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が
あ
る
よ
う
に
、
船
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
着
く
と
日
本
か
ら
講
演
の
話
が

舞
い
込
み
、
そ
の
後
香
港
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
到
着
が
こ
れ
以
上
遅

れ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、
上
海
に
寄
る
は
ず
だ
っ
た
航
路
を
変
え

て
ま
で
到
着
日
を
早
め
る
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
旅
行
者
』
に

よ
る
と
、
こ
の
特
別
の
配
慮
に
タ
ゴ
ー
ル
も
悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
が
、
一
方
で
は
「
わ
た
し
と
し
て
は
遅
れ
る
こ
と
に
特
に
異
議
は
な

か
っ
た
の
だ
が
。
船
の
旅
は
嵐
の
と
き
を
除
い
て
た
い
へ
ん
快
適
だ
か

ら
」
と
私
信
に
書
い
て
い
る

3
。

　
と
も
あ
れ
、
船
は
一
九
一
六
年
五
月
二
十
九
日
に
神
戸
に
到
着
し
た
。

こ
の
あ
と
タ
ゴ
ー
ル
は
九
月
二
日
に
シ
ア
ト
ル
行
き
の
船
に
乗
り
込
む

ま
で
、三
ヶ
月
強
を
日
本
で
過
ご
す
。
神
戸
で
の
出
迎
え
の
熱
狂
ぶ
り
は
、

タ
ゴ
ー
ル
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
人
間
サ
イ
ク
ロ
ー
ン
」
並
で
、
も
と
も
と

の
知
り
合
い
で
あ
っ
た
横
山
大
観
や
河
口
慧
海
な
ど
の
ほ
か
に
、
在
日
イ

ン
ド
人
、
一
般
の
日
本
人
、
新
聞
記
者
な
ど
に
囲
ま
れ
て
大
騒
ぎ
と
な
っ

た
様
子
が
伺
え
る
。

　
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
の
間
、
人
々
の
熱
狂
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し

て
タ
ゴ
ー
ル
の
日
々
は
過
ぎ
て
い
く
。
そ
の
一
端
を
覗
か
せ
る
も
の
と
し

て
、
六
月
一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
こ
の
日
、
タ

ゴ
ー
ル
は
午
前
中
に
神
戸
か
ら
大
阪
の
丸
山
幹
治
宅
（
当
時
大
阪
朝
日
勤

務
）
に
赴
き
、
茶
の
湯
と
会
席
料
理
を
楽
し
ん
だ
あ
と
、
い
っ
た
ん
神
戸

百
年
前
の
日
本
へ
の
旅
～
タ
ゴ
ー
ル
の
『
日
本
旅
行
者
』
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
羽
京
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１
．
日
本
で
の
三
ヶ
月

　
今
か
ら
ほ
ぼ
百
年
前
、
一
九
一
六
年
に
タ
ゴ
ー
ル
（Thakur, 

R
abindranath

）
は
日
本
を
訪
れ
、
そ
の
名
も
『
日
本
旅
行
者
（Japan 

Y
atri

）』
を
書
き
残
し
た
。
元
号
で
は
大
正
五
年
、世
界
に
目
を
転
じ
れ
ば
、

第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
の
時
期
で
あ
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
な
ぜ
日
本
に
来
た
の
か
？

　
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル
は
ベ
ン
ガ

ル
の
地
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
す
る
と
落
ち
着
か
な

く
な
り
「
ど
こ
か
へ
」
行
き
た
く
な
る
の
が
習
い
性
だ
っ
た
。
こ
の
と
き

も
「
ど
こ
か
へ
」
行
く
と
い
う
先
だ
っ
た
気
持
ち
が
あ
り
、
そ
の
行
き
先

が
日
本
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
日
本
へ
の
憧
憬
は
そ
も
そ
も
一
九
○
一
年

に
岡
倉
天
心
と
知
り
合
っ
た
こ
ろ
か
ら
温
め
て
い
た
よ
う
だ

1
。
そ
の
後

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
を
は
さ
ん
で
一
九
一
五
年
頃
に
タ
ゴ
ー
ル
は
外
遊
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
方
面
に
行
く
の
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
ア
メ
リ
カ
か

ら
講
演
旅
行
の
招
待
が
舞
い
込
み
、
タ
ゴ
ー
ル
は
た
だ
ち
に
日
本
船
を
予

約
2

、
行
き
帰
り
に
日
本
に
寄
る
手
は
ず
を
整
え
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
時
点
で
は
日
本
へ
の
旅
は
私
的
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
一
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
て
以
来
初
の
外
遊
と
な
る
こ
の
旅

は
、
し
だ
い
に
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
く
。『
日
本
旅
行
者
』
に
も
記
述
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に
戻
っ
て
着
替
え
、
夕
方
の
列
車
で
再
び
大
阪
に
向
か
い
、
夜
は
大
阪
天

王
寺
ホ
ー
ル
で‟India and Japan”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講
演
を
こ
な
し

て
い
る
。
こ
の
あ
と
一
行
が
ど
こ
に
泊
ま
る
か
に
つ
い
て
混
乱
が
あ
っ
た

ら
し
く
、
タ
ゴ
ー
ル
は
夜
半
過
ぎ
ま
で
大
阪
市
内
を
連
れ
回
さ
れ
た
上
、

真
夜
中
に
市
電
に
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
群
衆
に
取
り
囲
ま
れ
た
と
の

記
事
も
あ
る
。
翌
日
に
大
阪
朝
日
の
重
役
が
不
手
際
に
つ
い
て
謝
罪
に
訪

れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
相
当
の
混
乱
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る

4
。

　
も
ち
ろ
ん
毎
日
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
「
公
式
」
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
六
月
五
日
に
上
京
し
て
か
ら
も
当
分
続
く
。
例
え
ば
六
月
十
日
は

時
の
首
相
、
大
隈
重
信
を
訪
ね
、
そ
の
足
で
早
稲
田
大
学
を
見
学
、
午
後

は
岡
倉
天
心
の
設
立
し
た
日
本
美
術
院
を
訪
れ
て‟Ideal of A

rt”

と
題
す

る
講
演
を
行
い
、
そ
の
ま
ま
美
術
院
の
面
々
と
会
食
に
赴
い
て
い
る
し
、

翌
六
月
十
一
日
は
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て‟The M

essage of India to 
Japan”

