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燈
籠
」
の
構
成
上
、「
そ
の
二
」
以
降
は
作
中
作
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
連

作
す
な
わ
ち
作
中
作
が
あ
る
。
連
作
の
作
者
は
入
江
家
兄
妹
に
設
定
さ
れ

て
い
る
が
、「
そ
の
二
」
以
降
も
「
私
」
の
叙
述
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お

り
、
幾
重
も
の
入
れ
子
が
仮
構
さ
れ
る
仕
掛
け
を
有
す
る
構
成
で
あ
る（
１
）。

　
「
そ
の
二
」
以
下
の
物
語
を
「
八
年
前
に
亡
く
な
つ
た
、
あ
の
有
名
な

洋
画
の
大
家
、
入
江
新
之
助
の
遺
家
族
」
の
、「
現
在
こ
と
し
」
か
ら

「
四
年
前
の
入
江
の
家
」
と
す
る
設
定
お
よ
び
〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
と

〈
現
在
の
入
江
家
〉
に
対
す
る
「
私
」
の
思
い
入
れ
の
変
化
と
い
っ
た
註

釈
は
、「
そ
の
二
」
以
下
の
物
語
の
筋
に
直
接
関
わ
り
は
な
い
。
し
か
し

「
私
」
を
作
者
に
設
定
し
、「
そ
の
二
」
以
下
も
「
私
」
の
「
叙
述
」
と
し

一
、
は
じ
め
に
／
「
そ
の
一
」
の
機
能

　

太
宰
治
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
は
「
そ
の
一
」
か
ら
「
そ
の
六
」
の
全
六
章

か
ら
成
り
、
各
章
は
各
回
と
し
て
「
婦
人
画
報
」
昭
和
十
五
年
十
二
月
号

か
ら
翌
十
六
年
六
月
号
に
連
載
さ
れ
た
（
昭
和
十
六
年
二
月
号
は
休
載
）。

「
そ
の
二
」
以
下
の
物
語
が
正
月
五
日
間
の
入
江
家
の
物
語
で
あ
る
の
に

対
し
て
、「
そ
の
一
」
は
、
作
者
に
設
定
さ
れ
た
「
私
」
に
よ
る
自
著
の

紹
介
で
あ
り
註
釈
で
あ
る
。
同
一
テ
ク
ス
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
る

が
、「
そ
の
一
」
は
序
文
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
「
ろ
ま
ん

太
宰
治
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
論

―
接
続
さ
れ
る
〈
暗
〉

吉
岡
真
緖
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て
提
示
す
る
形
式
は
、「
そ
の
二
」
以
下
を
「
そ
の
一
」
を
参
照
し
つ
つ

読
ま
せ
る
強
力
な
戦
略
と
い
え
よ
う
。

　

一
つ
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
の

之
か
ら
の
叙
述
の
全
部
は
、
現
在
こ
と
し
の
、
入
江
の
家
の
姿
で
は

な
く
、
四
年
前
に
私
が
ひ
そ
か
に
短
篇
小
説
に
取
り
い
れ
た
そ
の
時

の
入
江
の
家
の
雰
囲
気
に
他
な
ら
な
い
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
い
ま

の
入
江
家
は
、
少
し
違
つ
て
ゐ
る
。
結
婚
し
た
人
も
あ
る
。
亡
く
な

ら
れ
た
人
さ
へ
あ
る
。
四
年
以
前
に
く
ら
べ
て
、
い
さ
さ
か
暗
く
な

つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し
て
私
も
、
い
ま
は
入
江
の
家
に
、

昔
ほ
ど
気
楽
に
遊
び
に
行
け
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
つ
ま
り
、
五

人
の
兄
妹
も
、
ま
た
私
も
、
み
ん
な
が
少
し
づ
つ
大
人
に
な
つ
て
し

ま
つ
て
、
礼
儀
も
正
し
く
、
よ
そ
よ
そ
し
く
、
い
は
ゆ
る
、
あ
の

「
社
会
人
」
と
い
ふ
も
の
に
な
つ
た
様
子
で
、
お
互
ひ
、
た
ま
に
逢

つ
て
も
、
ち
つ
と
も
面
白
く
な
い
の
で
あ
る
。
は
つ
き
り
言
へ
ば
、

現
在
の
入
江
家
は
、
私
に
と
つ
て
、
あ
ま
り
興
味
が
な
い
の
で
あ

る
。
書
く
な
ら
ば
、
四
年
前
の
入
江
家
を
書
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
ゑ
、
私
の
之
か
ら
叙
述
す
る
の
も
、
四
年
前
の
入
江
の
家
の
姿

で
あ
る
。
現
在
は
、
少
し
違
つ
て
ゐ
る
。 

（「
そ
の
一
」）

　
「
一
つ
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
る
」
と
は
、
事
柄
の
重

要
性
を
掲
げ
る
前
置
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
形
式
や

時
空
の
指
定
、
入
江
家
の
変
化
、「
私
」
の
入
江
家
に
対
す
る
思
い
入
れ

の
変
化
と
い
っ
た
解
説
は
、〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
に
価
値
を
与
え
、
肯

定
的
に
捉
え
さ
せ
る
よ
う
作
用
す
る
と
と
も
に
、
比
較
対
象
で
あ
る
「
暗

く
な
つ
た
」〈
現
在
の
入
江
家
〉
を
せ
り
上
げ
る
。〈
四
年
前
の
入
江
家
〉

は
〈
現
在
の
入
江
家
〉
と
い
う
〈
暗
〉
に
接
続
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

入
江
家
あ
る
い
は
入
江
家
に
対
す
る
「
私
」
の
思
い
入
れ
の
変
化
に
つ

い
て
「
四
年
前
」
と
い
う
時
間
差
を
重
視
す
る
大
本
泉（
２
）は
、「
ろ
ま
ん
燈

籠
」
が
執
筆
さ
れ
た
昭
和
十
五
年
前
後
が
「
日
中
戦
争
が
泥
沼
化
」
し
、

「
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
作
家
達
に
と
っ
て
は
、
発
言
・
創
作
の
自
由
が
奪
わ

れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
く
」
時
代
で
あ
り
、
時
局
を
「
摂
り
入
れ
」
た
結

果
と
し
て
の
〈
現
在
の
入
江
家
〉
が
「
語
り
手
を
失
望
さ
せ
」
た
と
指
摘

す
る
。

　

テ
ク
ス
ト
は
同
時
代
あ
る
い
は
過
去
か
ら
の
引
用
の
織
物
で
あ
る
以

上
、
時
代
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
大
本
の
説
は

こ
の
時
代
の
文
学
一
般
に
い
え
る
指
摘
で
あ
り
、
太
宰
文
学
に
お
け
る
語

用
論
の
観
点
か
ら
入
江
家
の
変
化
を
捉
え
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
際
重
視

さ
れ
る
の
が
、
先
行
テ
ク
ス
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
愛
と
美
に
つ
い

て
」
で
あ
る
。
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八
年
ま
へ
に
亡
く
な
つ
た
、
あ
の
有
名
な
洋
画
の
大
家
、
入
江
新

之
助
氏
の
遺
家
族
は
皆
す
こ
し
変
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
い
や
、

変
調
子
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
案
外
そ
の
や
う
な
暮
し
か
た
の
は
う

が
正
し
い
の
で
、
か
へ
つ
て
私
ど
も
一
般
の
家
庭
の
は
う
こ
そ
変
調

子
に
な
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
入
江
の
家
の

空
気
は
、
普
通
の
家
の
そ
れ
と
は
少
し
違
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

