に
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
戒
律
が
現
代
人
に
と
っ
て

極
め
て
切
実
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

（
二
〇
〇
）
ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
は
、
い
つ
も
よ
く
覚
醒
し
て

い
て
、
そ
の
心
は
昼
も
夜
も
不
障
害
を
楽
し
ん
で
い
る
。

つ
づ
い
て
「
よ
く
覚
醒
し
て
い
て

「
そ
の
心
が
昼
も
夜
も

」
、

不
障
害
を
楽
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
不
障
害
を
楽
し
む
」
と
は
、
一
つ
前
の
偈
で
述
べ
ま
し
た
①

不
殺
生
戒
に
含
ま
れ
る
も
の
で
す
。
で
も
、
こ
の
不
障
害
に
は
、

こ
と
ば
の
暴
力
も
含
ま
れ
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
間
は
、
身
体
に
受
け
た
傷
は
、
そ
の
傷
が
癒
え
ま
す
と
、
も

う
痛
み
は
な
く
な
っ
て
、
傷
を
受
け
た
こ
と
さ
え
忘
れ
て
し
ま
い

。

、

、

。

ま
す

で
も

こ
こ
ろ
に
受
け
た
傷
は

な
か
な
か
癒
え
ま
せ
ん

一
生
に
渡
っ
て
思
い
出
す
だ
け
で
、
こ
こ
ろ
が
痛
む
も
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
相
手
に
こ
こ
ろ
の
傷
を
与
え
た
の
で
は

な
い
か
と
思
え
る
事
態
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自

分
が
言
っ
た
こ
と
ば
が
深
く
他
者
を
傷
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
な
記
憶
は
、
な
か
な
か
消
え
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
、

あ
い
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
思
い
で
、
こ
こ
ろ
が
痛
む
も

の
で
す
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
こ
の
偈
は
、
自
分
が
傷
つ
く
こ
と
だ
け
で

は
な
く
て
、
他
者
の
こ
こ
ろ
を
も
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
、
楽
し
ん

で
い
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
ま
す
。

現
代
人
は
、
自
己
に
閉
じ
て
、
自
分
が
傷
つ
く
こ
と
し
か
考
え

な
い
傾
向
が
強
い
の
で
す
が
、
人
間
と
し
て
の
完
成
に
は
、
相
手

を
傷
つ
け
な
い
配
慮
が
必
要
な
の
で
す
。

い
ま
、
も
っ
と
も
親
密
な
人
間
関
係
だ
と
考
え
ら
れ
る
母
子
関

係
に
お
い
て
さ
え
、
子
の
こ
こ
ろ
を
深
く
傷
つ
け
る
こ
と
ば
が
、

傷
つ
け
た
と
気
付
か
な
い
で
、
母
親
か
ら
吐
か
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
に
は
、
和
顔
愛
語
（
わ
げ
ん
あ
い
ご
）
や
戒
語
と
い
う
こ

と
ば
が
あ
り
ま
す
。

い
つ
だ
っ
た
か
、
良
寛
さ
ん
の
戒
語
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
も
う
い
ち
ど
こ
こ
で
復
習
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

良
寛
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
し
て
戒
め
て
い
ま
す
。
大
変
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
紙

数
の
許
す
範
囲
で
、
選
択
的
に
示
し
て
お
き
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、

心
掛
け
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
と
ば
の
お
ほ
き

こ
と
ば
の
た
が
ふ

も
の
い
ひ
の
こ
と

ご
と
し
き

も
の
い
ひ
の
く
ど
き

お
の
が
い
ぢ
を
い
ひ
と
ほ
す

て
が
ら
ば
な
し

人
の
こ
と
ば
を
わ
ら
ふ

人
の
か
く
す
こ
と

を
い
ふ

人
に
へ
つ
ろ
う
こ
と

人
を
あ
な
ど
る
こ
と

は
ら
た

て
る
時
こ
と
は
り
を
い
ふ

に
く
き
心
を
も
ち
て
人
を
し
か
る
」
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後
記

一
、
早
々
に
年
賀
状
を
頂
い
た
方
に
、
紙
面
を
お
借
り
し
て
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
ど
な
た
さ
ま
に
も
、
私
か
ら
は
年
賀
状
を
差
し

上
げ
る
こ
と
を
失
礼
し
て
お
り
ま
す
。
お
許
し
く
だ
さ
い
。

、

、

、

二

新
し
い
次
の
世
紀
の
始
ま
り
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

今
年
は

な
ん
だ
か
温
か
い
正
月
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
皆
の
こ
こ
ろ

も
温
か
く
な
れ
ば
い
い
の
で
す
が
。

、

、

「

」

、

三

今
回
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

道
元
の
時
間
論
・

有
時

は

難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
な
ん
せ
今
ま
で
に
理
解
で
き
た
人
が

な
か
っ
た
ほ
ど
で
す
か
ら
。
辛
抱
し
て
読
ん
で
頂
け
れ
ば
、
得
る

と
こ
ろ
が
必
ず
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
何
度
も
読
み
直
し
て

み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
、
私
が
、
得
度
し
て
修
行
し
、
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
の
が
平
成

元
年
で
し
た
。
弘
法
大
師
の
有
り
難
い
ご
縁
を
頂
き
、
こ
の
上
な

い
「
大
楽
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
後
は
、
こ
の
喜
び
・

充
実
感
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
頂
け
る
よ
う
に
尽
く

す
こ
と
以
外
に
私
の
生
き
る
意
味
は
な
い
と
思
い
、
翌
年
の
平
成

二
年
か
ら
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
を
発
行
し
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ

と
同
時
に
、
毎
日
、
自
分
の
考
え
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
人
さ

ま
の
た
め
に
残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
、
詩
や
短
歌
や
随
筆
な
ど

を
一
日
一
つ
以
上
作
る
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
書
い
た
詩
な
ど
の

フ
ァ
イ
ル
は
年
三
冊
で
三
十
冊
書
棚
に
並
ん
で
い
ま
す
。

五
、
昨
年
で
十
年
が
過
ぎ
、
一
つ
の
区
切
り
に
な
っ
た
よ
う
に
思

え
ま
す
。
今
年
は
、
新
た
な
十
年
の
始
ま
り
と
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て

『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
も
十
一
巻
が
始
ま
り
ま
す
。

、

六
、
私
た
ち
、
有
限
で
相
対
的
な
存
在
者
は
、
か
な
ら
ず
消
滅
す

る
運
命
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
地
球
も
必
ず
消

滅
す
る
の
で
す
が
、
で
も
、
い
ま
世
界
中
で
、
人
間
が
自
ら
の
手

で
滅
亡
へ
と
急
速
に
押
し
や
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
滅
亡

す
る
こ
と
を
「
覚
悟
」
し
て
い
る
人
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
そ
う

な
る
の
は
何
も
不
幸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
現
代
人
の
よ
う

に
自
己
を
追
求
す
る
こ
と
だ
け
を
生
き
甲
斐
と
し
て
い
る
人
に
と

っ
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
不
幸
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
。

月
刊

平
成
十
二
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
一
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
一
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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