と
題
す
る
講
演
、
十
二
日
は
能
の
鑑
賞
、
十
三
日
に
は
上
野
の
寛

永
寺
で
二
百
人
ほ
ど
を
集
め
た
歓
迎
会
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
実
際
、
日
本
に
お
い
て
異
国
の
詩
人
が
こ
こ
ま
で
歓
待
さ
れ
る
な
ど
、

ほ
か
に
事
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
ら
も

さ
す
が
に
六
月
後
半
に
は
一
段
落
着
き
、
以
後
は
比
較
的
平
穏
な
日
々
が

続
く
。
一
般
的
に
は
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
、
そ
れ
も
日
本
を
批
判
し
た

一
節
が
不
評
を
か
こ
ち
、
旅
の
後
半
で
は
人
々
の
熱
狂
も
冷
め
て
寂
し
い

日
々
を
過
ご
し
た
よ
う
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で

は
な
い
。

　
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
が
不
評
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
新

聞
、
雑
誌
に
載
っ
た
評
で
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
ス
ピ
ー
チ
を
も
っ
て
タ
ゴ
ー
ル
の
人
気
が
突

如
衰
え
た
と
単
純
に
捉
え
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
七
月
二
日

に
も
慶
應
大
学
で‟The Spirit of Japan”

と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る

が
、
東
大
講
演
の
の
ち
、
批
判
的
な
評
が
出
揃
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て

も
人
々
は
講
演
に
つ
め
か
け
、
チ
ケ
ッ
ト
が
手
に
入
ら
な
い
た
め
に
入
場

で
き
な
い
も
の
が
相
次
い
だ
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
来
場
者
は
、
実
際
に

講
演
に
行
っ
た
秋
田
雨
雀
に
よ
れ
ば
、
東
大
講
演
が
千
五
百
～
六
百
人
ほ

ど
、
慶
大
講
演
が
千
人
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
タ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
最
も
敵
意
を
あ
ら
わ
に
し
た
記
事
の
ひ

と
つ
が
岩
野
泡
鳴
の
「
タ
ゴ
ル
氏
に
直
言
す
」［
岩
野 

一
九
一
六
］
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
も
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
反
論
と
い
う
よ
り
、
人
物
批
判
、

あ
る
い
は
タ
ゴ
ー
ル
を
取
り
巻
く
状
況
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、こ
う
し
た
「
タ
ゴ
ー
ル
批
判
」
は
前
年
の
「
タ
ゴ
ー
ル
・
ブ
ー

ム
」
の
と
き
に
す
で
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
ス
ピ
ー
チ
を
問
題
に

し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
人
気
の
あ
り
よ
う
を

問
題
に
し
て
い
る
も
の
も
多
い

5
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い

が
、
一
般
の
人
々
、
特
に
学
生
や
女
性
の
熱
狂
と
、
そ
う
し
た
現
象
を
喜

ば
な
い
知
識
人
と
い
う
構
図
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
三
ヶ
月
以
上
に
も
渡
る
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
滞
在
に
は
、
新

聞
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
「
公
的
」
な
面
と
、そ
れ
と
は
異
な
る
「
私

的
」
お
よ
び
私
的
関
心
を
伴
う
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
日
本
旅
行
者
』
は
む
し
ろ
そ

う
し
た
私
的
関
心
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
6

。
六
月
五
日
に
東
京
に
着
い
た
タ
ゴ
ー
ル
は
い
っ
た
ん
上
野
の
横
山
大
観

邸
に
落
ち
着
い
た
が
、
そ
こ
が
手
狭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
横
浜
の
原
富
太

郎
宅
（
現
在
の
三
渓
園
）
に
移
る
。
原
氏
は
も
と
も
と
岡
倉
天
心
の
友
人

で
、
大
観
や
観
山
ら
天
心
門
下
の
画
家
の
後
援
を
託
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
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て
お
り
、
当
時
ま
だ
新
進
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
画
家
の
作
品
を
多
数
購
入

し
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
今
日
で
は
名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
作

品
を
原
氏
宅
で
鑑
賞
し
て
い
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
六
月
十
八
日
か
ら
日
本
を
旅
立
つ
ま
で
基
本
的
に
原
氏

宅
に
滞
在
し
、
原
稿
執
筆
な
ど
を
し
て
日
々
を
過
ご
す
。
そ
れ
で
も
訪
問

者
は
あ
と
を
絶
た
ず
、
数
々
の
質
問
を
携
え
た
学
生
た
ち
（
朝
鮮
半
島
出

身
の
学
生
を
含
む
）
の
ほ
か
に
、
秋
田
雨
雀
、
佐
佐
木
信
綱
、
渋
沢
栄
一

7

な
ど
も
原
氏
宅
に
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
ね
て
い
る
。
ま
た
、
原
氏
宅
を
離
れ
て

日
本
女
子
大
の
軽
井
沢
に
あ
る
三
泉
寮
を
訪
れ
た
り

8
、
そ
の
足
で
五
浦

の
故
岡
倉
天
心
邸
を
訪
れ
た
り
も
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
タ
ゴ
ー
ル
は
三
ヶ
月
を
日
本
で
過
ご
し
、
九
月
二
日
に
シ
ア

ト
ル
行
き
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
。
こ
の
間
、
タ
ゴ
ー
ル
が
何
を
見
、
何
を

思
っ
た
か
の
一
端
が
、『
日
本
旅
行
者
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

次
章
以
下
、
こ
の
紀
行
文
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
．『
日
本
旅
行
者
』
の
背
景

　
こ
の
紀
行
文
の
内
容
に
入
る
前
に
、
ま
ず
背
景
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て

整
理
し
て
お
き
た
い
。『
日
本
旅
行
者
』
は
も
と
も
と
雑
誌
の
連
載
と
し

て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
五
月
一
日
に
コ
ル
カ
タ
の
キ
デ
ィ
ル
プ
ル
埠

頭
で
船
に
乗
り
込
ん
だ
時
点
で
始
ま
っ
て
い
る
。
原
稿
は
途
中
立
ち
寄
っ

た
港
な
ど
か
ら
折
々
に
送
ら
れ
、
順
次
連
載
さ
れ
た
。
実
は
こ
の
紀
行
文

は
「
日
本
」
旅
行
者
と
題
し
な
が
ら
、
そ
の
三
分
の
二
ま
で
が
日
本
到

着
以
前
の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
事
情
か

ら
あ
る
程
度
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
旅
の
ほ
ぼ
一
ヶ
月
の
間
、
比

