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日
野
原
重
明

の
サ
ナ
ト

ロ
ジ
ー

大

町

公

わ
が
国
で

U
o
o9島

臣

`
$

二
〇
口

の
普
及

に
最
も
貫
献
し

て
い
る
人
と
冒
え
ぱ
、

ア

ル
フ
ォ
ン
ス

・
デ
:
ケ

ン
と
共

に
日
野
原
重

明
を
挙

げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
o

日
野
原

■は
医
者

で
あ
り
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
信
者
。

現
在

八
十
歳
を
越
え
る
高
齢

で
あ
り
な

が
ら
、

聖
路
加
看
護
大
学
学
長
を
務

め
る
。

彼

の
サ
ナ

ト

ロ
ジ
ー

は
ま
ず
第

一
に
、

半
世
紀

を
越

え
る
内
科

医
と
し

て
、

ま
た

「
死

の
川

の
船
頭
」
と
し

て
の
豊
富

な
経
験

か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
同
時

に

息
者
か
ら
学
ぶ
と

い
う
資
勢
、

キ
リ

ス
ト
教

の
信
仰
、
オ

ス
ラ
ー
博
士
と

の
出
会

い
、

文
学

の
深

い
理
解
等

に
基
づ

い
て
い
る
。

そ

こ
で
彼
は
、
死
か
ら
生
を
見

る
と

い
う
観

点

の
必
要
性
を
説
き
、
今

日
の
青
年

に
是

非
と
も

U
①
婁

臣

仁
o
銭

o
ロ

が

必
要

で
あ

る
と
考
え
る
。

タ
ー
ミ
ナ
ル

・
ケ
ア
で
は
、

単
な
る
延
命

よ
り
も
生
命

の
質

が
、
生

の

深
さ
が
必
要

で
あ

り
、

〈
死
の
受
容
〉

に
あ
た

っ
て
は
信
仰
が
最
も
重
要

な
役
割
を
果

た
す

で
あ
ろ

う
と
言

う
。
生
命

の
質

の
向

上
、
信
仰

の
必
要
性
は
ま
た
わ

れ
わ
れ

の
人

生
全
体

に
も
通
じ

る
こ
と
で
あ

る
。

は
じ
め
に
ー
日
野
原
重
明
と
い
う
人
1

今
日
わ
が
国
で

U
①
巴
『
臣

ロ
o
m
謡
o
ロ

の
普
及
に
つ
い
て
、
最
も
精
力
的
に
活

躍
し
て
い
る
人
と
言
え
ぱ
、

ア
ル
フ
ォ
ソ
ス
・
デ
ー
ケ
ソ
と
共
に
日
野
原
重
明
の

名
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
:
ケ

ソ
が
神
父
で
あ
り
、
哲
学
者
で
あ
る
の

に
対
し
、
日
野
原
は
医
者

で
あ
り
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
信
者

で
あ
る
。
現
在
八

十
歳
を
越
え
る
高
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
聖
路
加
看
護
大
学
学
長
を
務
め
、
活
発
な

講
演
活
動
、
執
筆
活
動
に
努
め
て
い
る
。

ロ　

か
つ
て
筆
者
は

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』
に
感
銘
を
受
け
、
日
野
原
の
他
の
著

ハむ
ヨ

作
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
当
時
は

『
病
む
心
と
か
ら
だ
』
と

『
生
の
選
択
』
し

か
手
に
入
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
後
時
を
お
い
て
日
野
原
の
名
を
頻
繁
に
耳
に
す
る

よ
う
に
な
り
、
今
回
彼
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
を
検
討
す
べ
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
著

作
を
そ
ろ
え
て
み
た
が
、
こ
の
十
年
に
満
た
な
い
期
間
の
彼
の
活
躍
は
ま
こ
と
に

目
覚
ま
し
い
。

タ
ー
ミ
ナ
ル

・
ケ
ア
に
、

い
や
広
く
人
間
の
死
と
い
う
も
の
に
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
こ
の
時
期
よ
う
や
く
人
々
の
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も

の
が

一
挙
に
堰
を
切

っ
て
流
れ
出
て
き
た
よ
う
な
感
が
あ
電

彼
の
高
齢
を
考
え

る
な
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
、
急
ぎ
伝
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど

あ
る
に
違
い
な
い
。

日
野
原
の
略
歴
は
、

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』
に
よ
れ
ば

「
一
九

一
一
年

(
明

治
四
四
年
)
に
生
ま
れ
る
。

一
九
三
七
年
、
京
都
大
学
医
学
部
卒
業
。
聖
路
加
国

際
病
院
内
科
医
長
、
院
長
代
理
を
経
て
、
現
在
、
聖
路
加
看
護
大
学
学
長
。
財
団

法
人
ラ
イ
フ
ブ
ラ
ソ
ニ
ソ
グ
セ
ソ
タ
ー
理
事
長
。
専
攻
、
内
科
学

・
予
防
医
学
。
」
平成6年9月30日 受理 瑠倫理学研究室
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奈

の

と
あ
る
。

日
野
原
の
仕
事
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
の
著
書
か
ら
も
う
少
し
詳
し
く
彼
の

足

跡
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
父
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
牧
師
。
京
都

大
学
医
学
部
二
年

の
時
、
結
核
性
肋
膜
炎

で
、
療
養
の
た
め

一
年
二
ヵ
月
間
休
学
。

一
九
四

一
年
よ
り
、
聖
略
加
国
際
病
院

に
勤
務
コ

一
九
四
五
年
頃
、

ア
メ
リ
カ
人

の
医
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ス
ラ
ー

(
一
八
四
九
～

一
九

一
九
)
に
関
心
を
持
ち
、

ア
メ
リ
カ
軍
医
よ
り
も
ら

っ
た
彼
の
講
演
集

『
平
静
の
心
』
に
深

い
感
銘
を
受
け

る
。

一
九
五

一
年
、

ア
メ
リ
カ
、
ア
ト
ラ
ソ
タ
に
留
学
。

一
九
五
四
年
、
聖
路
加

国
際
病
院
に
人
間
ド
ッ
ク
を
開
設
。

一
九
七
〇
年
、
乗
り
合
わ
せ
た
航
空
機

「
よ

ど
号
」
が

「
日
本
赤
軍
」

に
よ
り

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
る
。

一
九
九
一一}年
、

ラ
イ

フ
プ
ラ
ソ
ニ
ソ
グ
セ
ソ
タ
ー
の
事
業
と

し
て
、
か
ね
て
よ
り
計
画
し
て
い
た
独
立

型
ホ
ス
ピ
ス
が
神
奈
川
県

に
完
成
。

■
、

「
死

の
河

の
船

頭
」

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
1
私

の
心
に
残

る
人
び
と
ー
』
は
、

「
四
十
五
年
余
の
内

科
医
と
し
て
の
生
涯
の
な
か
で
、
私
が
主
治
医
と
し
て
お
世
話
し
、
逝
く
な

っ
た

患
者
さ
ん
た
ち
の
数
は
六
百
人
を
越
え

る
。
/
そ
の
な
か
で
、
そ
の
方
々
の
死
を

通
し
て
、
私
が
人
間
の
生
き
方
を
教
え

ら
れ
、
命
の
尊
厳
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
十

入
名
」
を
中
心
と
す
る
人
達

の

「
そ

の
生

の
終
焉
の
実
相
」
を
書
き
綴

っ
た
も
の

で
あ
る
。

「
私
の
心
に
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
ず

に
残
る
こ
れ
ら
の
患
者
さ
ん
た
ち
を
、
私

は
、
死
の
河
の
船
頭
と
し

て
彼
方
の
岸

に
送
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
方
々
か
ら
、

生
と
は
何
か
、
死
と
は
何
か
、
そ
し

て
医
学
と
は
何
か
ま
で
を
学
ぱ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
患
者
さ
ん
が
生
き
、
患
者
さ
ん
が
死
に
ゆ
く
よ
う
に
、
私
も
生
き
、
死
ぬ

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
実
感
を
も

っ
て
学
ん
だ
。
そ
の
意
味
で
、
十
六
歳

の
ユ

の
少
女
も
、
九
十
五
歳
の
禅
学
者
も
、

ひ
と
し
く
私
の
師
で
あ

っ
た
。
」
と
書
く
。

こ
こ
に
は
患
者
か
ら
学
ぶ
と
い
う
日
野
原
の
変
わ
ら
ぬ
姿
勢
が
あ
る
。
本
書
に
は

彼
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
:
の
精
髄
が
、
以
後
の
著
作
の
す
ぺ
て
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

彼
の
著
作
は
著
者
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
・
「話
の
中
に
引
用
す
る
文
献

ハじ
り

や
事
例
は
す
で
に
活
字
に
な

っ
て
い
る
も
の
と
重
複
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
」
b

一
つ
の
経
験
は
、
視
点
を
換
え
れ
ば
、
ま
た
新
た
な
真
実
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
。

彼
に
と

っ
て
は
、
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
泉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
拙
論
で
は
、

そ
の
よ
う
な
、
彼
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
事
柄
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
行
く
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』
か
ら
そ
ん
な
例
を

一
つ
挙
げ
る
。

冒
頭
に
置
か
れ
た

「
死
を
受
容
し
た
十
六
歳
の
少
女
-
担
当
医
と
し
て
の
最
初
の

ハと

ハ
プ
ニ
ン
グ
ー
」

で
あ
る
。
彼
の
著
書
の
中
で
繰
り
返
し
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
る
頻
度
、
そ
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
か
ら
推
測
し
て
も
、
お
そ
ら
く

彼
の
医
師
と
し
て
の
生
涯
に
最
も
大
き
く
、
ま
た
最
も
深
い
影
響
を
与
え
た
も
の

だ
ろ
う
。

昭
和
十

二
年
、
大
学
卒
業
後
最
初
に
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
患
者
の
ひ
と
り
が
、