こ
の
家
庭
の
空
気
か
ら
暗
示
を
得
て
、
私
は
、
よ
ほ
ど
前
に
一
つ
の

短
篇
小
説
を
創
つ
て
み
た
事
が
あ
る
。
私
は
不
流
行
の
作
家
な
の

で
、
創
つ
た
作
品
を
、
す
ぐ
に
雑
誌
に
載
せ
て
も
ら
ふ
事
も
出
来

ず
、
そ
の
短
篇
小
説
も
永
い
間
、
私
の
机
の
引
き
出
し
の
底
に
し
ま

は
れ
た
ま
ま
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
私
に
は
三
つ
、

四
つ
、
さ
う
い
ふ
未
発
表
の
ま
ま
の
、
謂
は
ば
筐
底
深
く
秘
め
た
る

作
品
が
あ
つ
た
の
で
、
を
と
と
し
の
早
春
、
そ
れ
ら
を
一
纏
め
に
し

て
、
い
き
な
り
単
行
本
と
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
ま
づ
し
い
創

作
集
で
は
あ
つ
た
が
、
私
に
は
、
い
ま
で
も
多
少
の
愛
着
が
あ
る
の

で
あ
る
。 

（「
そ
の
一
」）

　

物
語
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
語
り
手
・
聞
き
手
（
読
者
）
の
双
方
が
既
知

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
表
現
に
よ
っ
て
読
者
を
虚フ
ィ
ク
シ
ョ
ン構

の
世
界
へ
巻

き
込
む
、
太
宰
の
真
骨
頂
と
い
え
る
書
き
出
し
か
ら
、
入
江
家
を
モ
デ
ル

に
し
た
先
行
テ
ク
ス
ト
の
存
在
が
告
知
さ
れ
て
い
る
。「
そ
の
一
」
に
は

そ
の
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
の
文
章
が
文
庫
本
に
し
て
四
頁
余
り
引
用
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、「
短
篇
小
説
」
と
あ
る
の
み
で
題
名
は
明
か
さ
れ
な
い
。

引
用
さ
れ
た
文
章
か
ら
、
昭
和
十
四
年
五
月
付
で
竹
村
書
房
か
ら
刊
行
さ

れ
た
太
宰
の
小
説
集
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
に
発
表
、
収
録
さ
れ
た
「
愛

と
美
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
部
に
違
い
な
い
の
だ
が
、「
愛
と
美
に
つ
い
て
」

に
登
場
す
る
家
族
は
無
名
で
あ
り
、
父
の
職
業
は
不
明
で
、
執
筆
時
期
に

も
矛
盾（
３
）が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
は
同
じ
時
期
の
同
じ
家
族
を
モ
デ
ル
に
し
た
先
行

テ
ク
ス
ト
と
し
て
同
定
、
同
質
化
さ
れ
て
お
り
、「
四
年
」
の
時
間
差
が

も
た
ら
す
家
族
や
「
私
」
の
変
化
と
い
う
設
定
を
捉
え
る
に
際
し
て
の
参

照
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
作
用
か
ら
も
入
江
家
の
変
化
は
捉
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
の
雰
囲
気
で
あ
り
題
名
に
も
な
っ
て
い

る
「
ろ
ま
ん
／
ロ
マ
ン
」
と
い
う
語
は
、
同
時
期
の
太
宰
文
学
に
共
通
す

る
独
特
な
使
用
が
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
関
連
か
ら
時
代
性
を
考
察
し
た

い
。
そ
の
際
に
も
、
本
テ
ク
ス
ト
脱
稿
の
約
二
年
前
に
書
か
れ
た
「
愛
と

美
に
つ
い
て
」
は
重
視
さ
れ
る
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
テ
ク
ス
ト
を

分
析
し
、
戦
時
下
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
芸
術
作
品
と
し
て
豊
穣
で
あ
る
本
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テ
ク
ス
ト
の
、
同
時
代
的
で
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
の
が
本

論
の
目
的
で
あ
る
。

二
、
入
江
家
の
遊
び
の
両
義
性

　

連
作
は
、「
み
ん
な
、
多
少
づ
つ
文
芸
の
趣
味
を
持
つ
て
ゐ
る
」
入
江

家
兄
妹
の
遊
戯
で
あ
る
。
こ
の
遊
戯
も
、「
末
弟
→
長
女
→
次
男
→
次
女

→
長
男
」
の
順
に
書
き
継
が
れ
る
順
番
も
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
が
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。「
原
稿
用
紙
」
に
書
か
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の

連
作
は
〈
―
〉
と
〈
」〉
で
冒
頭
と
末
尾
が
示
さ
れ
、
各
担
当
者
の
注
釈

や
創
作
過
程
、
後
日
談
、「
私
」
の
註
釈
な
ど
と
と
も
に
断
片
的
に
提
示

さ
れ
る
。

　
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
の
連
作
は
、
口
頭
で
聴
衆
の
反
応
を
取
り
込
み

つ
つ
即
興
的
に
紡
が
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。
対
し
て
「
ろ
ま
ん

燈
籠
」
の
連
作
に
は
、「
原
稿
用
紙
」
に
書
か
れ
た
文
字
と
い
う
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
と
、
そ
れ
を
家
族
の
前
で
作
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
工
夫
に
富
ん
だ

朗
読
法
」
で
音
声
化
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
両
面
が
あ
り
、
い
ず
れ

の
場
面
に
も
作
者
以
外
の
人
物
の
介
入
が
あ
る
。
登
場
人
物
に
は
朗
読
発

表
会
の
場
で
初
め
て
物
語
の
全
体
像
が
認
識
さ
れ
る
う
え
、
も
と
も
と
連

作
は
「
簡
単
に
す
み
さ
う
な
物
語
な
ら
、
そ
の
場
で
順
々
に
口
で
言
つ
て

片
付
け
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
口
供
性
の
強
い
遊
戯
で
あ
る
こ
と
が
「
そ
の

一
」
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
朗
読
発
表
会
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

と
し
て
の
連
作
が
完
成
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
最
後
に
「
一
ば
ん
出
来
の

よ
か
つ
た
人
」
に
授
与
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
〈
勲
章
〉
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
し
て
の
連
作
の
帰
着
点
と
い
え
よ
う
。

　

皆
で
一
つ
の
物
語
を
創
造
し
「
祖
父
、
祖
母
、
母
も
お
手
伝
い
す
る
」

創
作
過
程
が
叙
述
さ
れ
る
こ
の
遊
戯
に
つ
い
て
、
先
行
論
で
は
入
江
家
の

温
か
さ
や
明
る
さ
が
読
み
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
側
面
は
否
め
な

い
。
と
は
い
え
「
お
そ
ろ
し
く
退
屈
し
て
来
る
と
、
長
兄
の
発
案
で
は
じ

め
る
の
で
あ
る
」
と
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
連
作
開
始
の
条
件
は
「
お

そ
ろ
し
く
退
屈
」
で
あ
る
。「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
に
も
「
と
き
ど
き
皆
、

一
様
に
お
そ
ろ
し
く
退
屈
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
は
閉
口
で
あ

る
」、「
退
屈
し
た
と
き
に
は
、
皆
で
、
物
語
の
連
作
を
は
じ
め
る
の
が
、

こ
の
家
の
な
ら
は
し
で
あ
る
」
等
の
言
説
が
あ
り
、「
お
そ
ろ
し
く
退
屈
」

は
両
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
連
作
開
始
の
条
件
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
、
次
に
挙
げ
る
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
の
一
節
は
看
過
で
き
な
い
。

　

こ
れ
で
物
語
が
、
す
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
す
ん
だ
、
と
た
ん
に
、

ま
た
、
か
れ
ら
は
、
一
層
す
ご
く
、
退
屈
し
た
。
ひ
と
つ
の
、
さ
さ

や
か
な
興
奮
の
あ
と
に
来
る
、
倦
怠
、
荒
涼
、
や
り
き
れ
な
い
思
ひ
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で
あ
る
。
兄
妹
五
人
、
一
こ
と
で
も
、
も
の
を
言
ひ
出
せ
ば
、
す
ぐ

に
殴
り
合
ひ
で
も
は
じ
ま
り
さ
う
な
、
険
悪
な
気
ま
づ
さ
に
、
閉
口

し
切
つ
た
。 

（「
愛
と
美
に
つ
い
て
」）

　
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
で
は
連
作
が
す
ん
だ
「
さ
さ
や
か
な
興
奮
」
は
、