較
的
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
到
着
以
降
は
目
ま
ぐ
る
し

い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
た
め
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
や
や
い
び
つ
な

構
成
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
連
載
が
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は

一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
当
初
こ
れ
ら
の
文
章
が
連
載
さ
れ
た
の
は
「
緑
の
葉
（Sabuj Patra

）」

と
い
う
雑
誌
で
あ
っ
た
。「
緑
の
葉
」
は
タ
ゴ
ー
ル
の
お
気
に
入
り
の
姪
、

イ
ン
デ
ィ
ラ
の
夫
で
あ
る
プ
ロ
モ
ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ

9
の
手
に
よ
る
も
の

で
、
事
実
上
、
こ
の
雑
誌
は
口
語
化
運
動
の
牙
城
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
ベ
ン
ガ
ル
語
の
書
き
言
葉
に
お
い
て
は
、
近
代
化
以
降
、

Sadhu bhasha

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
文
語
体
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

時
期
文
章
に
お
け
る
口
語
化
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
モ

ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ
は
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
実
際
に
は

文
章
の
口
語
化
は
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
く
は
広
ま
ら
ず
、
タ
ゴ
ー
ル
が
そ
れ

に
賛
同
し
て
い
ち
早
く
散
文
で
は
全
面
的
に
口
語
を
採
用
し
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
す
べ
て
が
口
語
化
さ
れ
る
の
は
一
九
五
○
年
代
前
後
と
言
っ
て

よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
九
一
六
年
出
版
の
長
編
小
説
『
家

と
世
界
』
で
完
全
口
語
化
を
成
し
遂
げ
て
以
来
、
タ
ゴ
ー
ル
は
い
っ
さ
い

の
散
文
を
口
語
文
で
書
く
よ
う
に
な
り
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
も
例
外

で
は
な
い
。

　
実
は
タ
ゴ
ー
ル
に
は
も
と
も
と
口
語
体
へ
の
指
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
は

こ
の
種
の
文
章
に
お
い
て
い
っ
そ
う
顕
著
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
紀
行

文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
も
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル

の
紀
行
文
を
概
観
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
数
え
方
に
も
よ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
紀
行
文
は
最
大
で
十
作
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
（E

urope-prabasir Patra, 
1881

）』
を
皮
切
り
に
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の
日
記
そ
の
一
（E

urope 



46

Y
atrir D

iary 1, 1891

）』、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の
日
記
そ
の
二
（E

urope 

Y
atrir D

iary 2, 1893

）』『
日
本
旅
行
者（Japan Y

atri, 1919

）』、『
旅
行
者（Y

atri, 
1929

）』、『
ロ
シ
ア
か
ら
の
手
紙
（R

ussiar C
ithi, 1931

）』、『
日
本
で
、
ペ

ル
シ
ャ
で （Japane Parasye, 1936

）』（
こ
の
う
ち
「
日
本
で
」
の
部
分
は
『
日

本
旅
行
者
』
の
再
録
）、『
西
洋
へ
の
旅
（Pashcatyabhram

an, 1936

）』、『
道

と
道
の
果
て
に 
（Pathe o Pather Prante, 1938

）』、
そ
し
て
『
道
で
書
き
貯

め
た
も
の 

（Pather Sancay, 1939

）』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、『
西

洋
へ
の
旅
』
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
』
と
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の

日
記
』
の
再
録
で
あ
る
（
の
で
実
質
は
九
作
と
も
言
え
る
）。

　
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
種
の
作
品
に
「
旅
行
者

（yatri

）」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、「
旅
行
」
も
し
く
は
「
紀
行
」（yatra

も
し
く
はbhram

an

）と
い
う
単
語
を
あ
ま
り
当
て
は
め
て
い
な
い
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
い
っ
た
ん
置
い
て
お
く
。

　
も
う
ひ
と
つ
目
立
つ
の
が
「
手
紙
（cithi
も
し
く
はpatra

）」
と
い
う

単
語
で
あ
る
。
実
際
『
日
本
旅
行
者
』
も
、
雑
誌
掲
載
時
に
は
、「
日
本

旅
行
者
の
手
紙
（Japan Yatrir Patra

）」
あ
る
い
は
「
日
本
か
ら
の
手
紙

（Japaner Patra

）」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
た
。
実
は
タ
ゴ
ー
ル
に

お
い
て
は
こ
の
「
手
紙
文
」
す
な
わ
ち
「
書
簡
集
」
と
「
紀
行
文
」
の
区

別
は
曖
昧
で
、
上
に
挙
げ
た
「
紀
行
文
」
の
う
ち
、『
旅
行
者
』
の
中
に

含
ま
れ
る
「
ジ
ャ
ワ
旅
行
者
の
手
紙
」
お
よ
び
『
ロ
シ
ア
か
ら
の
手
紙
』、

『
道
と
道
の
果
て
に
』、『
道
で
書
き
貯
め
た
も
の
』
は
も
と
も
と
海
外
か

ら
個
人
に
宛
て
た
手
紙
を
集
め
た
も
の
な
の
で
書
簡
集
と
も
解
釈
で
き

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
書
簡
集
も
タ
ゴ
ー
ル
独
特
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る

こ
と
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
手
紙
魔
と
言
っ

て
も
よ
い
ほ
ど
の
膨
大
な
数
の
手
紙
を
し
た
た
め
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
書
き
物
に
手
を
染
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
日
記
だ
け
は
書

き
残
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
日
記
が
わ
り
と
い
う
側
面
も
持

つ
。
一
方
こ
れ
ら
の
手
紙
の
一
部
は
タ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
出
版
も
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
は
も
は
や
私
信
で
は
な
く
、
文
学
作
品
の

一
種
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る

10
。
そ
う
し
た
例
が
、
大
部
分
姪
の
イ
ン

デ
ィ
ラ
に
宛
て
た
私
信
を
ま
と
め
た
『
切
れ
切
れ
の
手
紙
（C

hinnapatra, 
1912

）』
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ひ
と
と
き
盛
ん
に
手
紙
を
交
わ
し
た
ラ
ヌ
・