十
六
歳
の

「
女
工
」

で
あ

っ
た
。
病
気
は
結
核
性
腹
膜
炎
。
彼
女
は
母
親
同
様
、

熱
心
な
仏
教
徒
で
あ

っ
た
。
父
親
は
な
く
、
家
は
貧
し
く
、
小
学
校
を
卒
業
す
る

や
、
母
と
と
も
に
紡
績
工
場
に
女
工
と
し
て
働
い
て
い
た
。
母
親
は
入
院
費
、
生

活
費
を
稼
ぐ
の
に
忙
し
く
、
娘
の
見
舞

い
に
来
ら
れ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
二
週
間

に

一
度
で
あ

っ
た
。

眼
の
大
き

い
美
し
い
少
女
で
あ

っ
た
が
、
腹
痛
と
嘔
気
で
食
事
が
と
れ
ず
、
頬

は
そ
げ
、
目
の
ま
わ
り
に
は
隈
さ
え
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
病
状
が
日
に
日

に
悪
化
し
て
行
く
中
、
あ
る
日
少
女
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
注
射
後
、
苦
痛
が
や
や
和
ら

い
だ
の
か
、

「大
き
な
眼
を
開
い
て
」
、
日
野
原
に
こ
う
言
っ
た
。

「
先
生
、
ど
う
も
長
い
あ
い
だ
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
日
曜
日
に
も
先
生
に
き

て
い
た
だ
い
て
す
み
ま
せ
ん
。
で
も
今
日
は
、
す

っ
か
り
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
」

し
ば
ら
く
間
を
お
い
て
、
少
女
は
こ
う
続
け
た
。

「
私
は
、
も
う
こ
れ
で
死
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
お
母
さ
ん
に
は
会
え
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な
い
と
思
い
ま
す
o」

少
女
は
少
L
の
間
眼
を
閉
じ
、
再
び
眼
を
開

い
て
、

「先
生
、
お
母
さ
ん
に
は
心
配
を
か
け

つ
づ
け
て
、
申
し
訳
な
く
思

っ
て
い
ま
す

の
で
、
先
生
か
ら
お
母
さ
ん
に
、
よ
う

」
く
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
」
と
頼
み
、
日
野

原
に
向

っ
て
合
掌
し
た
と
い
う
。

若
き
日
野
原
は

「
一
方
で
は
弱
く
な

っ
て
ゆ
く
脈
を
気
に
し
な
が
ら
、
死
を
受

容
し
た
こ
の
少
女
の
私

へ
の
感
謝
と
訣
別

の
言
葉

に
対
し
て
、
ど
う
答
え
て
い
い

か
わ
か
ら
ず
」
、
さ
り
と
て

「
安
心
し

て
死
ん
で
ゆ
き
な
さ
い
。
」
な
ど
と
は
と
て

も
言
え
ず
、

「
あ
な
た
の
病
気
は
ま
た
よ
く
な
る
の
で
す
よ
。
死
ん
で
ゆ
く
な
ん
て
こ
と
は
な

い
か
ら
元
気
を
出
し
な
さ
い
」
と
言

っ
た
。

「
そ
の
と
た
ん
に
彼
女
の
顔
色
が
急

に
変
わ

っ
た
」
の
で
あ
る
。
あ
わ
て
て
治
療
し
な
が
ら
、
日
野
原
は
も
う

一
度
少

女
の
耳
元
で
叫
ぶ
。

「
し

っ
か
り
」
な

さ
い
。
死
ぬ
な
ん
て
こ
と
は
な
い
。
も
う

す
ぐ
お
母
さ
ん
が
見
え
る
か
ら
。」
と
。
彼
女
は
病
状
が

一
変
し
た
ま
ま
、
回
復
す

る
こ
と
な
く
㍉
永
遠
の
眠
り
に
つ
い
た
。

「
な
ぜ
私
は
、

『
安
心
し
て
成
仏
し
な
さ

い
』
と
い
わ
な
か

っ
た
の
か
?

『
お
母

さ
ん
に
は
、
あ
な
た
の
気
持
ち
を
充
分

に
伝
え
て
あ
げ
ま
す
よ
。
』
と
な
ぜ
い
え
な

か

っ
た
の
か
?

そ
し
て
私
は
脈
を

み
る
よ
り
も
、
ど
う
し
て
も

っ
と
彼
女
の
手

を
握

う
て
あ
げ
な
か

っ
た
の
か
?
」

日
野
原
は
こ
の
経
験
を
何
度
も
何
度

も
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
反
凋
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
経
験
は
タ
ー
ミ
ナ

ル
・
ケ
ア
、
病
名
告
知
、
生
命
の
質
、
死
の
受
容

と
信
仰

の
問
題
等
、
医
者
と
し
て
成
熟
す
る
た
め
に
実
に
豊
か
な
糧
と
な

っ
て
く

れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
医
学

の
無
力
、
医
者
と
し
て
の
未
熟
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る

痛
恨
の
出
来
事

で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

一
「

死
か
ら
生
を
見
る

日
野
原
の
よ
う
に
戦
前
に
育

っ
た
人

に
と

っ
て
、
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
、

否

誌

目
◎
ユ
…巴

●
と

い
う

こ
と

は
、

教

え

ら
れ

る
ま

で
も

な

い

こ
と

で
あ

っ
た

。

人
が
よ
く
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
乳
児
の
死
亡
率
が
高
か
っ

た
上
に
、
幼
い
子
供
も
夏
、
疫
痢
に
か
か
る
と
、

一
週
間
の
間
に
そ
の
四
割
は
死

ん
だ
。
結
核
性
髄
膜
炎
に
か
か
る
と
四
週
間
で
百
パ
ー
セ
ソ
ト
が
死
ん
だ
。
結
核

で
死
ぬ
若
者
達
も
多
か
う
た
。
当
時
、
男
は
戦
争
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

親
ば
そ
れ
を
考
慮
し
、
何
人
も
の
子
供
を
生
ん
だ
。
女
も
出
産
の
折
り
、
産
褥
熱

で
死
ぬ
こ
と
が
あ

っ
た
。
死
は
日
常
的
な
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
今

の
若

い
人
達
は
死
を
知
ら
な
い
。

い
や
若
者
だ
け

で
は
な
い
。
筆
者
も
四
十
五
歳
に
な
る
今
も
両
親
が
健
在

で

(
こ
れ
自
体
は
幸
い

な
こ
と
だ
が
、
)
、
祖
父
母
と
同
居
し
た
こ
と
が
な
く
、
従

っ
て
家
庭
で
死
者
を

出
し
た
経
験
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
葬
儀
を
行
な

っ
た
経
験
も
な
い
。
言
わ
ぱ
死
と

縁
の
な
い
生
活
を
送

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
間
に
と

っ
て
死
を
知
る

こ
と
は
実
に
実
に
難
L
い
。

人
は
死
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
死
を
考
え
な
い
。
日
野
原
は

「
人
間

に
は
不

思
議
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
最
も
不
思
議
な
こ
と
の
ひ
と
つ

は
、
自
分
の
末
期
の
こ
と
、
何
年
か
先
に
は
必
ず
く
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
死

ハァ
リ

を
も
あ
ま
り
真
剣
に
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
」
と
言
う
。

井
上
靖
で
さ
え
も

「
父
が
丈
夫
で
い
る
時
、
私
は

一
度
も
自
分
の
死
を
考
え
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
父
で
さ
え
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
自
分
と

い
う
も
の
は
死
か
ら
遠
い
と
思

う
て
い
た
。
父
に
死
な
れ
て
み
て
、
初
め
て
私
は

父
と
い
う

一
枚
の
屏
風
で
死
か
ら
遮
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知

っ
た
の
で
あ
る
占
ど

書
い
て
い
る
。.
父
親
よ
り
早
く
死
な
な
い
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
の
だ
が
、
そ

う
い
う
根
拠
の
な
い
理
由
に
よ

っ
て
、
自
分
は
死
な
な
い
と
決
め
て
か
か
る
。
そ

う
思
い
込
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
人
間
と
他
の
動
物
の
違
い
は
多
々
あ
ろ

う
が
、
重
要
な
の
は
人
間
は
自
分
が
老
い
、
死
ぬ
こ
と
を
知

っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
他
の
動
物
は
老

い
や
死
を
予
想
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
㍗
今
日
わ
れ
わ
れ
は
死
を
考
え
よ
う
と
し
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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昨
今
、
∪
雷
鼻

国
音

o
巴
o
ロ

が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
人
間

に
と

っ
て

「
死
は
い
わ
ば
必
然
の
終
結

き
8
留
葛

o
巳

、
来
る
と
き
に
は
必
ず
来
る
」

(福
田
恒
存
訳
、

『
ジ

ュ
リ

ア

ハリ
リ

ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
)
。
わ
れ
わ
れ
は
死

に

つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

や
、
死
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
生
が
理
解

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
死
か
ら
生
を
見
る

と
い
う

「
逆
転
の
発
想
」
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
日
野
原
の

「
死
か
ら
生
を
考
え

る
」
、

「
死
か
ら
生

へ
」
、

「
死
は
生

の

一
部
」
と
い

っ
た
講
演
に
お
い
て
は
、

ま
さ
に
こ
の
観
点
の
必
要
性
が
強
調

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
野
原
は
医
者
で
あ
り
、
末
期
息
者

に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
医
者

と
し
て
の
豊
富
な
経
験
が
あ
る
。
そ
う

い
う
話
の
際
に
は
主
治
医
と
し
て
の
体
験

が
実
に
適
切
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
自
ら
が
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と

を
知
る
、
あ
る
い
は
理
解
す
る
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
医
学
以
外
の
も
の
の
手
を

借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
野
原
は

「
人
間
の
死
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
る

ハ
コ
リ

に
は
、
文
学
が
も

っ
と
も
私
た
ち
に
教

え
て
く
れ
ま
す
。」
と
言
っ
て
い
る
。

日
野

原
が
引
用
す
る
文
学
者
は
数
多
い
が
、
特

に
リ
ル
ケ

(
一
八
七
五
～

一
九
二
六
)

と
タ
ゴ
ー
ル

(
一
八
六

一
～

一
九
四

一
)

の
名
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
リ

ル
ケ
で
は

『
時
薦
集
』
よ
り

「
神
よ

各
人
に
与
え
た
ま
え
」
と
小
説

『
マ
ル
テ

の
手
記
』

か
ら
引
用
さ
れ
る
が
、
ま

こ
と
に
的
を
得
た
引
用
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。神

よ

お
の
お
の
の
者
に

そ
の
者
固
有

の
死
を
与
え
た
ま
え
、

お
の
お
の
の
者
が

愛
と

一
つ
の
意
義
と

そ
し
て
自
分
の
悲
し
み
と
を
発

見
し
た

こ
の
生
の
中
か
ら

各
人
の
固
有

の
死
が

ほ
ん
と
う
に
生
ま
れ
出
る
よ
う
に

さ
せ
た
ま
え
。

(片
山
橡
彦
鞠

「
巧
み
な
手
づ
く
り
の
死
に
関
心
を
も
つ
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
?