連
作
開
始
の
「
退
屈
」
よ
り
も
「
一
層
す
ご
い
退
屈
」
を
も
た
ら
す
。

「
一
こ
と
で
も
、
も
の
を
言
ひ
出
せ
ば
、
す
ぐ
に
殴
り
合
ひ
で
も
は
じ
ま

り
さ
う
な
、
険
悪
な
気
ま
づ
さ
」
で
あ
る
暴
力
的
な
「
退
屈
」
の
到
来

は
、
し
か
し
母
と
兄
妹
の
一
体
感
を
示
す
言
動
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
、

母
の
笑
い
で
小
説
は
終
わ
る
。
一
方
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
結
末
に
現
れ
る

の
は
、〈
勲
章
〉
が
母
に
与
え
ら
れ
た
「
感
動
」
で
あ
る
。〈
勲
章
〉
は
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
連
作
の
帰
着
点
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
愛
と
美

に
つ
い
て
」
を
参
照
テ
ク
ス
ト
と
す
る
「
そ
の
一
」
の
解
説
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
母
に
〈
勲
章
〉
が
授
け
ら
れ
た
「
感
動
」
は
、
右
に
お
け
る
物

語
が
す
ん
だ
「
さ
さ
や
か
な
興
奮
」
に
重
な
り
、
そ
の
あ
と
に
来
る
暴
力

的
な
退
屈
の
示
唆
と
な
ろ
う
。「
そ
の
一
」
の
解
説
に
よ
っ
て
連
作
に
は

両
義
性
が
付
与
さ
れ
る
の
だ
。

　

入
江
家
の
も
う
一
つ
の
遊
戯
は
〈
勲
章
〉
で
あ
る
。「
そ
の
一
」
で
祖

父
の
「
素
描
」
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
〈
勲
章
〉
は
「
メ
キ
シ
コ
の
銀
貨
に

穴
を
あ
け
て
赤
い
絹
紐
を
通
し
」
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、「
家
族
に
於
い
て
、

そ
の
一
週
間
も
つ
と
も
功
労
の
あ
つ
た
も
の
」
に
祖
父
か
ら
授
与
さ
れ
、

そ
の
際
「
一
週
間
は
、
家
に
在
る
と
き
必
ず
胸
に
吊
り
下
げ
て
ゐ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
い
う
基
本
ル
ー
ル
に
従
い
、
皆
に
「
閉
口
」
さ
れ
な
が

ら
家
族
間
を
循
環
す
る
。
大
本
泉
は
、
入
江
家
を
「
ま
ぎ
れ
も
な
く
温
か

い
『
家
庭
』」
と
捉
え
つ
つ
も
、「
専
制
的
に
統
制
す
る
父
の
言
説
」
の
な

い
入
江
家
は
、「〈
家
〉
の
中
枢
の
無
い
家
族
ゆ
え
に
、〈
家
〉
と
い
う
共

同
体
が
解
体
す
る
可
能
性
」
を
内
包
し
て
お
り
、〈
勲
章
〉
は
「
隠
居
し

た
祖
父
が
与
え
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
家
族
に
お
け
る
『
功
労
』
が
ま
さ

に
形
骸
化
・
無
意
味
化
し
、
家
族
に
お
け
る
紐
帯
の
一
種
の
弛
緩
を
暗

示
」
す
る
と
い
う
同
時
代
の
家
族
制
度
に
即
し
た
読
解
を
す
る
。
井
原
あ

や（
４
）は
、「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
が
執
筆
、
発
表
さ
れ
た
昭
和
十
五
、
六
年
当
時
、

勲
章
は
国
策
に
貢
献
す
る
「
戦
士
」
に
「
畏
き
辺
」
か
ら
授
与
さ
れ
る

「
戦
時
下
を
表
象
す
る
も
の
」
だ
っ
た
の
に
対
し
、
入
江
家
の
〈
勲
章
〉

に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
が
持
た
さ
れ
て
い
な
い
点
に
着
目
し
、「
今
次
事

変
」
以
前
に
設
定
さ
れ
て
い
る
〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
を
「
ほ
の
明
る
い

世
界
」
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
志
向
性
を
見
出
し
て
い
る
。
両
説
と
も
〈
四

年
前
の
入
江
家
〉
に
温
か
さ
や
明
る
さ
を
見
出
し
、〈
勲
章
〉
に
同
時
代

的
な
権
力
を
見
な
い
点
で
共
通
し
て
い
よ
う
。
確
か
に
〈
勲
章
〉
は
皆
に

閉
口
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
継
続
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
同
時
代
的
な
権

力
と
は
無
縁
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
権
力
の
不
在
を
意
味
し
な
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い
。

　
「
メ
キ
シ
コ
の
銀
貨
」
は
「
か
な
り
の
貿
易
商
」
だ
っ
た
祖
父
の
過
去

と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
を
〈
勲
章
〉
に
し
た
の
は
祖
父
で
あ
る
。

「
ば
か
ら
し
い
」
と
言
っ
て
「
は
じ
め
か
ら
、
き
つ
ぱ
り
拒
否
し
て
ゐ
る
」

祖
母
以
外
の
家
族
を
、
閉
口
さ
せ
つ
つ
も
参
加
さ
せ
続
け
る
強
制
力
は
祖

父
の
権
威
と
い
え
よ
う
。「
固
辞
し
て
利
巧
に
逃
げ
て
ゐ
る
」
と
い
う
長

女
も
「
私
に
は
と
て
も
そ
の
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
、〈
勲
章
〉

に
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
「
固
辞
」
が
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、〈
勲
章
〉

遊
び
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
授
与
条
件
で
あ
る
「
家
族
に

於
い
て
、
そ
の
一
週
間
も
つ
と
も
功
労
の
あ
つ
た
も
の
」
と
は
、「
祖
父

の
寄
席
の
お
伴
の
功
」・「
祖
父
の
晩
酌
の
ビ
イ
ル
を
一
本
多
く
し
た
」・

「
祖
父
の
秘
密
の
わ
づ
か
な
借
銭
を
、
こ
つ
そ
り
支
払
つ
て
あ
げ
た
功
労
」

等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
例
示
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
功
労
」
の
基
準
は

祖
父
に
あ
り
、
授
与
者
と
し
て
の
祖
父
の
立
場
は
固
定
し
て
い
る
。
つ
ま

り
祖
父
は
皆
に
閉
口
さ
れ
る
〈
勲
章
〉
を
継
続
し
う
る
実
行
力
を
有
し
た

遊
び
の
支
配
者
で
あ
り
、
父
を
亡
く
し
、
長
男
も
就
職
し
て
い
な
い
こ
の

家
で
祖
父
の
立
場
は
確
か
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
先
程
挙
げ
た
授
与

理
由
は
祖
父
に
対
す
る
家
族
の
敬
愛
や
思
い
や
り
の
現
れ
と
も
い
え
る
内

容
で
あ
り
、〈
勲
章
〉
が
入
江
家
の
温
か
さ
や
明
る
さ
を
示
す
紐
帯
で
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。〈
勲
章
〉
は
連
作
同
様
両
義
性
を
有
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　
「
そ
の
一
」
で
「
私
」
の
「
愛
着
」
の
対
象
と
解
説
さ
れ
た
〈
四
年
前

の
入
江
家
〉
は
、
明
る
さ
や
温
か
さ
を
読
み
取
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
先

述
の
通
り
そ
う
し
た
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。
が
、
同
時
に
「
そ
の
一
」

で
仮
構
さ
れ
た
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
と
の
連
結
に
よ
っ
て
、
連
作
に
は

明
る
さ
を
反
転
さ
せ
る
暴
力
性
が
示
唆
さ
れ
る
う
え
に
、〈
勲
章
〉
に
は

権
力
構
造
が
見
出
せ
る
。
こ
の
両
義
性
は
「
そ
の
一
」
で
提
示
さ
れ
た

〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
と
「
い
さ
さ
か
暗
く
な
つ
た
」
と
い
う
〈
現
在
の

入
江
家
〉
の
接
続
に
即
応
し
て
い
る
。

三
、
ろ
ま
ん
／
ロ
マ
ン

　
『
太
宰
治
事
典
』（「
別
冊
国
文
学
」
47
、
平
６
・
５
、
學
燈
社
）
の

「
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
」
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
項
に
は