ム
カ
ジ
ー
と
の
や
り
と
り
の
一
部
を
ま
と
め
た
『
バ
ヌ
シ
ン
ホ
の
手
紙

（B
hanushim

her Patrabali, 1929

）』
で
あ
る
。

　
話
を
口
語
体
に
戻
そ
う
。
実
は
タ
ゴ
ー
ル
の
紀
行
文
は
そ
も
そ
も
の
は

じ
め
、
つ
ま
り
一
八
八
一
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
』
か
ら
口
語
体

で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
個
人
宛
の
手
紙
を
ま
と
め
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
手
紙
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
自

身
、「
も
し
わ
た
し
た
ち
が
面
と
向
か
っ
て
話
す
と
き
の
こ
と
ば
が
、
そ

れ
が
目
に
映
る
段
に
な
っ
た
と
た
ん
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら

11
」
口
語
文
で
書
い
た
の
だ
と

語
っ
て
い
る
。「
目
に
映
る
」
と
は
も
ち
ろ
ん
読
む
こ
と
を
指
し
、タ
ゴ
ー

ル
は
こ
こ
で
、
手
紙
形
式
で
書
く
際
に
は
話
す
よ
う
に
書
く
方
が
自
然
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
序
文
自
体
は

文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
当
時
こ
の
よ
う
な
口
語
文
を
発
表
す

る
こ
と
が
い
か
に
め
ず
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
か
が
伺
え
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
も
と
も
と
手
紙
類
を
す
べ
て
口
語
文
で
書
い
て
お
り
、
お

よ
そ
も
の
を
書
く
と
き
に
は
文
語
体
で
書
く
の
が
主
流
で
あ
る
時
代
に

あ
っ
て
、
斬
新
な
指
向
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
タ
ゴ
ー
ル

は
手
紙
に
お
い
て
は
「
語
り
か
け
る
よ
う
な
」
文
章
を
求
め
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
個
人
宛
の
手
紙
で
な
く
と
も
、「
手
紙
の
よ
う
な
」
書
き
物
に
は
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す
べ
て
当
て
は
ま
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
旅
行
記
」
の
う
ち
、
い
く
つ
か
は
も
と
も
と

私
信
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
ら
は
旅
先
、
特
に
海
外
か

ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
結
果
的
に
「
紀
行
文
」
と
解
釈
す
る

こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
の
作
品
世
界
で
は
、

紀
行
文
は
手
紙
に
準
じ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
書
簡
集

と
紀
行
文
の
厳
密
な
区
別
は
な
い
。『
日
本
旅
行
者
』
は
始
め
か
ら
連
載

目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
も
と
も
と
私
信
で
あ
っ
た
も
の
と
は
異
な
る

と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
同
一
の
ス
タ
イ
ル
に
属
す

る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
先
に
指
摘
し
た
タ
イ
ト
ル
の
「
旅
行
者
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
ま
た
、
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
種
の
書
き
物
へ
の
指
向
性
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
自
身
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
を
ど
う
考

え
て
い
た
の
か
、
ま
ず
、
原
稿
を
送
る
に
あ
た
り
、
編
集
者
の
プ
ロ
モ
ト
・

チ
ョ
ウ
ド
リ
に
書
き
送
っ
た
手
紙
を
見
て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
わ
た
し
の
書
き
物
は
手
紙
の
連
な
り
で
も
な
く
、
エ
ッ
セ
イ

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
わ
た
し
は
た
だ
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
を
書
き
、
そ

れ
を
見
直
す
こ
と
も
し
な
い
つ
も
り
だ
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
旅
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
辻
褄
が
合
わ

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な

い 

12
。

　
つ
ま
り
手
紙
よ
り
も
、
エ
ッ
セ
イ
よ
り
も
自
由
に
書
く
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
で
も
折
に
触
れ
て
自
分

の
書
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
に
尋
ね
る
か
も
し
れ
な
い
、「
今
日
こ
こ
ま
で

お
ま
え
が
書
い
て
き
た
も
の
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
？

　
文
学

な
の
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
的
考
察
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
か
？
」
と
。

こ
れ
を
哲
学
的
考
察
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
哲
学
的
考
察
に

お
い
て
は
、
そ
れ
を
す
る
人
間
で
は
な
く
て
、
真
理
こ
そ
が
問
題
に
な
る

が
、
文
学
で
は
そ
れ
を
な
す
人
間
こ
そ
が
中
心
に
あ
り
、
真
理
は
二
の
次

な
の
で
あ
る

13
。

　
婉
曲
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ
は
哲
学
的
考
察
と

い
う
よ
り
、
文
学
で
あ
る
と
言
い
た
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
文
学
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
肝
心
な
の
は
中
心
に
あ
る
の
が
人
間
、
つ
ま
り

作
者
で
あ
る
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
別
の
箇
所
で
は

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
書
簡
が
、
日
本
の
実
際
を
映
し
出
し
た
も
の
と
し

て
教
科
書
に
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
と
断
言
で
き
る
。

日
本
に
関
し
て
わ
た
し
が
あ
れ
こ
れ
書
い
た
こ
と
の
な
か
に
は
、
日
本
も

存
在
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
自
身
も
存
在
し
て
い
る

14
。

　　
こ
こ
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
自
分
自
身
の
存
在
を
主
張

し
て
い
る
。
つ
ま
り
旅
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
旅
を
し
て
い
る
自
分
こ

そ
が
こ
の
作
品
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ

れ
を
意
識
し
て
「
旅
行
者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
と
考
え
ら
れ

る 

15
。
お
よ
そ
旅
行
記
に
は
記
録
を
中
心
に
し
た
も
の
と
、
旅
行
を
し
て

い
る
本
人
の
印
象
な
り
思
索
な
り
を
中
心
と
し
た
両
極
の
あ
り
よ
う
が
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あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
旅
行
記
は
明
ら
か
に
後
者
に
属
す
る
。
そ
し
て
タ

ゴ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
読
ん
で
欲
し
い
と
読
者
に

あ
ら
か
じ
め
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．『
日
本
旅
行
者
』
を
ど
う
読
む
か

　
こ
の
書
に
お
い
て
ま
ず
日
本
の
読
者
が
興
味
を
持
つ
の
は
、
百
年
前
の

日
本
を
タ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う

思
っ
て
こ
の
書
を
紐
解
く
と
、
読
者
の
期
待
は
二
重
の
意
味
で
裏
切
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
が
な
か
な
か