以
前
に
は
、

ち
ょ
う
ど
果
実
が
自
分
の
中
に
種
子
を
包
ん
で
い
る
よ
う
に
、
人
間
も
自
分
の
中

に
死
…
…
子
供
た
ち
は
小
さ
な
死
を
、
大
人
た
ち
は
大
き
な
死
…
…
を
宿
し
て
い

る
点
に
、
特
別
な
威
厳
と
も
の
静
か
な
自
負
が
あ

っ
た
。」
(大
山
定

一
帆
吻

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
心
の
奥
に
、
あ
た
か
も
果
実
の
よ
う
に
種
を
宿
し

て
い
る
。

「死
」
と
い
う
種
子
を
胸
に
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
長
と
同
時
に
、

そ
の
種
を
育
ん
で
ゆ
く
。
子
供
の
時
に
は
小
さ
な
死
、
大
人
に
な
れ
ば
大
き
な
死
。

そ
れ
ぞ
れ
が
胸
深
く
で
育
て
て
い
る
死
。
そ
れ
が

「特
別
な
威
厳
と
も
の
静
か
な

自
負
」
を
与
え
て
い
る
。

「
生
」
と
は
そ
の
よ
う
な

「固
有
の
死
」
を
、

「
愛
と

一
つ
の
意
義
と
そ
し
て
官
分
の
悲
し
み
」
の
刻
ま
れ
た

「死
」
を
育
て
る
こ
と
、

「
手
づ
く
り
の
死
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
リ

ル
ケ
の

言
い
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
死
を
考
え
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
の

よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
死
ぬ
か
と
い
う
こ
と
と
言
わ
ぱ

表
裏
に
な

っ
て
い
る
。
人
間
の
生
と
い
う
も
の
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。三

、
生
き
る
こ
と
の
質

旧
約
聖
書
に

「
わ
れ
ら
の
よ
わ
い
は
七
十
年
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
健
や

か
で
あ

っ
て
も
八
十
年
で
し

ょ
う
。」
(詩
篇
九
〇
篇

一
〇
節
)
と
あ
る
よ
う
に
、

人
は
も
と
も
と
七
〇
～
八
〇
歳
の
寿
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
、

遺
伝
子
に
よ

っ
て
そ
う
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
医
学
の
役
割
は
で
き
る
か

ぎ
り
こ
の
寿
命
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

ブ
ラ
ト
ソ
は

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
中
で
、

「
本
来
の
自
然
の
あ
り
方
で
起
こ

る
も
の
は
快
い
も
の
…
…
。
そ
し
て
ま
さ
に

『
死
』
も
ま
た
同
様
、
病
気
や
窃
害

に
よ

っ
て
く
る
も
の
は
苦
し
く
、
不
自
然
な
も
の
で
す
が
、
老
い
と
と
も
に
、
自

然
に
終
局
に
向
か
う
も
の
は
、
お
よ
そ
、
死
の
中
で
も
、
も

っ
と
も
苦
痛
の
少
な
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い
も
の
、
い
や
、
苦
痛
よ
り
も
、
む
し
ろ
快
楽
を
伴
う
も
の
な
の
で
す
。
」
と
言
う
。

長
生
き
を
す
れ
ば
安
楽
な
死
、
平
和
な
死
が
待

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
死
は
言
わ

ぱ
自
然

の
賜
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
享
受

で
き
る
こ
と
は
老
人
の
特
権
と
も
言
え
る

も
の
で
あ

っ
た
。

従
来
、
医
学
の
ゴ
ー
ル
は

8

9
き

と

8

官
o
ざ
据

脚
辱

、

つ
ま
り
病
気

を
治
し
、
命
を
引
き
伸
ぱ
す
こ
と
で
あ

っ
た
。
医
学
は
こ
の
ゴ
ー

ル
に
ま
す
ま
す

接
近
し
て
き
た
。
し
か
し
三
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
人
々
は
こ
れ
と
は
別

の
三
つ
目

の
ゴ
ー

ル
が
あ

る

こ
と
に
気

づ
き

始

め
た
。
そ

れ
は

8

一目
冒
o
〈
o
葺
o

b
`
聾
q

o
h
建
コ
ユ
〈
巴

(臼

辱

)、

人
間
の
生
存

の
質
を
良
く
す
る
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。
日
野
原
の
講
演
の
題
を
借
り
れ
ぱ

「
延
命
の
医
学
か
ら
、
生
命
を
与

え
る
ケ
ア
へ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
命
の
長
さ
よ
り
も
生
命

の
深
さ
が
、
質

が
大
切
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
変
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
日
本
の
病
院
は
欧
米
と
比

べ
て
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
て
い
る
。

日
野
原

は
言
う
。

「痛
み
に
耐
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
点
滴
注
射
な
ど
に
よ
る
行
動
の
束
縛
、
そ

し
て
気
管
内
挿
管
で
の
酸
素
吸
入
で
発
語
の
自
由
さ
え
奪
わ
れ
、

『
最
後
の
言
葉
』

を
残
せ
ず
に
死
ん
で
行
く
人
を
み
る
と
、

こ
れ
は
人
生
最
大
の
悲
劇
と
し
か
考
え

ハむ

ら

れ

な

い
」

。

8

巨
う
8
〈
o
仔
o
o
`
島
蔓

鼠

唇

、
そ
の
た
め
に
は
老
人
の
晩
期
の
生
活

に
潤

い
と
暖
か
さ
、
生
き
が
い
を
与
え
、
生
き
る
意
義
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

病
院
や
老
人
施
設
の
構
造
や
環
撹
の
改
善
を
は
か
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
直
接
的
に

は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
生
き
る
こ
と
の
質
」
は
も
う
少
し
広
い

意
味

で
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

日
野
原
は

『
老

い
を
創
め
る
』
他
で
、

「
年
を
と

っ
て
い
る
こ
と
は
、
は
じ
め

る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
忘
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
」

(
田
口
義
弘
訳
壌
と
い
う

マ
ル
チ
ソ

・
プ
ー
バ
ー

(
一
入
七
入
～

一
九
六
五
)
の

言
葉
を
何
度
も
引
用
す
る
。
暦
の
上
で
の
年
齢
が
高
く
て
も
、
理
想
を
持
ち
、
意

欲
を
も

っ
て
も
の
ご
と
を
考
え
、
計
画
し
、
何
か
を
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
新

し
く
こ
と
を
創

(は
じ
)
め
、
勇
気
を
持

っ
て
や
る
人
は
老
い
て
は
い
な
い
、
と

い
う
意
味

で
あ
る
。

「私
た
ち
の
い
の
ち
の
長
さ
と
い
う
の
は
、
た
だ
長
い
こ
と

に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
延
ば
さ
れ
た
い
の
ち
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
、

し
か
も
ど
ん
な
固
有
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
か
否
か
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
の

　ヨ

で
す
。
」
け
だ
し
、
こ
れ
は
何
も
老
年
期
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
生
の
い

つ
の
時
代

に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
の
心
が
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
述

べ
た

「
固
有
の
死
」
、

「
手
づ
く
り
の
死
」
と
い
う
こ
と
も
、

「
生

き
る
こ
と
の
質
」
と
い
う
観
点
を
念
頭
に
置

い
た
生
き
方

で
あ
ろ
う
が
、
他
に
も

日
野
原
が
し
ば
し
ば

口
に
す
る
言
葉
と
し

て

「
出
会

い
」
、

「
平
静
の
心
」
、

「与
え
る
こ
と
」

(愛
)
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

日
野
原
は

「人
生
は
出
会
い
で
あ
る
。
」
と
言
う
。

「
人
生
と
い
う
の
は
、
こ
の

予
期
せ
ざ
る
さ
ま
ざ
ま
の
出
会
い
を
、
ど
う
私
た
ち
が
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ

う
リ

と
に
集
約
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
と
も
言
う
。
彼
の
場
合
、
相
手
は
ま
ず
患

者

で
あ
ろ
う
が
、
出
会
い
は
何
も
生
き
て
い
る
人
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
既
に