「
ロ
マ
ン
ス
」・「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
」・「
ロ
マ
ン
」
を
含
め
て
「
ロ
マ
ン
テ
ィ

シ
ズ
ム
」
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
厳
密
に
は
異
な
る
意
味
内
容（
５
）の

こ
れ
ら

の
語
が
太
宰
文
学
に
お
い
て
は
同
義
的
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら

だ
。

　

昭
和
九
年
に
太
宰
治
が
山
岸
外
史
ら
と
創
刊
し
た
同
人
雑
誌
「
青
い

花
」
は
、
初
期
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
作
品
名
に
因
み
太
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宰
自
ら
名
づ
け
た
誌
名
で
あ
り
、
そ
の
創
刊
号
（
昭
９
・
12
）
に
太
宰
は

「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
を
発
表
し
て
い
る
。
祖
父
に
よ
っ
て
「
ロ
オ
マ
ン
ス
」

と
称
さ
れ
る
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
連
作
が
魔
法
使
い
や
魔
法
の
森
が
描
か

れ
る
メ
ル
ヘ
ン
で
あ
る
こ
と
は
、
メ
ル
ヘ
ン
を
作
中
作
と
す
る
ノ
ヴ
ァ
ー

リ
ス
の
『
青
い
花
』
を
想
起
さ
せ
る
う
え
、
連
作
の
「
剽
窃
」
元
の
一
つ

と
さ
れ
る
「
グ
リ
ム
童
話
」
の
著
者
グ
リ
ム
兄
弟
も
ま
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ

ン
派
に
数
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
「
兄
妹
、
五
人
あ
つ
て
、
み
ん
な
ロ

マ
ン
ス
が
好
き
だ
つ
た
」
と
紹
介
さ
れ
、「
人
間
の
う
ち
で
、
一
ば
ん
ロ

マ
ン
チ
ツ
ク
な
の
は
老
人
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
を

主
人
公
に
据
え
て
物
語
を
紡
ぐ
無
名
の
兄
妹
が
描
か
れ
る
「
愛
と
美
に
つ

い
て
」
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
「
ロ
マ
ン
ス
」
嗜
好
が
「
入
江
家
の
非
凡
な

浪
曼
の
血
」
と
い
う
祖
父
を
始
祖
と
す
る
非
凡
な
血
筋
に
読
み
替
え
ら
れ

る
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
は
、
題
名
が
示
す
通
り
ロ
マ
ン
の
系
譜
を
強
く
意
識

さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
と
い
え
よ
う
。

　
「
そ
の
一
」
で
入
江
家
は
「
入
江
新
之
助
氏
の
遺
家
族
は
皆
す
こ
し
変

つ
て
ゐ
る
」、「
入
江
の
家
の
空
気
は
、
普
通
の
家
の
そ
れ
と
は
少
し
違
つ

て
ゐ
る
」
と
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
空
気
」
は
、
子
ど
も
た
ち
共

有
の
「
文
芸
の
趣
味
」
と
い
う
芸
術
的
気
質
へ
、
さ
ら
に
は
「
非
凡
な
浪

曼
の
血
」
と
い
う
血
筋
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
変
」、「
浪ろ
ま
ん曼
」、

「
非
凡
」、
芸
術
的
気
質
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
愛
す
べ
き
家
族
の
属
性
と
さ

れ
、
世
間
一
般
や
「
普
通
」
に
対
置
さ
れ
る
叙
述
に
見
ら
れ
る
の
は
、

「
変
」
や
「
ロ
マ
ン
」
が
世
俗
的
な
「
普
通
」
を
批
判
す
る
芸
術
的
姿
勢

で
あ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
と
同
時
期
の
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
「
み
み
づ
く
通
信
」（「
知
性
」
昭
16
・
１
）
や
「
春
の
盗

賊
」（「
文
藝
日
本
」
昭
15
・
１
）、「
デ
カ
ダ
ン
抗
議
」（「
文
藝
世
紀
」
昭

14
・
10
）
に
も
同
じ
使
用
例（
６
）が
見
出
せ
、「
ロ
マ
ン
」
は
こ
の
時
期
の
太

宰
文
学
に
お
い
て
世
俗
に
対
す
る
批
判
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
と
言
え
よ

う
。

　
「
変
わ
っ
た
家
庭
」
で
あ
っ
た
〈
四
年
前
の
入
江
家
〉
に
対
し
て
、
世

間
一
般
を
表
す
「
大
人
」「
社
会
人
」
と
評
さ
れ
る
〈
現
在
の
入
江
家
〉

は
、
同
時
期
の
太
宰
テ
ク
ス
ト
群
の
関
連
か
ら
ロ
マ
ン
が
不
在
と
捉
え
ら

れ
る
。
同
じ
く
同
時
期
の
太
宰
テ
ク
ス
ト
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
の
末
尾

で
あ
る
。

　

兄
妹
五
人
、
一
こ
と
で
も
、
も
の
を
言
ひ
出
せ
ば
、
す
ぐ
に
殴
り

合
ひ
で
も
は
じ
ま
り
さ
う
な
、
険
悪
な
気
ま
づ
さ
に
、
閉
口
し
切
つ

た
。

　

母
は
、
ひ
と
り
離
れ
て
坐
つ
て
、
兄
妹
五
人
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性

格
の
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
語
り
か
た
を
、
始
終
に
こ
に
こ
微
笑
ん
で
、

た
の
し
み
、
う
つ
と
り
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
、
そ
つ
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と
立
つ
て
障
子
を
あ
け
、
は
つ
と
顔
色
か
へ
て
、

「
お
や
。
家
の
門
の
と
こ
ろ
に
、
フ
ロ
ツ
ク
着
た
へ
ん
な
お
ぢ
い
さ

ん
立
つ
て
ゐ
ま
す
。」

　

兄
妹
五
人
、
ぎ
よ
つ
と
し
て
立
ち
上
つ
た
。

　

母
は
、
ひ
と
り
笑
ひ
崩
れ
た
。 

（「
愛
と
美
に
つ
い
て
」）

　

兄
妹
同
一
の
反
応
と
母
の
笑
い
が
暴
力
的
な
「
退
屈
」
を
無
効
に
し
て

い
る
。
兄
妹
五
人
が
一
斉
に
「
ぎ
よ
つ
と
し
て
立
ち
上
つ
た
」
の
は
、

た
っ
た
今
語
り
終
え
た
連
作
の
主
人
公
が
浴
衣
姿
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず

母
の
言
う
「
フ
ロ
ツ
ク
着
た
へ
ん
な
お
ぢ
い
さ
ん
」
に
即
座
に
結
び
つ
い

た
か
ら
で
あ
る
。
物
語
の
主
人
公
が
現
実
に
現
れ
る
と
い
う
物
語
的
な
状

況
を
共
同
的
に
立
ち
上
げ
る
反
応
は
、
現
実
に
ロ
マ
ン
を
呼
び
込
も
う
と

す
る
ま
さ
し
く
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
兄
妹
の
同
一
性
を
表
す
。
こ
れ
が
母
の

笑
い
を
引
き
出
し
暴
力
的
な
「
退
屈
」
を
無
効
に
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、

「
そ
の
一
」
に
よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
と
の
連
結
は

「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
〈
現
在
の
入
江
家
〉
の
属
性
で
あ
る
「
大
人
」「
社
会

人
」
が
示
唆
す
る
ロ
マ
ン
の
不
在
を
深
刻
に
す
る
。
と
は
い
え
〈
現
在
の

入
江
家
〉
が
具
体
性
を
欠
く
以
上
、
こ
の
深
刻
さ
は
可
能
性
と
し
て
し
か

現
れ
な
い
。
同
様
に
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」

の
作
用
に
よ
っ
て
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
末
尾
の
「
感
動
」
が
暴
力
的
な
「
退

屈
」
の
示
唆
と
な
っ
た
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
発
動
間
際
と
い
う
未
発
性