出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
日
本
に
関
す
る
具
体
的
な
記

述
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
は
、
全
十
五
章
の
う
ち
実
に
十
一
章
ま
で
が
日

本
到
着
前
の
船
の
中
で
の
記
述
で
占
め
ら
れ
、
ペ
ー
ジ
数
に
し
て
三
分
の

二
に
近
い
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
日
本
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
た
だ
し

タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
船
（
土
佐
丸
）
に
乗
っ
て
い
た
の
で
、
日
本
人
船
長
や

乗
務
員
た
ち
、
日
本
人
の
人
間
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
は
前
半
に
も

散
見
す
る
。
タ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
れ
ば
「
船
か
ら
日
本
を
味
わ
い
始
め

て 

16
」
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
の
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
に
つ
い
て

の
考
察
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
前
半
部
分
に
は
い
っ
た
い
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と

言
う
と

─
タ
ゴ
ー
ル
自
身
は
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
好
ま
な
か
っ
た

よ
う
だ
が

─
い
わ
ば
「
哲
学
的
思
索
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
こ
こ

に
は
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
船
が
出
航
し
た
直
後
に
は
こ
の
よ

う
な
文
章
が
続
く
。

　
こ
の
心
地
よ
さ
は
、
た
だ
漂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
。

…
（
中
略
）
…
人
は
歩
い
て
い
る
と
き
に
は
、
風
景
の
全
貌
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
て
漂
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
相
反
す
る

ふ
た
つ
の
あ
り
よ
う

─
坐
っ
て
い
る
こ
と
と
進
ん
で
い
る
こ
と

─
が

完
全
に
調
和
す
る
。
つ
ま
り
、
進
ん
で
は
い
る
け
れ
ど
も
、
進
む
こ
と
に

心
を
向
け
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
心
は
目
の
前
に
あ
る
も
の

を
心
ゆ
く
ま
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
と
陸
と
空
の
す
べ
て
を
ひ
と

つ
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

17
。

　
こ
う
し
た
思
索
は
、
見
る
と
は
な
に
か
、
そ
し
て
「
見
る
者
」
と
し
て

の
わ
た
し
へ
の
考
察
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、
あ
る
い
は
空
と
海
、
光
と

闇
な
ど
へ
の
思
弁
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
船
に
乗
っ
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、

タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
思
考
の
連
な
り
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ず
、
六
章
、
七
章
と
進
む
に
つ
れ
哲
学
を
通
り
越
し
て
ま
っ
た
く
の
自
由

な
思
索
、
あ
る
い
は
と
き
に
詩
的
な
表
現
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
日
々
海

と
空
ば
か
り
を
眺
め
な
が
ら
タ
ゴ
ー
ル
は
言
う

─

　
こ
の
現
象
世
界
、
こ
の
色
白
の
娘
は

18
、
色
と
り
ど
り
の
美
し
い
衣
装

を
身
に
つ
け
て
逢
引
に
向
か
う
。
あ
の
闇
の
方
へ
、
あ
の
い
わ
く
言
い
表

し
が
た
い
方
へ
。
動
き
の
取
れ
な
い
規
則
の
な
か
に
捉
え
ら
れ
る
と
彼
女

は
死
ん
で
し
ま
う
。
彼
女
は
岸
を
抱
い
て
黙
っ
て
坐
っ
て
い
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
岸
を
離
れ
て
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
道
の
り
は
危
険
な
旅

で
あ
る
。
道
に
は
刺
が
あ
り
、
蛇
が
待
ち
か
ま
え
、
嵐
が
襲
う
。
そ
れ
ら

す
べ
て
を
乗
り
越
え
て
、
危
険
を
顧
み
ず
に
彼
女
は
行
く
。
そ
れ
は
ひ
た

す
ら
あ
の
い
わ
く
言
い
難
い
無
限
に
惹
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
未
知
な
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る
も
の
の
方
へ
、
さ
ら
な
る
も
の
の
方
へ
、
岸
を
離
れ
て
こ
の
逢
引
へ
の

旅
は
つ
づ
く

19
。

　
も
ち
ろ
ん
旅
を
し
て
い
る
と
い
う
自
分
の
お
か
れ
た
状
況
か
ら
の
連

想
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
旅
と
は
か
け

離
れ
た
彷
徨
の
表
現
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
続
け
る
。

　
し
か
し
な
ぜ
行
く
の
か
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
く
の
か
、
そ
こ
に
は
道

の
跡
な
ど
な
い
し
、
な
に
も
見
え
な
い
の
だ
。
な
に
も
見
え
な
い
。
す
べ

て
は
不
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
虚
無
と
も
違
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
ち

ら
か
ら
笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
か
ら
だ
。
わ
た
し
た
ち
の
歩
み
は
、
目

で
見
て
進
む
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
旋
律
に
惹
か
れ
て
進
む
の
だ
。
目
で

見
な
が
ら
進
む
の
は
、
理
性
に
よ
る
歩
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
計
算
が
あ

り
、
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
ぐ
る
ぐ
る
と
岸
の
間
を
回
る
の
み
で

あ
る
。
そ
の
歩
み
は
前
に
進
む
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
笛
の
音
を
聞
い
て

そ
れ
に
惹
か
れ
て
進
む
も
の
は
、
生
死
の
観
念
も
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ

し
て
そ
う
や
っ
て
我
を
忘
れ
て
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
前
へ
と
進
ん

で
き
た
の
で
あ
る

20
。

　
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
思
考
に
終
始
し
て
い
る
六
章
、
七
章
は
、
船
が

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
、
ま
た
出
発
す
る
間
に
書
か
れ
て
お
り
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
つ
い
て
の
記
述
は
船
が
洋
上
に
あ
っ
た
九
章
に
お
い
て

や
っ
と
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
「
実
際
の
旅
」
も
あ

ら
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
記
述
は
ま
た
、
あ
る
意
味
日
本
の
描
写
に

向
け
て
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
タ
ゴ
ー
ル
は
、
最
初
の
寄
港
地

ラ
ン
グ
ー
ン
で
そ
の
工
業
化
さ
れ
た
姿
を
以
下
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
イ
ラ
ワ
テ
ィ
河
か
ら
町
に
入
っ
て
い
く
と
き
の
、
こ
の