亡
く
な

っ
た
文
学
者
、
哲
学
者
と
の
、
彼
ら
が
書
き
残
し
た
も
の
を
通
し
て
の
出

会
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
日
野
原

に
は
オ
ス
ラ
!
博
士
と
の
出
会
い
、
ま
た
こ

れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
数

々
の
文
学
者
、
哲
学
者
と
の
出
会
い
が
あ

っ
た
。

テ
ニ

ス
ソ

(
一
八
〇
九
～

一
八
九
二
)
も
言
う
よ
う
に
、

「現
在
の
自
分
は
、

こ
れ
ま

で
出
会

っ
た
も
の
す
べ
て
の
贈
物
で
あ
る
。」
(西
前
美
己
糺
遡

日
野
原
は
よ
く

「感
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
医
者
、
看
護
婦
は
感
性
を
高

め
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
人
に
共
感
し
、
書
か
れ
た
も
の
に
も
共
感
す
る
。
日

野
原
自
身
、
人
に
共
感
す
る
能
力
と
い
っ
た
も
の
が
人

一
倍
高
い
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
の
高
さ
を
維
持
し
、
よ
り

一
層
高
め
る
た
め
に
日
々

努
力
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
と
の
出
会
い
に
よ

っ
て
感
性
が
豊
か

に
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
豊
か
に
な

っ
た
感
性
が
、
よ
り
よ
き
出
会
い
を
用
意

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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奈

次

に

「
平
静

の
心
」

に
つ
い
て
。

オ

ス
ラ
ー
の
講
演
集

『
エ
ク
ア

ニ
ミ
タ
ス

(平
静

の
心
)
』
は
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
の
医
学
生
や
看
護
婦
を
前
に
行
な

っ
た
講

演
集
で
あ
る
が
、
こ
の
本
が
日
野
原
の
生
き
方
に

「
原
則
と
シ
ス
テ
ム
」
を
与
え

た
。
そ
の
教
え
を

一
言
で
言
え
ぱ
、
人
生
を
歩
む
中
で

一
番
必
要
な
の
は

「
心
の

平
静
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
野
原
は
こ
れ
を
三
十
四
歳
の
時
に
初
め
て
読

ん
だ
。

「
オ
ス
ラ
ー
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
私
は
全
く
違

っ
た
医
師
に
な

っ
て
い

ハヨ

た
ど
思
い
ま
す
。」
と
ま
で
言
い
切

っ
て
い
る
。

オ
ス
ラ
ー
は
学
生
と
の
あ
る
別
れ
の
席
で
、

「
ロ
!

マ
の
名
皇
帝
、
か
つ
賢
者

と
し
て
歴
史
に
残

る
ア
ソ
ト

ニ
ウ
ス

・
ピ
ウ
ス
が
死
に
際
し
て
、
人
生
哲
学
を

『
平
静
』
の

一
語
に
要
約
し
た
。
皇
帝

の
こ
の
世
を
去
ら
ん
と
す
る
時
の
態
度
は
、

ち
ょ
う
ど
こ
れ
か
ら
世
に
出
よ
う
と
す

る
医
学
生
諸
君
に
と

っ
て
も
同
じ
く
望
ま

し
い
態
度

で
あ
る
。
平
静
は
成
功
の
時

に
も
、
失
敗
の
時
に
も
等
し
く
大
切
で
あ

る
。
不
動
、
沈
着
は
も
と
も
と
天
賦
の
も
の
で
あ
る
が
、
教
育
と
訓
練

に
よ

っ
て

ハヵ
り

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
話
し
た
。

「
平
静
」
は
そ
の
裏
付
け
と
し
て

「忍

耐
」
を
要
求
す
る
。
平
静

で
あ
る
た
め

に
は
、
悲
し
み
に
耐
え
、
苦
悩
を
忍
耐
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
学
生
は
、
い
や
単
に
医
学
生
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
、

耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
間

に
な
れ
と
言
う
。
オ
ス
ラ
ー
は
エ
ビ
ク
テ
ト
ス
ら
ス

ト
ア
派

の
影
響
の
強

い
人
で
あ

っ
た
。

で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
忍
耐
な
の
か
。

こ
の
関
連
で
引
用
さ
れ
る
、
ま
こ
と
に
感
動
的
な
祈
り
が
あ
る
。

神
よ
、

変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
変
え
る
だ
け
の
勇
気
を
わ
れ

ら
に
与
え
た
ま
え
。

変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
冷
静
さ

を
与
え
た
ま
え
。

そ
し
て
、

変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
、
変

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
を
、

識
別
す
る
知
恵
を
与
え
た
ま
え
。

(大
木
英
夫
託
絶

こ
の

「冷
静
さ
を
求
め
る
祈
り
」
と
し
て
有
名
な
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト

・
ニ
ー
バ
ー

(
一
八
九
二
～

一
九
七

一
)
の
言
葉
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
連
合
軍
兵
士

へ

送
ら
れ
た
ク
リ
ス
マ
ス

・
カ
ー
ド
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
言
う

「冷
静
さ

器
器
巳
q
」
こ
そ
、

「
平
静
の
心
」

で
あ
り
、
忍
耐
を
言
わ
ぽ
不
可

欠
な
要
素
と
し
て
伴

っ
て
い
る
。
自
ら
の

「知
恵
」
に
ょ
っ
て
、

「変
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
」
と
認
め
ら
れ
た
ら
、

「受
け
入
れ
る
」
他
な
い
と
の
忍
耐
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
死
も
ま
た

「変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
に
属

す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

同
様
に
、

「
し
な
う
心
」
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
野
原
が
米
国
ア
ト

ラ
ソ
タ
に
留
学
し
た
時
以
来

の
友
人
、
東
大
医
学
部

(解
剖
学
)
教
捜
細
川
宏

(
一
九
二
二
～

一.九
六
七
)
は
胃
ガ
ソ
の
た
め
四
十
四
歳
の
若
さ
で
亡
く
な

っ
た

が
、
病
床
に
あ

っ
て
絶
品
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
詩
を
数
多
く
作

っ
た
。
そ
れ

ら
は

『
詩
集

病
者

・
花
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
忘
れ
ら
れ

な
い
の
は

「
し
な
う
心
」
で
あ
ろ
う
。
日
野
原
も
そ
れ
を
何
度
も
引
用
し
て
い
る
。

苦
痛

の
は
げ
し
い
時
こ
そ

し
な
や
か
な
心
を
失
う
ま

い

や
わ
ら
か
に
し
な
う
心
で
あ
る

ふ
り

つ
む
雪
の
重
さ
を
静
か
に
受
け
と
り

軟
ら
か
く
身
を
挽
め
づ
つ

春
を
待

つ
細
い
竹
の
し
な
や
か
さ
を
思

い
浮
ぺ
て

ハ
ロ
リ

じ

っ
と
苦
し
み
に
耐
え
て
み
ょ
う

で
は
、
次
に

「与
え
る
こ
と
」
に
移
ろ
う
。
日
野
原
は

一
九
七
〇
年
、
五
十
八
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歳
の
時
、

「
よ
ど
号
」

ハ
イ
ジ

ャ
ッ
ク
事
件
に
遭
遇
し
た
が
、
幸
い
無
事
生
還
し

た
。
日
本
人
が
経
験
し
た
最
初
の

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
り
、
日
野
原
も
命
拾
い
の

感
が
強
く
、
以
後

「
第
二
の
人
生
」
と

の
実
感
を
持

っ
た
。

「
私
の
人
生
は
、
そ

こ
で
少
し
方
向
を
変
え
た
と
い
え
ま
し

ょ
う
。
私
の
人
生
は
、
私
だ
け
の
た
め
に

私
が

つ
く
る
の
で
は
な
し
に
、
私

の
た
め
で
は
な
い
こ
と
の
た
め
に
、
も

っ
と
私

を
使
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
自
然
に
湧
き
上
が

っ
て
き
た
の
で

ハお
り

す
。」
と
言

っ
て
い
る
。
先
の
テ
ニ
ス
ソ
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
自
分
に
与
え

ら
れ
た
恵
み
を
数
え
上
げ
れ
ば
、
曲
が
り
な
り
に
も
与
え
て
き
た
と
言
え
る
も
の

よ
り
、
は
る
か
に
多
い
の
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

「人
間
が
生
ま
れ
た
の
は
何
を
受
け
何
を
与
え
る
た
め
か
」
と
題
し
た
講
演
の
中

で
も
、
人
に
与
え
る
こ
と
の
重
翼
性
を
指
摘
す
る
。
何
ら
か
の
報
い
を
期
待
し
て

与
え
る
の
は
、
本
当
の
意
味
で
与
え
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
愛
と
は
言
え
な
い

の
で
あ
る
。
小
見
出
し
に

「人
生
に
お

い
て
大
切
な
こ
と
」
と

つ
け
、

「
自
分
の

人
生
の
な
か
で
人
か
ら
受
け
て
ぼ
か
り

い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
方
か
ら
与
え

る
と
い
う
こ
と
、
何
を
返
し
て
い
く
の
か
を
だ
ん
だ
ん
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ハむ

ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
関
連
で
は
、
イ
ソ
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
が
引
用
さ
れ
る
。
彼
は
八
十
歳
で

こ
の
世
を
去
る
三
ヵ
月
前
、

「
最
後
の
う
た
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
与
え
つ
く
し
た
。

そ
の
返
礼
に

も
し
な
に
が
し
か
の
も
の
が
ー

い
く
ら
か
の
愛
と

い
く
ら
か
の
赦
し
が
得
ら
れ
る
な
ら
、

わ
た
し
は

そ
れ
ら
の
も
の
を
た
ず
さ
え
て
行
こ
う
1

終
焉
の
無
言
の
祝
祭

へ
と

渡
し
舟
を
漕
ぎ
出
す
と
き
に
。

一
九
四

一
年
五
月
六
日
の
朝

(森
本
達
雄
糺
適

「人
生
最
上
の
恵
み
」
と
は
、
愛
で
あ
る
。
彼
が
逝
く
時
に
は
、
友
か
ら
の
愛
が

欲
し
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
、

「
与
え
る

ゐ

く

ろ

べ
き
す

ぺ
て
を
/
…
…
与
え

つ
く
し
た
」
と
言
う
。
も
は
や

「
わ
た
し
の
頭
陀
袋

は
空

っ
ぽ
だ
」
。

「
そ
の
返
礼
に

も
し
な
に
が
し
か
の
も
の
」
、

「
い
く
ら
か

の
愛
と

い
く
ら
か
の
赦
し
が
得
ら
れ
る
な
ら
」
、

「
空

っ
ぽ
」

に
な

っ
た

み

く

ろ

「頭
陀
袋
」
に
入
れ
、
そ
れ
を
た
ず
さ
え
て
、
お
そ
ら
く
は
人
生
に
満
足
し
て
、

死
の
川
を
渡
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
野
原
は
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
深
い
尊
敬