と
し
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
可
能
性
や
未
発
性
が
現
れ
る
こ

と
自
体
が
物
語
の
陰
影
で
は
な
い
の
か
。

四
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
連
作

　

末
弟
に
よ
る
連
作
第
一
回
に
示
さ
れ
た
、
王
子
と
魔
法
使
い
の
娘
ラ
プ

ン
ツ
エ
ル
の
結
婚
に
つ
い
て
「
身
分
が
あ
ま
り
に
違
ひ
す
ぎ
」
る
こ
と
に

着
目
し
、
そ
こ
に
「
不
仕
合
せ
の
も
と
」
を
見
出
す
祖
母
の
見
解
は
以
降

の
物
語
で
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
の
苦
悩
、
産
後
の
衰
弱
と
し
て
展
開
す
る
。

　
「
魔
法
使
ひ
の
家
に
生
れ
た
女
の
子
は
、
男
に
可
愛
が
ら
れ
て
子
供
を

産
む
と
、
死
ぬ
か
、
で
も
な
け
れ
ば
、
世
の
中
で
一
ば
ん
醜
い
顔
に
な
つ

て
し
ま
ふ
か
、
ど
ち
ら
か
に
、
き
ま
つ
て
ゐ
る
」
と
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
の
母

で
あ
る
魔
法
使
い
の
老
婆
が
明
か
す
ご
と
く
、
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
の
衰
弱
は

魔
法
使
い
の
家
に
生
ま
れ
た
娘
の
宿
命
で
あ
り
、
生
き
延
び
る
代
償
と
し

て
「
世
の
中
で
一
ば
ん
醜
い
顔
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
魔
法
使

い
の
老
婆
の
顔
が
醜
い
の
は
、
か
つ
て
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
を
身
籠
も
っ
た
際

に
そ
の
母
に
「
生
か
し
て
置
い
て
く
れ
と
た
の
ん
だ
」
結
果
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
は
「
死
な
せ
て
下
さ
い
」
以
外
に
希
望
の
言
葉
を

口
に
し
な
い
。
愛
が
死
か
醜
に
結
び
つ
く
不
条
理
に
加
え
、
ラ
プ
ン
ツ
エ
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ル
は
次
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱
え
る
。　

　
「
あ
た
し
は
、
王
子
さ
ま
を
好
き
な
の
で
す
。
い
の
ち
を
十
で
も
差
し

上
げ
た
い
」
と
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
は
言
う
。「
い
の
ち
を
十
で
も
差
し
上
げ

た
い
」
と
は
一
命
を
捧
げ
る
以
上
に
不
可
能
で
あ
る
。
絶
望
的
な
欲
望
と

と
も
に
口
に
さ
れ
る
「
好
き
」
は
そ
れ
ゆ
え
に
狂
気
に
等
し
い
。
が
、
そ

れ
ほ
ど
「
好
き
」
な
相
手
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
の
「
卑
し
い
生
れ
」
を
思

い
出
さ
せ
る
の
も
王
子
で
あ
り
、
つ
ら
く
と
も
離
れ
ら
れ
な
い
王
子
と
の

毎
日
は
「
地
獄
」
だ
っ
た
と
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
は
言
う
。
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
の

「
好
き
」
が
宿
命
的
に
死
に
結
び
つ
き
地
獄
の
葛
藤
を
も
た
ら
す
以
上
、

生
き
延
び
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
根
本
的
な
解
決
に
は
な
り
得
な
い
。
ラ
プ

ン
ツ
エ
ル
か
ら
の
積
極
的
な
依
頼
が
な
い
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
延
命
の
魔
法
は
か
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
宿
命
に
違
う
「
輝
く
ば

か
り
に
美
し
い
」
顔
と
そ
れ
ま
で
に
は
無
か
っ
た
品
性
と
を
備
え
て
ラ
プ

ン
ツ
エ
ル
は
再
生
す
る
。
そ
し
て
こ
の
不
思
議
に
際
会
し
た
魔
法
使
い
は

「
わ
し
の
魔
法
の
力
よ
り
、
も
つ
と
強
い
力
の
も
の
が
、
じ
や
ま
を
し
た

の
に
違
ひ
な
い
。
わ
し
は
負
け
た
。
も
う
、
魔
法
も
、
い
や
に
な
り
ま
し

た
。
森
へ
帰
つ
て
、
あ
た
り
ま
へ
の
、
つ
ま
ら
な
い
婆
と
し
て
余
生
を
送

ら
う
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
森
へ
帰
り
、
メ
ル
ヘ
ン
枠
の
物
語
は
老
婆

が
言
葉
通
り
の
余
生
を
送
っ
た
こ
と
が
告
知
さ
れ
て
一
旦
締
め
く
く
ら
れ

る
。

　

宿
命
に
違
う
再
生
、
魔
法
使
い
が
魔
法
を
い
や
に
な
り
「
あ
た
り
ま
へ

の
、
つ
ま
ら
な
い
婆
」
に
な
る
結
末
、
王
子
と
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
の
行
く
末

等
々
の
謎
は
「
王
子
の
愛
の
力
が
、
老
婆
の
魔
法
の
力
に
打
ち
勝
つ
た
」

と
い
う
一
言
に
回
収
さ
れ
、
幻
想
と
不
条
理
と
謎
に
満
ち
た
メ
ル
ヘ
ン
は

長
兄
の
結
婚
観
の
披
瀝
を
経
た
後
、
次
に
挙
げ
る
「
よ
き
戒
し
め
」
に
収

斂
さ
れ
る
。

　

　

パ
ウ
ロ
の
書
翰
集
。
テ
モ
テ
前
書
の
第
二
章
。
こ
の
ラ
プ
ン
ツ
エ

ル
物
語
の
結
び
の
言
葉
と
し
て
、
お
あ
つ
ら
ひ
む
き
で
あ
る
と
長
兄

は
、
ひ
そ
か
に
首
肯
き
、
大
い
に
も
つ
た
い
振
つ
て
書
き
写
し
た
。

　

―
―
こ
の
故
に
、
わ
れ
は
望
む
。
男
は
怒
ら
ず
争
は
ず
、
い
づ
れ

の
処
に
て
も
潔
き
手
を
あ
げ
て
祈
ら
ん
事
を
。
ま
た
女
は
、
羞
恥
を

知
り
、
慎
み
て
宜
し
き
に
合
ふ
衣
も
て
己
を
飾
り
、
編
み
た
る
頭
髪

と
金
と
真
珠
と
価
た
か
き
衣
も
て
は
飾
ら
ず
、
善
き
業
を
も
て
飾
と

せ
ん
事
を
。
こ
れ
神
を
敬
は
ん
と
公
言
す
る
女
に
適
へ
る
事
な
り
。

女
は
凡
て
の
こ
と
従
順
に
し
て
静
か
に
道
を
学
ぶ
べ
し
。
わ
れ
、
女

の
、
教
ふ
る
事
と
、
男
の
上
に
権
を
執
る
事
を
許
さ
ず
、
た
だ
静
か

に
す
べ
し
。
そ
れ
ア
ダ
ム
は
前
に
造
ら
れ
、
エ
バ
は
後
に
造
ら
れ
た

り
。
ア
ダ
ム
は
惑
は
さ
れ
ず
、
女
は
惑
は
さ
れ
て
罪
に
陥
り
た
る
な

り
。
さ
れ
ど
女
も
し
慎
み
て
信
仰
と
愛
と
潔
き
と
に
居
ら
ば
、
子
を
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生
む
事
に
よ
り
て
救
は
る
べ
し
。
―
―

　

ま
づ
こ
れ
で
よ
し
、
と
長
兄
は
、
思
わ
ず
莞
爾
と
笑
つ
た
。
弟
妹

た
ち
へ
の
、
よ
き
戒
し
め
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。 

（「
そ
の
六
」）

　

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
連
作
の
結
び
、
ま
た
は
「
弟
妹
た
ち
へ