国
の
印
象
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
目
に
入
る
の
は
、
川
岸
の
大
き

な
石
油
工
場
が
高
い
煙
突
を
何
本
も
空
に
向
け
て
突
き
出
し
て
い
る
光
景

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
（
巨
大
な
）
ビ
ル
マ
人
が
横
に
な
っ
て
葉
巻

を
ふ
か
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
か
ら
進
む
に
つ
れ
て
ビ
ル
マ

や
外
国
の
船
が
群
れ
と
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
波
止

場
に
着
い
て
も
、
岸
の
よ
う
な
も
の
は
い
っ
こ
う
に
見
当
た
ら
な
い
。
何

列
に
も
並
ぶ
桟
橋
は
、巨
大
な
鉄
の
ヒ
ル
の
よ
う
に
、こ
の
国
の
体
に
ぴ
っ

た
り
と
張
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る

21
。

　
こ
の
よ
う
な
工
業
化
さ
れ
た
町
に
対
す
る
タ
ゴ
ー
ル
の
嫌
悪
感
は
港

に
着
く
た
び
に
あ
ら
わ
れ
、
次
の
寄
港
地
ペ
ナ
ン
で
も
ま
た
、
工
場
の
煙

突
を
醜
い
も
の
と
し
て
捉
え
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
て
香
港
に
至
る
と
、

「（
コ
ル
カ
タ
の
）
キ
デ
ィ
ル
プ
ル
埠
頭
を
皮
切
り
に
、
こ
こ
香
港
ま
で
、

港
ご
と
に
わ
た
し
は
商
業
主
義
と
い
う
も
の
の
様
相
を
見
て
き
た
。
そ
れ

が
ど
れ
ほ
ど
巨
大
な
も
の
で
あ
る
か
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
目
で
見

な
け
れ
ば
と
う
て
い
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
巨
大
だ
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
。
醜
悪
と
言
っ
て
も
よ
い
状
況
で
あ
る

22
」
と
そ
れ
ら
を
ひ

と
つ
ら
な
り
の
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
延
長
線
上
で
船
は
神

戸
に
入
港
し
、
当
然
な
が
ら
タ
ゴ
ー
ル
の
神
戸
の
街
に
対
す
る
第
一
印
象

は
け
っ
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
問
題
な
の
は
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
文
明
が
、
現
代
と

い
う
同
じ
鋳
型
に
注
が
れ
て
全
く
同
じ
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
だ
。
あ
る
い
は
か
た
ち
な
ど
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
窓
か
ら



50

見
え
る
神
戸
の
町
は
、
鉄
の
日
本
で
あ
っ
て
、
血
の
通
っ
た
日
本
で
は
な

い
。
一
方
に
わ
た
し
の
窓
が
あ
り
、
も
う
一
方
に
海
が
あ
る
が
、
そ
の
間

に
町
が
広
が
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
中
国
人
の
描
く
巨
大
で
恐
ろ
し
い
龍

の
よ
う
で
、
あ
の
く
ね
く
ね
し
た
怪
物
が
地
球
上
の
緑
を
食
い
尽
く
し
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
何
層
に
も
重
な
る
鉄
の
屋
根
は
龍

の
背
の
鱗
の
よ
う
に
、
陽
の
光
を
受
け
て
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
っ
て
い
る

23
。

　
近
代
化
さ
れ
た
都
市
に
向
け
る
タ
ゴ
ー
ル
の
危
機
感
を
も
っ
た
ま
な

ざ
し
は
、
や
や
大
げ
さ
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
百
年

前
の
世
界
の
工
業
化
の
状
況
は
今
日
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず

斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
の
は
現
代
の

ス
マ
ー
ト
な
「
近
代
化
」
で
は
な
く
（
そ
れ
で
も
タ
ゴ
ー
ル
が
好
ん
だ
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）、い
わ
ば
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
「
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
」

的
な
非
人
間
的
な
工
業
化
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
も
う
一
点
、
こ
こ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
神
戸
や
そ
の
他
の
個
別
の
都

市
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
全
体
が
一
様
に
工
業
化
、
近
代

化
に
向
か
っ
て
い
る
さ
ま
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
も
そ
も
の
出
発
地
で
あ
る
ガ
ン

ジ
ス
河
口
の
あ
り
さ
ま
も
同
様
に
嘆
い
て
い
る
の
だ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
に

と
っ
て
船
か
ら
見
た
と
き
の
点
々
と
続
く
人
間
の
営
み
の
あ
り
よ
う
が
、

い
か
に
あ
ら
た
め
て
危
機
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
に
想
像
力

を
働
か
せ
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
コ
ル
カ
タ
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
土
地
が
こ
と
ご
と
く
イ

ギ
リ
ス
が
抑
え
た
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
日
本
に
と
っ
て
は
工
業
化
、
近
代
化
は
自
ら
の
独
立
を
守
る
た
め
の

い
わ
ば
頼
も
し
い
砦
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
植
民
地
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
押
し
付
け
ら
れ
、
搾
取
さ
れ
る
現
状
の

象
徴
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
系
列
に
属
さ
な
い
は
ず

の
日
本
が
同
じ
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
、
タ
ゴ
ー
ル
が
な
お
一

層
失
望
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
タ
ゴ
ー
ル
は
や
っ
と
日
本
に
辿
り
着
き
、
以
後
、
十
二
章

か
ら
最
後
の
十
五
章
ま
で
は
日
本
に
ま
つ
わ
る
記
述
と
な
る
。
そ
の
う
ち

十
二
章
は
、
日
本
到
着
時
の
騒
乱
と
も
言
う
べ
き
出
迎
え
の
あ
り
さ
ま

と
、
そ
の
の
ち
に
落
ち
着
い
た
イ
ン
ド
人
商
人
の
家
の
記
述
で
占
め
ら
れ

る
比
較
的
短
い
章
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
家
の
女
中
の
働
き
ぶ
り
に

も
目
を
留
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
、
ラ
ン
グ
ー
ン
で
見
た
働
き
者
の

女
性
た
ち
の
記
述
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル

が
本
格
的
に
日
本
を
語
る
の
は
、
次
の
十
三
章
、
そ
し
て
十
四
章
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
の
章
が
こ
の
旅
行
記
の
中
心
部
分
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
十
三
章
は
タ
ゴ
ー
ル
が
日
本
到
着
後
一
週
間
目
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
間
タ
ゴ
ー
ル
は
神
戸
と
大
阪
を
経
験
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
明
日
は
東