の
念
を
表
し
て
い
る
が
、
リ

ル
ケ
の

「手
づ
く
り
の
死
」
と
と
も
に
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
こ
の
詩
の
描
く
と
こ
ろ
は
、
日
野
原
の

(
理
想
の
最
後
〉
と
言

っ
て
も

よ
い
も
の
だ
ろ
う
。

こ
ん
ど
の
わ
た
し
の
誕
生
日
に

わ

た
し
は
い
よ
い
よ
逝
く
だ
ろ
う

わ
た
し
は

身
近
に
友
ら
を
求
め
る
1

彼
ら
の
手
の
や
さ
し
い
感
触
の
う
ち

に

世
界
の
究
極
の
愛
の
う
ち
に

わ
た
し
は

人
生
最
上
の
恵
み
を
た
ず
さ
え
て
行
こ
う
。

み

く

ろ

今
日

わ
た
し
の
頭
陀
袋
は
空

っ
ぽ

だ
1

与
え
る
べ
き
す
べ
て
を

四
.
死
の
受
容
と
信
仰

〈
理
想

の
最
後
V
を
迎
え
る
に
は
、
し
か
し
、
大
き
な
関
門
が
待

っ
て
い
る
。
そ

れ
は
死
の
受
容
と
い
う
難
関

で
あ
る
。
死
の
恐
怖
、
死
の
不
安
の
克
服
と
言
っ
て

も

い
い
だ
ろ
う
。
死
の
恐
怖
、
不
安
は

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

の
次
の
せ
り
ふ
に
も
端

的
に
表
れ
て
い
る
。

「
こ
の
い
や
な
人
生
の
重
荷
を
い
っ
た
い
誰
が
汗
を
流
し
、
苦
し
み
あ
え
い
で
耐

え
て
い
く
の
か
、
す
ぺ
て
は
死
後

の
何
か
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
だ
知
ら
れ
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奈

て
い
な
い
国
、
そ
の
国
境
か
ら
、
ど

の
旅
行
者
も
永
久
に
帰
ら
な
い
。
こ
れ
が
自

分
の
意
志
を
く
じ
き
、
わ
れ
わ
れ
が
そ

の
見
知
ら
ぬ
国

へ
旅
立
つ
よ
り
も
む
し
ろ
、

こ
の
あ
さ
ま
し
い
現
世
を
じ

っ
と
た
え
さ
せ
る
も

の
な
の
だ
。」
(大
山
俊

一
乳
遡

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
未
知
な
る
も
の
へ
の
不
安
、
恐
怖
で
あ
る
。
死
は

「
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
国
」

へ
の
旅

立
ち
で
あ
り
、
そ
の
国
か
ら
は
誰
も

「永

久
に
帰
ら
な
い
」
。
そ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
死
後
を
恐
れ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ

て
い
る
。
死
の
受
容
を
困
難
に
さ
せ
る
も
の
は
他
に
も
あ
る
が
、
未
知
な
る
も
の

へ
の
不
安
は
そ
の
最
も
大
き
い
も
の
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
死
を
受
容
し
て
い
る
の
か
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・

オ
ス
ラ
ー
は
、
大
部
分
の
人
間
に
と

っ
て
、

「
死
は
誕
生
と
同
じ
よ
う
に
眠
り
で

あ
り
、
忘
却
で
あ
る
」

と
、
先
の
プ
ラ
ト
ソ
と
も
符
合
す
る
よ
う
な
考
え
を
述
べ

て
い
る
。
今
か
ら
百
年
ほ
ど
も
前
に
な
る
が
、
彼
は
五
百
人
の
臨
床
の
研
究
で
、

「死
に
方
と
死
に
至
る
過
程
の
感
じ
方

の
研
究
」
を
行
な
っ
た
。
キ
ュ
!
プ
ラ
:

・

ロ
ス
の
先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
仕
事
で
あ
る
。

「
五
百
人
の
う
ち
九
十
人
が
何
ら

か
の
肉
体
的
苦
痛
な
り
、
訴
え
を
見
せ
、
十

一
人
は
精
神
的
不
安
を
表
わ
し
、

二

人
が
は

っ
き
り
と
怖
が

っ
て
お
り
、

一
人
は
激
し
く
悔
や
ん
で
い
た
。」
と
い
う
結

果
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
彼
は
こ
う
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

「
ま

っ
た
く
死
と
い
う
恐
ろ
し
い
役
人

は
、
人
間
を
情
容
赦
な
く

つ
か
ま
え
に
く

る
の
だ
が
、
ご
く
わ
ず
か
の
人
し
か
そ
の
無
慈
悲
さ
を
感
じ
な
い
の
だ
。
自
然
の

掟

の
厳
し
い
施
行
も
、
大
部
分
の
人
間

に
と

っ
て
は
慈
悲
深
く
行
な
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
、
死
は
誕
生
と
同
じ
よ
う
に
眠
り
で
あ
り
、
忘
却
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
を
吻]

こ
の
臨
床
研
究
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
死
に
ゆ
く
人
の
年
齢
に
よ

っ
て
、

言
い
換
え
れ
ば
人
が
人
生
の
ど
の
時
点

に
い
る
か
に
よ
っ
て
、
死
の
受
容
の
仕
方

も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
ま
だ
人
生
の
入
り
ロ
と
も
言

え
る
青
年
の
場
合
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。

「
も
し
死
が
健
康
に
恵
ま
れ
た
力
強
い
青
年
を
襲
う
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の

死
は
本
当
に
強
く
悔
や
ま
れ
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
信
仰
の
み

が
死
を
恵
み
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
。
」
(P

・
タ

マ
ル
テ
ィ
、

『
よ
き
臨
床
医

を
め
ざ
し
て
ー
全
人
的
ア
プ

ロ
ー
チ
』
、
日
野
原
重
明

・
塚
本
玲
三
乱
遡

春
秋
に
富
む
若
者
が
突
然
の
死
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
信
仰

に
よ

っ
て
の
み
で
あ
る
と
言
う
。

で
は
、
他
の
者
な
ら
い
か
に
し
て
死
を
受
容
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

こ
こ
で
も
宗
教
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い

か
。
死
は
わ
れ
わ
れ
が
受
容
し
て
も
、
し
な
く
て
も
や

っ
て
く
る
。

「
必
然
の
終

結
」

で
あ

っ
た
。

〈
死
の
受
容
〉
に
関
し
て
は
、
論
文

「
死
の
受
容
-
宗
教
と
の

か
か
わ
り
あ
い
ー
」
に
詳
し
い
。

こ
れ
は
最
初

『岩
波
講
座

転
換
期
に
お
け
る

人
間
』
第
九
巻

「宗
教
と
は
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
今
回
筆
者
が
取
り
上
げ

た
著
作
の
中
で
は
例
外
的
に

く
論
文
風
V
に
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
に
も
や
や
硬

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
宗
教
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
功
利
的
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
純
粋
な
も

の
と
し
て
あ
る
場
合
、
信
仰
に
よ
り
魂
が
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
命
の
現
在

性
か
ら
永
遠
性

へ
の
昇
華
の
プ

ロ
セ
ス
が
心
の
中
に
体
験
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と

思
う
。
宗
教
の
出
発
点
と
し
で
の
人
間
の
心
は
、
畏
怖
、
憧
憬
、
威
厳
、
永
遠
性

な
ど
に
向
か
い
、
ま
た
限
り
あ
る
命
は
限
り
な
き
存
在

へ
の
結
び
つ
き
を
祈
念
し
、

人
と
神
と
の
結
び

つ
き
を
祈
る
心
の
中
に
宗
教
が
発
生
す
る
も
の
と
思
う
。

人
間
が
、
限
り
あ
る
命
を
自
覚
し
、
死
が
近
づ
い
て
い
る
の
を
意
識
す
る
中
で
、

有
限

の
命
の
中
に
見
え
な
い
永
遠
の
命

へ
の
連
統
性
が
期
待
で
き
る
人
は
、
そ
の

こ
と
に
よ
り
、
死
の
受
容
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
転
吻
]

人
間
の
心
そ
の
も
の
が
宗
教
の
出
発
点
で
あ
る
。
心
は

「畏
怖
、
憧
憬
、
威
厳
、

永
遠
性
な
ど
」

に
向
か
い
、

「限
り
あ
る
命
」
で
あ
る
人
間
は

「
限
り
な
き
存
在

へ
の
結
び

つ
き
」
を
祈
念
し
、

「人
と
神
と
の
結
び
つ
き
」
を
祈
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な

「祈
る
心
の
中
」
に
宗
教
が
発
生
す
る
。
他
の
箇
所
で
も
、

「宗
教

心
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
人
間
の
無
力
感
、
と
く
に
死
に
対
し