の
、
よ
き
戒
し
め
」
で
あ
る
「
パ
ウ
ロ
の
書
翰
集
」
の
引
用
文
は
、
男
に

比
べ
て
女
へ
の
「
戒
し
め
」
の
比
重
が
高
い
。
末
尾
の
一
節
「
女
も
し
慎

み
て
信
仰
と
愛
と
潔
き
と
に
居
ら
ば
、
子
を
生
む
事
に
よ
り
て
救
は
る
べ

し
」
は
、
女
に
と
っ
て
は
母
に
な
る
こ
と
を
救
済
の
必
須
条
件
と
な
す
最

重
要
事
項
で
あ
る
。「
死
な
せ
て
下
さ
い
」
と
懇
願
す
る
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル

に
魔
法
使
い
が
「
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
、
お
前
は
、
も
う
赤
ち
や
ん
を
産
ん
だ

の
だ
よ
。
お
母
ち
や
ん
に
な
つ
た
の
だ
よ
」
と
、
母
に
な
つ
た
こ
と
を
理

由
に
そ
の
願
い
を
斥
け
て
再
生
の
魔
法
を
か
け
る
物
語
内
容
に
即
応
す
る

こ
の
戒
め
は
、
ラ
プ
ン
ツ
エ
ル
再
生
の
註
釈
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

幻
想
と
不
条
理
に
満
ち
た
メ
ル
ヘ
ン
が
右
の
「
戒
め
」
に
収
斂
す
る
構
造

か
ら
も
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
連
作
に
は
母
な
る
も
の
の
特
化
、

称
揚
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
母
な
る
も
の
の
特
化
、
称
揚
は
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
し
て
の
連
作
に
も
見
ら
れ
、
連
作
の
全
体
性
と
も
な
っ
て
い

る
。

五
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
連
作

　

朗
読
発
表
会
に
お
い
て
、
祖
父
は
読
み
上
げ
ら
れ
た
連
作
の
内
容
に
対

し
て
「
王
さ
ま
と
、
王
妃
さ
ま
の
事
に
は
、
誰
も
ち
つ
と
も
触
れ
な
か
つ

た
」
と
指
摘
し
て
自
説
を
展
開
す
る
。
祖
父
の
こ
の
振
る
舞
い
は
、「
愛

と
美
に
つ
い
て
」
で
結
末
の
つ
い
た
物
語
を
承
け
て
「
君
た
ち
は
、
一

つ
、
重
要
な
点
を
、
語
り
落
し
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
自
説
を
展
開
す
る
長

兄
と
同
じ
で
あ
る
。「
そ
の
一
」
で
こ
れ
か
ら
提
示
さ
れ
る
兄
妹
の
連
作

に
つ
い
て
「
こ
の
た
び
の
、
や
や
長
い
物
語
に
も
、
や
は
り
、
祖
父
、
祖

母
、
母
の
お
手
伝
ひ
が
在
る
や
う
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
る
通
り
、
祖
父

は
、
家
族
全
員
が
一
堂
に
会
し
て
作
り
上
げ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て

の
連
作
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。

　

祖
父
の
批
評
は
、
割
合
ひ
正
確
な
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
や
う
だ
が
、

口
調
が
甚
だ
、
だ
ら
し
な
か
つ
た
の
で
、
誰
に
も
支
持
さ
れ
ず
黙
殺

さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
祖
父
は
急
に
し
よ
げ
た
。
そ
の
様
子
を
見
か
ね

て
母
は
、
祖
父
に
、
れ
い
の
勲
章
を
、
そ
つ
と
手
渡
し
た
。
去
年
の

大
晦
日
に
、
母
は
祖
父
の
秘
密
の
わ
づ
か
な
借
銭
を
、
こ
つ
そ
り
支

払
つ
て
あ
げ
た
功
労
に
依
つ
て
、
そ
の
銀
貨
の
勲
章
を
授
与
さ
れ
て
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ゐ
た
の
で
あ
る
。

「
一
ば
ん
出
来
の
よ
か
つ
た
人
に
、
お
ぢ
い
さ
ん
が
勲
章
を
授
与
な

さ
る
さ
う
で
す
よ
。」
と
母
は
、
子
供
た
ち
に
笑
ひ
な
が
ら
教
へ
た
。

母
は
、
祖
父
に
そ
ん
な
事
で
元
気
を
恢
復
さ
せ
て
あ
げ
た
か
つ
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
祖
父
は
、
へ
ん
に
真
面
目
な
顔
に
な
つ
て
し
ま

つ
て
、

「
い
や
、
こ
れ
は
、
や
つ
ぱ
り
、
み
よ
（
母
の
名
）
に
あ
げ
よ
う
。

永
久
に
、
あ
げ
ま
せ
う
。
孫
た
ち
を
、
よ
ろ
し
く
た
の
み
ま
す
よ
。」

と
言
つ
た
。

　

子
供
た
ち
は
、
何
だ
か
感
動
し
た
。
実
に
立
派
な
勲
章
の
や
う
に

思
わ
れ
た
。 
（「
そ
の
六
」）

　
「
一
ば
ん
出
来
の
よ
か
つ
た
」
作
者
に
授
与
さ
れ
る
は
ず
の
〈
勲
章
〉

が
母
・
み
よ
に
「
永
久
に
」
授
与
さ
れ
た
こ
と
に
子
供
た
ち
は
「
何
だ
か

感
動
」
し
、
皆
に
閉
口
さ
れ
て
い
た
〈
勲
章
〉
は
初
め
て
価
値
あ
る
も
の

と
さ
れ
る
。
祖
父
の
「
変
に
真
面
目
な
顔
」
に
よ
る
「
孫
た
ち
を
、
よ
ろ

し
く
た
の
み
ま
す
よ
」
は
、
家
の
未
来
を
託
す
遺
言
と
し
て
厳
粛
さ
を
帯

び
、
子
供
た
ち
の
「
感
動
」
は
一
体
感
と
な
り
、
授
与
の
場
は
祝
祭
空
間

と
な
る
。
祖
父
の
判
断
を
正
当
化
す
る
子
ど
も
た
ち
の
「
感
動
」
は
、
祖

父
の
母
・
み
よ
に
対
す
る
信
頼
、
あ
る
い
は
子
供
た
ち
の
祖
父
、
母
に
対

す
る
敬
愛
の
現
れ
と
い
え
、
先
行
論
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
温
か
い

家
庭
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ま
で
〈
勲
章
〉
は
過
去
の
功
労
に
対
す
る
褒
美
と
し
て
授
与
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
交
換
ル
ー
ル
に
逆
行
し
て
授
与
が
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
未
来
の
功
労
を
先
取
る
永
久
授
与
で
あ
り
、
功
労
を
約

束
さ
せ
る
負
債
で
あ
る
。
も
と
も
と
祖
父
の
権
威
の
表
象
で
も
あ
る
〈
勲

章
〉
が
そ
の
価
値
を
増
し
た
こ
と
は
負
債
性
の
強
度
と
な
ろ
う
。
負
債
は

称
揚
さ
れ
る
母
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
掟
化
、
義
務
化
し
か
ね
な
い
。

祝
祭
空
間
の
中
、
み
よ
の
心
中
は
空
白
で
あ
る
。「
そ
の
二
」
以
下
を

「
私
」
の
叙
述
と
す
る
「
そ
の
一
」
の
註
釈
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
は

必
然
的
に
「
私
」
の
知
り
得
な
い
入
江
家
が
仮
構
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
「
そ
の
一
」
で
、
入
江
家
を
モ
デ
ル
に
物
語
を
創
る
動
機
と

し
て
、
同
じ
く
入
江
家
を
モ
デ
ル
に
し
た
先
行
テ
ク
ス
ト
で
「
祖
父
な
ら

び
に
祖
母
の
事
は
、
作
品
構
成
の
都
合
上
、
無
礼
千
万
に
も
割
愛
」
す
る

と
い
う
「
不
当
な
る
処
置
」
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
今
度
は
「
お
二
人

に
就
い
て
も
語
っ
て
お
き
た
い
」
と
解
説
さ
れ
た
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
に