京
へ
行
く
、
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
前
半
に
先

に
挙
げ
た「
鉄
の
」神
戸
の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
タ
ゴ
ー

ル
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。

　
こ
の
必
要
と
い
う
名
の
怪
物
は
、お
そ
ろ
し
く
固
く
て
醜
い
。
…（
中
略
）

…
神
戸
の
町
を
背
後
か
ら
見
て
わ
か
っ
た
の
は
、
人
間
の
必
要
と
い
う
も

の
が
、
自
然
の
多
種
多
様
な
も
の
を
ひ
と
つ
の
形
に
押
し
込
め
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
だ
。
人
間
に
は
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ば
が
徐
々
に
膨

れ
上
が
り
、
口
を
大
き
く
開
け
て
、
今
や
地
球
の
大
部
分
を
飲
み
込
も
う

と
し
て
い
る
。
自
然
も
単
な
る
必
要
の
集
ま
り
で
あ
り
、
人
間
も
た
だ
必

要
な
も
の
と
し
て
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

24
。
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実
は
こ
の
「
必
要
」
に
ま
つ
わ
る
考
察
は
、
日
本
に
到
着
す
る
以
前
、

船
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
を
繰
り
広
げ
て
い
た
際
に
も
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
い
わ
ば
「
自
由
連
想
方
式
」
の
よ
う
な
書
き
物
で

は
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
同
じ
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ー
マ
が
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
た
め
こ
の
紀
行
文
は
そ
の
い
び
つ
な
構
成
に
も
関
わ
ら
ず
不
思
議

な
一
貫
性
を
保
っ
て
も
い
る
。

こ
の
あ
と
、
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
人
の
服
装
が
世
界
共
通
の
「
オ
フ
ィ
ス

の
服
装
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
女

性
の
服
装
が
昔
な
が
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
目
を
留
め
、
そ
の
こ
と
を

「
日
本
の
女
性
た
ち
は
、
日
本
の
装
い
を
し
て
日
本
の
尊
厳
を
守
る
と
い

う
重
責
を
担
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
必
要
を
な
に
よ
り
大
事
な
も
の
と

は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
の
目
と
心
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の

で
あ
る

25
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
あ
た
り
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
は
い
よ
い
よ
本
格
的
な
日
本
文
化
の
記

述
と
分
析
に
入
る
。
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
人
が
無
駄
に
騒
ぎ
立
て
な
い

こ
と
を
語
り

26
、
こ
の
抑
制
し
た
あ
り
よ
う
が
日
本
の
力
の
あ
る
種
の
秘

密
で
あ
る
と
語
る
。
そ
し
て
そ
の
文
脈
で
、
日
本
の
俳
句
に
つ
い
て
の
説

明
が
続
く
。
こ
こ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
芭
蕉
の
有
名
な
句
、「
古
池
や
」
と
「
枯

れ
枝
に
」
を
翻
訳
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
説
明
は
簡
潔
に
し
て
理

に
か
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
そ
れ
に
続
け
て
さ
ら
に

生
け
花
と
茶
道
の
記
述
が
続
く
。
茶
道
の
記
述
は
比
較
的
細
部
に
わ
た
っ

て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
旅
行
記
で
読
者
が
日
本
を
体
験
で
き
る
数
少
な

い
箇
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
茶
道
の
こ
と
を
あ
る
種
の
「
宗
教
的
修
行
（
サ
ー
ダ
ナ
ー
）」

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
認
識
に
は
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
の

影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

27
。
実
は
俳
句
に
関
し
て
も
タ
ゴ
ー
ル
に
は

来
日
以
前
に
一
定
程
度
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
部
分
に
は
、
実
際
に
日
本
が
来
た
が
ゆ
え
の
新
た
な
発
見
と
は

言
え
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る

28
。

　
十
三
章
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
日
本
の
混
浴
文
化
に
関
す
る
記
述
に

は
、
タ
ゴ
ー
ル
ら
し
い
側
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
タ
ゴ
ー
ル
は

そ
れ
を
奇
異
な
も
の
、
あ
る
い
は
非
難
す
べ
き
も
の
と
し
て
退
け
る
の
で

は
な
く
、
混
浴
の
習
慣
は
日
本
人
が
互
い
の
体
に
対
し
て
妄
想
を
抱
い
て

い
な
い
が
ゆ
え
の
も
の
だ
と
積
極
的
に
評
価
す
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か

く
、
タ
ゴ
ー
ル
が
常
に
い
わ
ゆ
る
「
常
識
的
な
」
判
断
、
特
に
西
洋
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
価
値
観
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た

い
29

。
　
日
本
に
関
す
る
記
述
と
い
う
点
で
は
次
の
十
四
章
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
十
三
章
が
さ
ら
に
発
展
し
、
実
際
の
日
本
で
の
体
験
と

も
あ
い
ま
っ
て
タ
ゴ
ー
ル
独
自
の
日
本
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
十
四
章
が
い
つ
書
か
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
大
観
邸
の
記
述
に
続

い
て
、
原
邸
の
記
述
も
あ
り
、
そ
こ
で
目
に
し
た
大
観
や
観
山
の
絵
に
つ

い
て
の
詳
細
な
説
明
も
あ
る
の
で

30
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
十
四
章
で
は
、
ま
ず
苦
労
し
て
人
を
か
き
わ
け
大
観
邸
に
到
着
し
た
さ

ま
が
描
写
さ
れ
、
そ
し
て
大
観
邸
に
お
い
て
や
っ
と
日
本
の
「
内
な
る
世

界
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
タ
ゴ
ー
ル
は
語
る
。
こ
こ
で
の
日
本
の

家
に
関
す
る
記
述
は
か
な
り
詳
細
で
あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
常
と
し
て
、

た
だ
日
本
の
家
の
あ
り
よ
う
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。
タ

ゴ
ー
ル
は
語
る
。



52

　
日
本
人
は
、
た
だ
芸
術
に
お
い
て
大
家
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間

の
生
活
と
い
う
営
み
を
も
芸
術
と
し
て
手
中
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
価
値
あ
る
も
の
、
そ
れ
そ
の
も
の
に
威
厳
あ
る
も
の