ハヨ

て
無

力

だ

と

い
う

こ
と

が

大

き

な

モ

メ

ソ

ト

に
な

っ
て

い
る

と

思

い
ま

す
。
」
と

言



大町:日 野 原重 明のサナ トロジー23

う
。
そ
れ
ゆ
え
病
気
に
よ

っ
て
死
が
近
づ
き
、

「限
り
あ
る
命
を
自
覚
し
」
、
そ

の

「
有
限
の
命
」
の
中
に
、

「祈
る
心
」
が
生
ま
れ
、

「
見
え
な
い
永
遠
の
命

へ

の
連
続
性
」
が
期
待

で
き
る
人
は
、
死
の
受
容
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

日
野
原
は
抽
象
的
な
議
論
を
好
ま
ず
、
自
ら
の
か
け
が
え
の
な
い
経
験
を
大
切

に
す
る
。
患
者
と
の

「
出
会
い
」
を

こ
そ
大
事
に
す
る
の
で
あ
る
。
日
野
原
は
論

文

「
死
の
受
容
」

の
中
で
、

「
死
を
受
容

し
た
患
者
さ
ん
の
信
仰

の
症
例
」
と
し

て
四
つ
挙
げ
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
信
仰

に
よ
っ
て
死
を
受
容
し
た
。
日
野
原
は
そ

う
確
信
し
て
い
る
。

日
野
原
は
患
者
と
共
有
し
た
最
も
真
剣
な
時
間
を
疑
う
こ
と

が
で
き
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば

「
死
の
川
の
船
頭
」
と
し
て
船
人
達
を
彼
方
の
岸

に
送
る
際
、
彼
ら
が
死
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』

に
詳
し
い
。

「
工
業
技
術

院
部
長
平
田
義
次
さ
ん
1
癌
の
宜
告
を
私
に
求
め
た
人
1
」
、

「
禅
学
者
鈴
木
大

拙
の
最
後
」
刻
々
を
大
事
に
さ
れ
た
人
一
」
、

「
癌
と
は
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
福

ハロ
リ

岡
正

一
さ
ん
ー
司
祭
に
真
実
を
ゆ
だ
ね

て
」
」
、
そ
れ
に
あ
の

「十
六
歳
の
少
女
」

で
あ
る
。
日
野
原
が
死
を
受
容
し
た
例
と
し
て
挙
げ
た
所
以
を
ば
知

っ
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
略
述
す
る
。

ω
知
人
の
紹
介
で
、
平
田
さ
ん
が
日
野

原
を
訪
れ
た
の
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和

二

十

二
年
、
四
十
四
歳
の
時
で
あ

っ
た
。

彼
も
牧
師
の
子
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者

で

あ

っ
た
。
日
野
原
が
診
察
す
る
と
癌
が
疑
わ
れ
、
入
院
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
進

行
し
た
胃
癌
が
発
見
さ
れ
た
。

「潰
瘍

に
よ
る
癒
着
で
胃
の
通
過
困
難
が
あ
る
」

と
い
う
説
明
で
開
腹
手
術
を
行
な

っ
た
が
、
胃
癌
は
か
な
り
進
行
し
、
ほ
と
ん
ど

手
が
つ
け
ら
れ
ず
、
手
術
は
短
時
間
で
終
わ
っ
た
。
平
田
さ
ん
は
そ
の
こ
と
に
疑

問
を
持

っ
た
の
で
あ
る
。

退
院

一
週
間
後
、
往
診
の
依
頼
が
あ
り
家
を
訪
ね
た
。
診
療
が
す
む
と
平
田
さ

ん
は
、

「
ふ
と
ん
の
端
に
正
座
し
、
私
を
じ
っ
と
み

つ
め
、
急
に
そ
の
両
手
で
私

の
両
方
の
前
腕
を
握
」
り
、
こ
う
切
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

「先
生
、
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を

い
っ
て
く
だ
さ
い
。
胃
潰
瘍
で
は
な
か
う
た
の
で

し
ょ
う
ね
え
。
胃
癌
だ

っ
た
の
で
す
か
。
」

日
野
原
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
私
に
は
子
供
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
も
し
癌
だ
と
す
る
と
、
い
ち
お
う
あ
と
の
こ

と
を
整
理
し
、

一
人
に
な
る
家
内
に
苦
労
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
処
理
し
た
い
の

で
す
。
先
生
、
癌
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
か
。」

「
私
を
凝
視
さ
れ
た
そ
の
う
る
ん
だ
眼
に
、
私
は
、
真
実

で
な
い
言
葉
で
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
」
、
日
野
原
は
あ
り
の
ま
ま
の
病
状
を
話
す

と
、
平
田
さ
ん
は

「
先
生
、
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
い
っ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と

う
。
先
生
、
癌
で
も
私
に
最
善
の
処
置
を

つ
づ
け
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言

っ
た
。
日

野
原
が
患
者
に
癌
を
宣
告
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。

夫
人
に
よ
れ
ば
、
こ
の
往
診
後
、
平
田
さ
ん
は

「
人
間
が
変
わ

っ
た
よ
う
に
」

「
ひ
た
む
き
な
療
養
態
度
」
を
と

っ
た
が
、
手
術
後
三
ヵ
月
あ
ま
り
た

っ
た
頃
か

ら
病
気
が
急
に
進
行
し
、
程
な
く
亡
く
な

っ
た
。
お
葬
式
に
は
所
属
教
会
よ
り
も

広
い
あ
る
教
会
を
指
示
し
、

「
父
な
る
御
神
の
招
き
た
ま
え
ば
/
み
も
と
に
行
く

身
を
ひ
き
な
留
め
そ
」
と
い
う
繰
り
返
し
の
あ
る
讃
美
歌
を
ソ
ロ
で
歌

っ
て
ほ
し

い
と
の
希
望
を
述

べ
て
い
た
。

ω
鈴
木
大
拙

(
一
八
七
〇
～

一
九
六
六
)
は
九
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
も

『
教
行
信

証
』
の
英
訳
に
と
り
か
か
る
な
ど
仕
事

へ
の
意
欲
は
衰
え
ず
、

「た
え
ず
前
進
」

と
自
ら
に
号
令
を
か
け
て
い
た
。
当
時
、
住
ま
い
は
北
鎌
倉
の
東
慶
寺
だ

っ
た
。

秘
書
の
岡
村
美
穂
子
に
も

「九
十
歳
に
な
ら
ん
と
わ
か
ら
ん
こ
と
も
あ
る
の
だ
ぞ
、

長
生
き
を
す
る
も
の
だ
ぞ
。」
と
言

っ
て
い
た
。

大
拙
は
九
十
五
歳
の
時
腸
閉
塞
で
、
聖
路
加
国
際
病
院
に
緊
急
入
院
し
た
。
治

療
は
緊
急
を
要
し
た
が
、
鎌
倉
近
辺
に
適
当
な
病
院
が
な
く
、
や
む
な
く
主
治
医

日
野
原
の
所
に
来
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
交
通
渋
滞
で
予
想
外
に
時
間
が

か
か
り
、
日
野
原
が
診
察
し
た
時
に
は
既
に
病
い
は
重
篤
で
あ

っ
た
。

「病
気
は

ず
い
ぶ
ん
重
い
の
で
す
。」
と
率
直
に
述
べ
、

「最
善
を

つ
く
し
ま
す
よ
。」
と
言
う

と
、
大
拙
は
う
な
ず
き
感
謝
の
気
持
ち
を
示
し
た
。
死
の
二
時
間
前
、
日
野
原
が
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良奈

「
お
寺
の
要
職
の
方
々
が
心
配
し
て
部
屋

の
外

で
待

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、

お
会

い
な
さ
い
ま
す
か
」
と
た
ず
ね
る

と
、

「
誰
に
も
会
わ
な
く
て
よ
い
。

一
人

で
よ
い
。」
と
答
え
、
眼
を
閉
じ
た
。

大
拙
の

「静
か
な
死
の
受
容
」
は
、
終
始
死
の
床
に
立
ち
会

っ
て
い
た
岡
村
が
、

そ
の
夜
東
慶
寺
に
弔
問
に
訪
れ
た
哲
学
者
西
谷
啓
治
に
何
気
な
く
語

っ
た
と
い
う

次

の
言
葉
に
う
か
が
わ
れ
る
。

「先
生
が
そ
こ
に
動
か
ず
に
横
た
わ

っ
て
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
生
き
て
い
ら
れ
る

こ
と
の
続
き
の
よ
う
に
思
え
て
、
生
き

て
い
る
先
生
と
死
な
れ
た
先
生
の
間
に
、

さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
の
起
こ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
な
か

っ
た
。」

③
デ
パ
ー
ト
勤
務
の
福
岡
さ
ん
は
昭
和

五
十
五
年
、
大
腸
癌
の
た
め
聖
路
加
国
際

病
院
で
手
術
を
受
け
た
。
手
術
の
時
機

を
逸
し
て
い
た
た
め
、
再
発
し

一
年
後
五

十
七
歳

で
亡
く
な

っ
た
。
手
術
を
担
当
し
た
医
者
か
ら
病
気
は

「治
り
に
く
い
ク

ロ
:
ソ
病
」

と
さ
れ
、
術
後
は
日
野
原
が
主
治
医
と
し
て
世
話
し
た
が
癌
告
知
は

行
な

っ
て
い
な
か
っ
た
。
福
岡
さ
ん
は
中
学
時
代
に
受
洗
し
て
い
た
が
、
そ
の
後

教
会
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
日
野
原
は
気
づ
か
な
か

っ
た
の
だ
が
、
福
岡
さ
ん

億
自
分
が
癌
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
、
病
院

の
チ
ャ
ペ
ル
の
司
祭
に
自
ら
面
会
を

求
め
、
会
話
を
持

っ
た
。

「
私
の
こ
と
に
つ
い
て
、

一
切
、
先
生

に
お
任
せ
い
た
し
ま
す
。
ど
う
か
総
て
を

こ
の
病
院
の
チ
ャ
ペ
ル
で
営
ん
で
く
だ
さ
い
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
…
…
こ
の