は
「
作
品
構
成
の
都
合
上
」
書
き
得
な
か
っ
た
何
か
を
も
仮
構
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
空
白
の
仮
構
と
「
そ
の
一
」
で
こ
の
家
族
を
現
在
の
〈
暗
〉
に

接
続
す
る
解
説
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
祝
祭
空
間
は
た
だ
明
る
い
だ
け
の
場

面
と
し
て
は
現
出
さ
れ
な
い
。
ま
し
て
右
の
引
用
末
尾
に
見
ら
れ
る
の
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は
、
み
よ
の
母
と
い
う
属
性
を
際
立
た
せ
る
「（
母
の
名
）」
と
い
う
註
や

「
孫
た
ち
」、「
子
供
た
ち
」
と
い
う
語
が
、「
感
動
」
や
「
立
派
な
勲
章
」

と
い
う
語
に
連
な
り
、
母
・
み
よ
を
母
と
い
う
枠
に
組
み
入
れ
つ
つ
称
揚

の
対
象
と
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
連
作

に
見
ら
れ
る
母
な
る
も
の
の
称
揚
と
同
様
、
す
で
に
み
よ
は
称
揚
さ
れ
る

母
と
い
う
枠
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も
、
み
よ
の
母
と
し
て
の

自
然
な
愛
情
が
掟
化
、
義
務
化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
違
う
仕
方
の
未
来
が
み

よ
か
ら
奪
わ
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。
末
尾
の
一
節
に
見
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク

は
そ
の
可
能
性
の
示
唆
で
あ
る
。

　

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
連
作
の
帰
着
点
で
あ
る
〈
勲
章
〉
授
与
の

「
感
動
」
は
、「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
連
作
が
す
ん
だ
「
さ
さ
や

か
な
興
奮
」
に
重
な
り
、
そ
の
後
に
来
る
暴
力
的
な
「
退
屈
」
を
示
唆
す

る
こ
と
は
述
べ
た
。
そ
れ
と
併
せ
て
永
久
授
与
の
負
債
性
が
も
た
ら
す
自

然
な
愛
情
の
掟
化
、
義
務
化
の
可
能
性
は
テ
ク
ス
ト
の
陰
影
と
な
ろ
う
。

　

母
な
る
も
の
の
称
揚
そ
れ
自
体
は
自
然
な
感
情
に
基
づ
い
て
い
る
。
し

か
し
本
テ
ク
ス
ト
発
表
の
前
年
、「
人
的
資
源
確
保
」
を
目
指
し
て
厚
生

省
が
出
し
た
「
結
婚
一
〇
訓
」
に
は
「
産
め
よ
殖
や
せ
よ
国
の
た
め
」
と

の
項
が
あ
る（
７
）。

母
と
な
る
こ
と
を
、
報
国
の
証
し
と
し
つ
つ
義
務
化
す
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
現
れ
る
の
は
、
母
や
国
へ
の
自
然
な
愛
着
を
利
用
し
つ
つ

義
務
化
し
、
押
し
つ
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム（
８
）の

基
本
構
造
で
あ
り
、
母
・

み
よ
に
向
け
ら
れ
た
母
な
る
も
の
の
称
揚
と
義
務
化
の
可
能
性
に
通
底
す

る
。
そ
し
て
、
同
時
期
の
太
宰
文
学
に
お
い
て
自
然
な
愛
情
の
掟
化
義
務

化
が
孕
む
危
う
さ
は
、「
ど
の
恋
愛
で
も
傷
け
ら
れ
る
と
、
恋
愛
の
神
が

侮
辱
せ
ら
れ
て
、
そ
の
報
い
に
犠
牲
を
求
め
る
」
と
い
う
掟
に
つ
き
動
か

さ
れ
て
夫
の
浮
気
相
手
と
決
闘
し
、
相
手
も
自
ら
も
死
に
至
ら
し
め
な
が

ら
「
名
誉
あ
る
人
妻
」
を
主
張
し
た
女
房
の
原
理
主
義
を
前
に
し
て
、

「
た
だ
、
見
て
ゐ
る
よ
り
他
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
「
き
ま
り
悪
げ
に
微
笑

む
」
し
か
な
い
無
力
さ
が
吐
露
さ
れ
る
「
女
の
決
闘
」（「
月
刊
文
章
」
昭

15
・
１
～
６
）
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
恋
愛
そ
れ
自
体
は
自
然
な
感
情
で

あ
る
が
、
女
房
の
恋
愛
は
恋
愛
の
神
信
仰
の
掟
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
女

房
の
恋
愛
に
お
け
る
善
は
掟
の
遵
守
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
他
者
や
自
ら

の
命
を
奪
う
こ
と
に
た
め
ら
い
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
母
・
み
よ
の
愛
情
の
掟
化
、
義
務
化
は
可
能
性
と
し
て
し
か

現
れ
な
い
。「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
結
末
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
祖
父
を
思

い
や
る
母
と
そ
の
母
を
称
揚
す
る
祖
父
に
敬
愛
の
念
を
向
け
る
子
供
た
ち

に
よ
る
、
温
か
で
祝
祭
的
雰
囲
気
に
満
ち
た
家
族
の
図
像
で
あ
る
。
し
か

し
、「
そ
の
一
」
で
こ
の
家
族
は
〈
現
在
〉
の
「
暗
」
へ
と
接
続
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
そ
の
一
」
で
連
結
が
仮
構
さ
れ
る
「
愛
と

美
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
暴
力
性
や
ロ
マ
ン
の
不
在
の
深
刻

さ
や
、
み
よ
の
母
と
し
て
の
自
然
な
愛
情
の
掟
化
、
義
務
化
と
い
う
可
能
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性
は
〈
現
在
の
入
江
家
〉
の
〈
暗
〉
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
。

お
わ
り
に

　
「
そ
の
一
」
で
仮
構
さ
れ
る
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
と
の
連
結
が
、「
そ

の
一
」
で
提
示
さ
れ
る
〈
現
在
の
入
江
家
〉
の
〈
暗
〉
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を

与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
テ
ク
ス
ト
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
的
に
読
解
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
先
程
指
摘
し
た
「
ろ
ま
ん
燈

籠
」「
そ
の
一
」
発
表
の
半
年
前
に
完
結
し
た
「
女
の
決
闘
」
に
読
み
と

ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
基
本
は
同
じ
で
あ
る
。
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
、
オ
イ

レ
ン
ベ
ル
グ
作
、
森
鷗
外
訳
「
女
の
決
闘
」
を
断
片
的
に
全
文
引
用
し
て

新
た
な
物
語
が
展
開
す
る
「
女
の
決
闘
」
の
形
式
で
あ
り
、
太
宰
文
学
の

前
衛
性
を
表
す
。

　

一
見
温
か
な
家
庭
を
現
出
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
し
か
し
〈
現
在
〉
の
暗

さ
と
切
り
結
び
つ
つ
、
自
然
で
素
朴
な
愛
情
や
愛
着
が
称
揚
さ
れ
つ
つ
掟

化
、
義
務
化
さ
れ
る
暴
力
性
と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
核
心
を
衝
く

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
芸
術
性
を
備
え
た
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
戦
時
下
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
お
そ
ら
く
あ
る
の
だ
ろ
う
。

註（
１
） 

本
テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
つ
い
て
大
本
泉
「
太
宰
治
『
ろ
ま
ん
燈
籠
』」（「
太
宰
治

研
究
」
９
、
平
13
・
６
）
は
「
物
語
は
、
語
り
手
が
兄
妹
五
人
を
書
き
写
し
て
い

く
と
い
う
方
法
を
と
り
入
れ
な
が
ら
も
、
語
り
手
自
身
の
文
学
、
ひ
い
て
は
人
生

に
対
す
る
興
味
や
理
想
や
懊
悩
等
と
い
っ
た
も
の
が
、
そ
の
連
作
に
投
影
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
が

語
り
手
の
代
弁
者
で
も
あ
る
」
と
述
べ
、
語
り
手
を
実
体
的
に
捉
え
、
語
り
手
の

内
面
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
水
川
布
美
子
「
太
宰
治
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
一

考
察
」（「
神
女
大
国
文
」
12
、
平
13
・
３
）
は
物
語
の
空
間
性
に
着
目
し
た
次
の

よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。「「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
の
語
り
の
構
造
は
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
物
語
世
界
外
に
位
置
す
る
第
一
の
語
り
手
（
＝
作
者
）

が
、
第
二
次
の
語
り
手
と
な
る
〈
私
〉
と
し
て
語
る
物
語
世
界
が
あ
り
、
そ
の
中

に
四
年
前
の
入
江
家
を
語
る
、
第
三
次
の
語
り
手
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
に
、
第

四
次
の
語
り
手
（
＝
五
人
の
兄
妹
）
が
登
場
し
、
物
語
（
メ
タ
物
語
）
を
連
作
す

る
」。
両
説
は
、「
私
」
の
叙
述
枠
に
連
作
を
作
中
作
と
す
る
入
江
家
物
語
が
展
開

す
る
構
造
に
お
い
て
、
書
く
／
語
る
「
私
」
を
物
語
の
起
源
と
捉
え
そ
の
記
述
行

為
に
着
目
す
る
か
、
物
語
の
層
に
着
目
す
る
か
に
よ
る
差
異
と
考
え
る
。
確
か
に

「
私
」
は
物
語
の
作
者
、
語
り
手
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
設
定
で

あ
り
、
実
体
と
し
て
の
作
者
で
は
な
い
。「
私
」
を
物
語
の
作
者
、
語
り
手
と
す

る
設
定
が
も
た
ら
す
作
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
本
論
で
あ
る
。

（
２
） （
１
）
参
照

（
３
） 

山
内
祥
史
『
太
宰
治
の
年
譜
』（
平
24
・
12
、
大
修
館
書
店
）
に
よ
る
と
「
愛
と

美
に
つ
い
て
」
脱
稿
時
期
は
昭
和
一
四
年
三
月
上
旬
か
ら
中
旬
ま
で
で
、「
ろ
ま

ん
燈
籠
」
脱
稿
時
期
は
昭
和
一
五
年
一
一
月
五
日
頃
か
ら
昭
和
一
六
年
五
月
上
旬

頃
ま
で
。
つ
ま
り
「
四
年
前
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

（
４
） 

井
原
あ
や
「「
ろ
ま
ん
」
の
灯
が
照
ら
す
先
」（「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
５
、

平
26
・
６
）



國學院雜誌  第 117 巻第 7 号（2016年） — 36 —

（
５
） 
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
・
浅
井
健
二
郎
訳
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お

け
る
芸
術
批
評
の
概
念
』（
平
13
・
10
、
筑
摩
書
房
）
に
お
け
る
「
ロ
マ
ー
ン

（R
om

an

〔
長
篇
小
説
〕）」
に
は
次
の
よ
う
な
註
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
十
七
世

紀
に
フ
ラ
ン
ス
語rom

an

（
中
世
に
ロ
マ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
騎
士
物
語
）
が
そ

の
ま
ま
ド
イ
ツ
語
化
さ
れ
て
で
き
た
語
で
、
も
と
も
と
は
―
知
識
人
の
古
典
ラ
テ

ン
語
に
対
し
て
―
民
衆
の
通
俗
ラ
テ
ン
語
な
い
し
ロ
マ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
、
も

し
く
は
翻
訳
さ
れ
た
物
語
の
こ
と
を
い
っ
た
」。
同
じ
く
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ュ
」

（rom
antisch

〔
中ロ

マ

ー

ン

世
騎
士
物
語
的
、
ロ
マ
ン
的
、
ロ
マ
ン
主
義
的
〕）
に
は
「
十

七
世
紀
に
作
ら
れ
、
十
八
世
紀
に
至
る
ま
で
は
ま
ず
第
一
に
、『
中
世
騎
士
文
学

の
精
神
に
適
っ
た
』、『（
上
記
の
意
味
で
の
）
ロ
マ
ー
ン
的
な
』
を
意
味
し
た
。

十
八
世
紀
に
お
い
て
英
語rom

antic
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
と

ド
イ
ツ
語
双
方
で
次
第
に
、『
詩
的
な
、
夢
想
的
な
、
情
緒
に
満
ち
た
、
絵
の
よ

う
な
』
と
い
う
意
味
が
加
わ
り
、
こ
れ
が
第
一
の
意
味
に
と
っ
て
か
わ
る
」
と
い

う
註
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 「
み
み
づ
く
通
信
」
に
は
、
作
家
「
私
」
が
若
者
に
「
失
笑
」
さ
れ
た
理
由
を

「
老
い
た
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
と
す
る
使
用
が
あ
る
。「
春
の
盗
賊
」
で
は
「
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
」「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
」「
ロ
マ
ン
ス
」
が
「
私
」
と
い
う
「
変
質
者
」

に
結
び
付
け
ら
れ
、「
い
や
だ
」
と
否
定
さ
れ
る
「
こ
の
世
」「
小
市
民
生
活
」
と

対
置
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。「
デ
カ
ダ
ン
抗
議
」
に
は
「
高
邁
で
無
い
」「
理
想
」

が
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
と
結
び
付
け
ら
れ
た
う
え
で
、「
理
想
主
義
者
」
を
自

称
す
る
作
家
に
よ
っ
て
「
理
想
主
義
者
は
、
悲
し
い
哉
、
現
世
に
於
い
て
そ
の
言

動
、
や
や
不
審
、
滑
稽
の
感
さ
へ
隣
人
た
ち
に
与
へ
て
ゐ
る
場
合
が
、
多
い
や
う

で
あ
る
」
と
「
現
世
」
と
対
置
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
ロ
マ
ン
」
の
使
用
例
は
、

「
ろ
ま
ん
燈
籠
」
に
お
け
る
、
世
間
一
般
に
対
し
て
「
変
つ
て
」
い
た
〈
四
年
前

の
入
江
家
〉
に
愛
着
を
示
し
、「
大
人
」「
社
会
人
」
と
な
っ
た
〈
現
在
の
入
江
家
〉

に
「
興
味
が
な
い
」
と
す
る
叙
述
に
現
れ
る
「
ロ
マ
ン
」
と
同
じ
で
あ
る
。

（
７
） 「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
十
四
年
十
月
四
日
付

（
８
） 

内
田
樹
×
白
井
聡
「
日
本
戦
後
史
論
」（
平
27
・
２
、
徳
間
書
店
）
に
お
い
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

政
治
哲
学
の
世
界
で
は
「
愛
国
主
義
」
と
か
「
愛
国
心
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
に

は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
（patriotism

）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（nationalism

）

で
す
。
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
は
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
多
く
の

場
合
、
前
者
は
「
自
然
な
も
の
」、
後
者
は
「
操
作
さ
れ
た
も
の
」
と
受
け
止

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
前
者
は
「
下
か
ら
」、「
民
衆
の
生
活
か

ら
自
然
に
湧
き
上
が
る
郷
土
へ
の
愛
」
が
そ
の
ま
ま
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
上
か
ら
」、「
国
家
の
エ
リ
ー
ト
が
作
為
的

に
つ
く
り
出
し
、
民
衆
に
押
し
つ
け
る
こ
と
で
彼
ら
を
時
の
政
府
に
対
し
て
従

順
に
さ
せ
、
他
国
民
へ
の
傲
慢
な
優
越
感
を
植
え
付
け
る
企
み
」
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
簡
単
に
言
え
ば
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
は
善
き
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
悪
し
き
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。

「
愛
国
心
は
、
な
ら
ず
者
の
最
後
の
避
難
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
警
句

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
者
の
意
味
で
の
「
愛
国
」
を
指
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
愛
国
心
を
か
さ
に
着
た
な
ら
ず
者
が
、
政
府
に
従
順
で
な
い
人
々

を
非
国
民
・
売
国
奴
呼
ば
わ
り
し
、
し
た
い
放
題
を
す
る
と
い
う
光
景
は
、
洋

の
東
西
を
問
わ
ず
、
数
多
く
観
察
さ
れ
る
も
の
で
す
。