こ
と
は
、
ま
だ
、
家
族
に
は
話
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
含
み
お
き
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
。
」

司
祭
は

「
心
の
中
を
す
っ
か
り
吐
露
さ
れ
た
福
岡
さ
ん
は
、
と
て
も
ご
満
足
の

ご
様
子
で
し
た
。」
そ
し
て
、

「
『
末
の
娘
も
今
年
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
の
で
、

私
は
も
う
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
』

と
、
笑
み
を
さ
え
浮
か
べ
て
話
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
」
と
書
い
て
い
る
。
司
祭
は
約
束
は
自
分

「
一
人
の
胸
の
中
に
収
め
」
、

以
後

「
二
人
だ
け
の
約
束
」

に
は

}
切
触
れ
な
か

っ
た
。

主
治
医
の
全
く
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
患
者
は
病
名
を
知
り
、
死
を
受
容
し
、

聖
職
者
を
訪
ね
、
死
の
心
づ
も
り
、
葬
儀
の
準
備
ま
で
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日

野
原
は
、

「
幼
い
時
の
入
信
が
、
死
を
前
に
彼
の
心
を
支
え
る
信
仰
心
を
呼
び
起

こ
し
た
も
の
と
思
う
。」
と
書
い
て
い
る
。

お
わ
り
に

医
者
、
そ
れ
も
半
世
紀
以
上
に
も
わ
た
る
内
科
医
の
経
験
を
持

つ
、
自
称

「
死

の
川
の
船
頭
」
日
野
原
重
明
が
、

「
医
の
科
学
は
こ
れ
ほ
ど
に
発
達
し
て
も
、
人

間
の
死
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。
そ
し
て
医
の
科
学
だ
け
で
は
人
間
の
生
涯
の
終
焉
に

は
対
応

で
き
ま
せ
ん
。

い
か
な
る
近
代
医
学
を
も

っ
て
し
て
も
、
人
間
の
死
の
前

ハヨ

に
医
学
は
全
敗
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。」
と
言
う
。

人
が
そ
の
生
涯
を
安
ら
か
に
終
え
る
の
に
医
学
だ
け
で
十
分

で
は
な
い
な
ら
、

そ
れ

こ
そ
文
学

で
も
哲
学
で
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
力
を
借
り
れ
ば
よ
い
。
し
か
し

最
も
大
き
な
力
と
な

っ
て
く
れ
る
の
は
宗
教
で
あ
ろ
う
。

「
心
の
糧
は
何
な
の
か
、

ハヨ

心
を
支
え
る
も
の
は
何
な
の
か
…
…
。
私
は
そ
れ
を
宗
教
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」
。

日
野
原
は

「
い
ま
や
大
き
な
宇
宙
の
理
の
な
か
に
お
い
て
、
そ
れ

(科
学
と
宗
教
)

ハむ

が
共
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
こ
ま
で
、
日
野
原
が
何
度
も
引
用
し
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
残
ら
ず

取
り
上
げ
る
と
い
っ
た
方
針
で
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
。
そ
の
目
的
だ
け
は
な
ん

と
か
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
リ
ル
ケ
、
タ
ゴ
ー
ル
、
オ
ス
ラ
ー
、

細
川
宏
、
聖
書
、
…
…
そ
し
て
何
よ
り
も

「
十
六
歳
の
少
女
」
を
初
め
と
す
る
息

者
達
。
日
野
原
の
サ
ナ
ト

ロ
ジ
ー
は
彼
ら
と
の

「
出
会

い
」

に
よ

っ
て
生
ま
れ
来

た
も
の
で
あ
る
。

テ
ニ
ス
ン
の
言
葉
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
、

日
野
原
は
彼
が

「
こ

れ
ま
で
出
会

っ
た
も
の
す
べ
て
の
贈
物
で
あ
る
。
」
そ
れ
ら
の
も
の
が
集
ま

っ
て
、

彼
の
感
性
と
絡
み
合

い
融
合
し
て
、

日
野
原
重
明
と
い
う

一
個
の
独
創
性
を
織
り

上
げ
た
の
で
あ
る
。
内
科
医
日
野
原
に
お
い
て
、
そ
の
独
創
性
は
患
者

一
人

一
人

へ
の
対
応
に
こ
そ
最
も
よ
く
表
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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引
用
し
た
か

っ
た
が
、
本
文
に
う
ま
く
は
め
こ
め
な
か

っ
た
も
の
に
、
フ
ラ
ソ

ス
の
哲
学
者
メ
ー
ソ
・
ド

・
ビ
ラ
ソ

(
一
七
六
六
～

一
八
二
四
)
の

「健
康
は
我

々

ハヨ

を
我
々
の
外
の
事
物

に
連
れ
行
き
、
病
気
は
我
々
を
我

々
の
内

に
連
れ
戻
す
。
」
が

あ
る
。
日
野
原
は
大
学
時
代
に
結
核
性
肋
膜
炎
を
恵

っ
た
時
の
経
験
を
大
切
に
し
、

「私
が
長
期
の
病
気
を
や
っ
て
い
な
け
れ
ば
患
者
の
痛
み
が
い
ま
の
よ
う
に
は
わ

(聾

か
ら
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。」
と
言
う
。
回
診
の
時
、
長
期
療
養
の
若
者
に
経
験
者

で
な
け
れ
ば
言
え
な
い
よ
う
な
励
ま
し
の
言
葉
を
か
け
る
の
を
常
と
し
た
。
日
野

原
も
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
,病
気

の
期
間
は
ま
た
人
が
成
熟
す
る
た
め
の
時
間

で
も
あ
る
。
ビ
ラ
ソ
も
言
う
よ
う
に
、
病
気
は
人
間

の
目
を
内
側

へ
向
け
、
内
省

を
促
し
、
内
面
の
充
実
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
日
野
原
に

「死
に
向
か

っ
て
成

熟
す
る
」
と
い
う
題
の
謹
演
が
あ
る
。
死
の
瞑
想
も
ま
た
人
を
成
熟
さ
せ
る
。
人

間
は
死
の

一
瞬
ま
で
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
死
は
プ
ラ
ト

ソ
が
言

っ
た
よ
う
に
、
ま
た
オ
ス
ラ
1
も
言
う
よ
う
に
、
多
く
の
人
に
と

っ
て
は

安
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
運
悪
く
人
生
の
半
ば
で
倒
れ
る
よ
う

な
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
人
間
に
は
宗
教
が
あ
る
。
四
人
の
例
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

彼
ら
は
信
仰
に
よ
っ
て
死
を
受
容
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
日
野
原
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー

は
、
そ
う
い
う
人
間
の
可
能
性
を
、

い
や

「神
」

の
被
造
物
と
し
て
の
人
間
そ
の

も
の
を
信
じ
た
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
者
日
野
原
は

『
聖
書
』
を
引
用
し
て
警
告
す
る
。
死
の
準
備
を
し
な

さ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も

っ
と
充
実

し
た
、
質
の
高
い
生
を
心
が
け
な
さ
い
と
。

「十
人
の
お
と
め
」
の
た
と
え
で
有
名
な

「
マ
タ
イ
伝
」
第

二
五
章
か
ら

「
だ
か

ら
、
目
を
覚
ま
し
て
い
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
は
、
そ
の
日
、
そ
の
時
を
知
ら
な

い
の
だ
か
ら
。」
ま
た
、

「
テ
サ

ロ
ニ
ケ
人

へ
の
第

一
の
手
紙
」
五
章
か
ら

「盗
人

が
夜
や

っ
て
来
る
よ
う
に
、
主
の
日
は
来
る
」
を
引
用
す
る
。
ま
た
、
彼
自
身
の

言
葉

で
も
、

「実
際
、
死
は
突
然
や

っ
て
き
ま
す
。」
「
み
な
さ
ん
の
想
像
よ
り
も
、

ハぴ
ね

人
は
そ
の
手
前
で
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
死
は
予
想
よ
り
も
早
く
く
る
。」
と
。

『人
生
の
四
季
に
生
き
る
』

の
最
後

に
、
晩
期
の
理
想
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
日
野
原
の
サ
ナ
ト

ロ
ジ
ー
の
特
徴
が
簡
潔
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

引
用
し
て
拙
論
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
さ
て
、
私
た
ち
に
、

い
よ
い
よ
こ
の
世
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
が
来
た

時
、

タ
ゴ
ー

ル
が

『
人
生

の
終
焉
』

の
詩
に
歌

っ
た
よ
う
に
、

『
わ
た
し
の

ゐ

く

ろ

頭
陀
袋
は
空

っ
ぽ
だ
。
1
与
え
る
べ
き
す
べ
て
を
与
え

つ
く
し
た
』
…
…
と
い
え

る
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
そ
う
な
れ
ば
、

ロ
ー

マ
の
詩
人
、

ユ
ヴ

ェ
ナ
リ
ス

(五

〇
1

一
三
〇
)
が
歌

っ
た
よ
う
に

(
『
風
刺
詩
』
、
第
十
歌
)
、

『
人
生
の
最
後

を
自
然
の
賜
物
と
し
て
受
け
取
る
心
』
が
私
た
ち
に
与
え
ち
れ
て
、
私
た
ち
は
死

の
川
を
心
静
か
に
渡
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、
哲
学
者

マ
ル
チ
ソ
・

プ
ー
バ
ー
に
な
ら

っ
て
、
創
め
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
老
人
と
な

っ
て
生
き
た
い
、

そ
し
て
、
ど
ん
な
に
激
し
い
波
風
の
中
に
も
平
静
に
生
き
、
そ
し
て
、
人
生
の
最

期
を
自
然
の
賜
物
と
し
て
静
か
に
受
け
取
れ
る
よ
う
、
生
涯
を
通
し
て
学
び
続
け

お
り

た

い

と
思

い

ま
す

。
」

注

(
1
)
中

公
新
書
、

一
九
八
三
年

(
2
)
ど

ち
ら
も

日
本

Y
M
C
A
同
盟

出
版
部
発
行
。

『
病
む
心
と
か
ら
だ
』

は

一
九
五
八

年
、

『
生

の
選
択
』

は

一
九
八

一
年

刊

(
3
)
筆
者
が

目
に
し
た
彼
の
こ
こ
十

年

の
著

作
は
次

の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

著
書

『
死
を
ど

う
生

き
た
か
1
私

の
心
に
残

る
人
び
と
ー
』

(
中
公
新
書
、

一
九
八
三
年

三

月
)

『
老

い
を
創

め
る
』

(
朝
日
新
閃

社
、

一
九
八
五
年

三
月
)

『
健

や
か
な
い

の
ち

の
デ
ザ
イ

ソ
』

(春
秋
社
、

一
九

八
六
年
十
月
)

『
老
い
と
死
の
受

容
』

(春
秋

社
、

一
九
八
七
年

三
月
)

『
人
生

の
四
季
に
生
き
る
』

(
岩
波
魯
店
、

一
九
八
七
年

六
月
)

『
い
の
ち
の
終

末
を
ど
う
生
き
る
か
』

(春
秋
社
、

一
九
八
七
年
七
月
)
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『

「
い
や
し
」

の
技

の
パ

フ
ォ
:

マ
ソ
ス
』

(
春
秋
社
、

一
九
八
九
年
七
月

)

『
い
の
ち

の
器
-

人
生
を
自
分
ら

し
く

生
き
る
ー

』

(
主
婦

の
友
社
、

一
九

八
九
年
十

月
)

『
生
と
死

に
希
望
と
支

え
を
1
全
人
的
医
療

五
十
年

に
想
う
ー

』

(
婦
人
画
報
社
、

i

九
九
〇
年

六
月
)

『
命
を
み

つ
め

て
』

(
岩
波
魯
店
、

一
九
九

一
年

二
月

)

『
医
学
す
る

こ
こ
ろ
ー

オ
ス
ラ
ー
博
士

の
生
涯
ー
』

(
岩
波
魯
店
、

一
九
九

一
年

二
月

再
刊
)

『
心
と
か
ら
だ

の
健
康
設
計
-
人
生

の
午
後
に
立

っ
て
ー
』

(
日
本
経
済
新
聞
社
、

一

九
九

一
年
三
月
)

『
病
む

こ
と
み
と

る
こ
と
』

(
日
本
基
督

教
団
出
販
局
、

一
九
九

一
年
十
月

)

『
生
き
る

こ
と

の
質
』

(
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年

五
月
)

『
看
と
り

の
愛
』

(春
秋
社
、

一
九
九
四
年
四
月
)

編
著

『
死
生
学

第

一
集
』

〔
山
本
俊

一
と
共
編

〕

(
技
術
出
版
、

一
九
八

八
年

五
月
)

『
死
生
学

第

二
集
』

〔
山
本
俊

一
と
共
編

〕

(
技
術
出
版
、

一
九
八
九
年

六
月
)

『
死
生
学

第

三
集
』

〔
山
本
俊

一
と
共
編

〕

《
披
術
出
版
、

一
九
九
〇
年
十

一
月

)

(
4
)

『
死
を
ど
う
生
き

た
か
』
、

i
頁

(
5
)
同
書
、

亜
頁

(
6
)
同
書
、

二
～

=

頁

(
7
)

『
老

い
と
死

の
受
容
』
、

一
六

一
頁

(
8
)

『
命
を
み

つ
め
て
』
、

四
二
頁

(
9
)
同
書
、

五
九
頁

(
10
)
同
書
、
.四

一
頁

(
11
)
同
魯
、

一
五
四
頁

(
12
)
同
書
、

一
五
五
～

一
五
六
頁
。

概
し

て
日
野
原

の
引
用

に
は
正
確

さ
が
欠
け

て
い
る
。
同
じ
人

の
同

じ
部
分

の
引

用

で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
相
違

し
て
い
る

こ
と
が
よ
く
あ
る
。

日
野
原

の
記
憶

の
中

で
徐

々
に
改
変

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
講
演
と

い
う

こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
著
者
は

モ

の
点

に

こ
だ
わ

っ
て

い
な

い
よ
う
だ
。

そ
う

い
う

こ
と
か
ら
も
、
引
月
さ
れ
た
箇
所

に

つ
い
て
は
、

い
ち

い
ち
原

典
に
当
た
ら
な
か

っ
た
が
、

リ

ル
ケ
の
こ
れ

に
関
し

て
は

原
典

に
当
た
り
、

も
う
少

し
長
め
の
引
用
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
筆
者
も
高
校
時
代
に

か
じ

っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初

め
て
読
む
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。

モ
れ

ほ
ど
ま

で
に
印
象
深

い
。

日
野
原

が
読
ん
だ

の
は
、
大
山

の
旧
訳
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

の
新
潮

文
庫

(大

山
定

一
訳
、
昭
和

一一
八
年
。
昭
和
四

一
年
改
版
V
か
ら
引
用
す
る
。

「
入
念

な
死
に
方
な
ど
、
も
う
今
日
の
時
勢

で
は

一
文

の
価
値

も
な
く
な

っ
て
し
ま

っ

て
い
る
。
誰

一
人
モ
ん
な

こ
と
を
考

え
る
も

の
も
な

い
の
だ
。

い
ざ
死

ぬ
に
し

て
も
、

モ
れ
を
入
念

に
準
備

す
る
だ
け
の
十
分

に
余
裕
を
持

っ
た
富
裕

な
人

々
す
ら
、
だ
ん
だ

ん
物
臭

に
な
り
冷
淡

に
な
り
始
め
た
。
自
分
だ
け

の
特
別
な
死
に
方
を
し
よ
う
と

い
う

よ
う
な
望
み
は
、

い
つ
と
な
し
に
薄
れ

て
し
ま

っ
た
。

や
が

て
、
自
分
だ
け

の
死

に
方

も
、
自

分
だ
け

の
生
き
方
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
の
世

の
中
か
ら
跡
を
絶

つ
だ
ろ
う
。
何

も
か
も

が
レ
デ

ィ
ー

・
メ
ー
ド
に
な

っ
て
ゆ
く
o
」

「昔

は
誰
で
も
、

果
肉

の
中

に
核

が
あ
る
よ
う

に
、
人
間
は
み
な
死
が
自
分

の
体

の
中

に
宿

っ
て

い
る

の
を
知

っ
て

い
た
。

(
い
や
、

ほ
の
か

に
感
じ
て
い
た
だ
け
か
も
知
れ

ぬ
。
V
子
供
に
は
小
さ
な
子
供
の
死
、
大
人

に
は
大
き
な
大
人

の
死
。
婦
人
た
ち
は
お
腹

の
中

に
そ
れ
を
持

っ
て

い
た
し
、
男
た
ち
は
隆
起
し
た
胸

の
中
に
そ
れ
を
入
れ

て
い
た
。

と
に
か
く

『
死
』

を
み
ん
な
が
持

っ
て
い
た

の
だ
。

モ
れ
が
彼

ら
に
不
思
議
な
威
厳
と

静
か
な
誇
り
を
与
え

て
い
た
。
」

(
一
四
～

一
五
頁
)

(
13
)

『
生
き
る
こ
と

の
質
』

、
八
七
頁

(
14
)
同
由憎
、
六
頁

(
15
)

『
人
生

の
四
季

に
生
き
る
』
、

一
八
二
頁

(
16
)

『
生
き
る

こ
と

の
質
』

、
四
五
頁

(
17
)
同
書
、
九
五
頁

(
18
)

『
い
の
ち

の
終
末
を
ど
う
生
き
る
か
』
、

三

一
頁
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(
19
)

『
健

や
か
な

い
の
ち

の
デ

ザ
イ

ソ
』
、

一
四
三
頁

(
⑳
V
同
書
、

一
四
七
～

一
四
八
頁

(
21
)

『
生
き
る

こ
と

の
質
』
、

=
二
一二
～

一
三
四
頁

(
飽
)

『
い
の
ち

の
終
末
を
ど

う
生
き

る
か
』
、

一
七
〇
頁

(
幻
)

『
生
き
る

こ
と

の
賀
』
、
九

二
頁

(
勿
)

『
命
を
み

つ
め

て
』
、

二
〇

頁

(
25
)
同
書
、

二
〇
～

二

一
頁

(
%
)
同
書
、

一
七
四

頁

(
27
)

『
い
の
ち

の
終

末
を
ど
う
生

き
る
か
』

、

一
七

八
頁

(
%
)

『
命
を
み

つ
め

て
』
、

四
五
頁

(
29
)
同
昏
、

一
七
七
～

一
七
八
頁

(
30
)
同
書
、

一
二
〇

頁

(
31
)

『
死
を
ど

う
生

き
た
か
』
、

七

八
～
入
六
頁
、

一
五
五
～

一
六

二
頁
、

六
九
頁

(
銘
)

『
生
き

る
こ
と
の
質
』
、

一
一
一
頁

(
鈴
)

『
命
を

み
つ
め
て
』
、

一
三
六
頁

(
製
)
同
書
、

一
一一工
ハ
頁

(
35
)

『
人
生

の
四
季

に
生
き
る
』

、

一
一
四
頁

(
36
)

『
健

や
か
な
い

の
ぢ

の
デ
ザ
イ

ソ
』
、

一
〇

四
頁

(
37
)

『
命
を

み

つ
め
て
』
、

三
八
頁

(
詔
)

『
人
生

の
四
季

に
生
き
る
』

、

二
〇

一
頁

一
六

三
～

一
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