の
た
め
に
は
、
十
分
な
空
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
完
全

で
あ
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
空
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
物
で
溢
れ
か

え
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
妨
げ
に
な
る
。
こ
の
家
の
な

か
の
ど
の
場
所
を
取
っ
て
も
、
大
切
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
し
、

無
用
な
も
の
も
な
い
。
無
駄
に
目
を
刺
激
す
る
も
の
も
な
い
し
、
耳
障
り

な
音
も
な
い

31
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
先
、
自
国
の
騒
が
し
さ
と
日
本
の
静
け
さ
、
イ
ン
ド

の
家
の
過
剰
で
ご
た
つ
い
た
あ
り
さ
ま
と
日
本
の
抑
制
さ
れ
た
あ
り
よ

う
と
そ
の
美
意
識
を
対
照
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
美
意
識
を
鍵
と
し

て
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
文
化
も
し
く
は
日
本
人
の
あ
り
よ
う
を
読
み
解
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
は
美
の
王
国
を
全
面
的
に
手
に
入
れ
た
。
お
よ
そ
目
に
入
る
も

の
す
べ
て
、
ど
こ
に
も
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
た
り
し
て
い

る
も
の
は
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
完
璧
さ
の
証
が
あ
る
。
ほ
か
の
国
で

は
、
特
別
に
そ
う
し
た
こ
と
に
通
じ
て
い
る
人
々
の
間
に
の
み
い
わ
ゆ
る

鑑
賞
眼
が
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
々
に
共
有
さ

れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
万
人
の
た
め
に
教
育
が
普
及
し
、
ま
た

そ
の
多
く
の
国
で
は
万
人
の
た
め
の
軍
事
教
練
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
見
る
よ
う
な
万
人
の
た
め
の
美
意
識
の
修
行
は
世
界
の
ど
こ
に
も
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
み
な
が
み
な
美
の
た
め
に
自
分
を

捧
げ
て
い
る

32
。

　
日
本
人
の
美
意
識
、
そ
し
て
日
本
画
に
対
す
る
タ
ゴ
ー
ル
の
評
価
は
最

大
限
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
大
観
や
観
山
の
作
品
に
対
す
る
真
摯
な

鑑
賞
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
日
本
画
家
に
つ
い
て
は
来
日
以

前
か
ら
知
識
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
実
際
に
大
作
を
目
の
前
に
し
た
体
験

は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
タ
ゴ
ー
ル
は
、
数
多
く
の
私
信
で
日

本
画
に
関
し
て
繰
り
返
し
書
送
っ
て
お
り
、
し
き
り
に
ベ
ン
ガ
ル
か
ら
だ

れ
か
が
学
び
に
来
る
こ
と
を
勧
め
て
も
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
以
下

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
醜
い
」
光
景
を
日
本
で
見
る
こ
と
に
、
タ
ゴ
ー
ル

は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
文
言
は
『
日
本
紀
行
者
』

中
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
批
判
め
い
た
部
分
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
最
良
の
表
現
は
、
尊
大
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
く
、
自

己
を
捧
げ
る
心
の
あ
ら
わ
れ
に
あ
る
。
こ
の
表
現
は
人
を
惹
き
つ
け
、
傷

つ
け
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
日
本
で
こ
れ
と
正
反

対
の
動
き
を
見
る
と
、
特
別
に
心
が
痛
む
の
で
あ
る
。
中
国
と
の
最
近
の

戦
争
に
勝
利
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
勝
利
の
印
を
刺
の
よ
う
に
国
の

あ
ち
こ
ち
に
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
野
蛮
な
行
為
で
あ
り
醜
い
と

い
う
こ
と
を
、
日
本
人
な
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

33
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
日
本
の
解
説
と
と
も
に
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を
ベ
ン

ガ
ル
、
も
し
く
は
イ
ン
ド
と
比
較
す
る
視
点
を
提
供
し
て
い
く
。
し
か
し

そ
の
比
較
は
単
純
な
二
国
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
文
化
の
比
較
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
は
常
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
存
在
が
ち
ら
つ
く
。
タ
ゴ
ー
ル
は
日

本
に
住
む
イ
ン
ド
人
が
西
洋
式
に
家
を
ご
た
ご
た
と
飾
っ
て
い
る
こ
と

を
歎
い
て
言
う
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

　
わ
た
し
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
イ
ン
ド
人
に
関
し
て
理
解
に
苦
し
む
こ

と
が
あ
る
。
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
必
要
で
醜
い
も
の
を

真
似
て
い
る
が
、
日
本
の
も
の
が
目
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
彼
ら

が
こ
こ
で
学
ん
で
い
る
こ
と
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
上
少
し
で
も
経
済
的
な
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
便
宜
が
あ
れ
ば
す
ぐ

に
で
も
ア
メ
リ
カ
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
わ
た
し
た

ち
の
生
活
に
役
立
つ
も
の
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
で
は
な
く
、
こ
こ
か
ら

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
れ
以
外
に
も
、
生
活
様
式
な
ど

を
わ
た
し
た
ち
が
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
日
本
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
わ
た
し
た
ち
の
家
も
習
慣
も
、
も
う
少
し
清
ら
か
な
も
の
に
、
美
し

い
も
の
に
、
あ
る
い
は
節
度
あ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

…
（
中
略
）
一
方
で
日
本
に
住
む
イ
ン
ド
人
た
ち
は
言
う
、
日
本
は
我
々

ア
ジ
ア
人
を
無
視
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
我
々
も
日
本
を
無
視
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
も
て
な
し
を
受
け
な
が
ら
、
真
の
日
本
を
見
よ

う
と
せ
ず
、
日
本
を
通
し
て
た
だ
歪
め
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
を
見
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

34
。

　
こ
う
し
た
発
言
は
、
こ
の
書
が
ベ
ン
ガ
ル
語
で
書
か
れ
て
い
る
、
つ
ま

り
ベ
ン
ガ
ル
人
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。『
日

本
旅
行
者
』
は
日
本
旅
行
の
記
録
で
は
な
く
、
日
本
で
（
あ
る
い
は
日
本

に
向
か
う
船
上
で
）
つ
れ
づ
れ
に
考
え
た
こ
と
の
連
な
り
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
「
手
紙
」
と
「
紀
行
文
」
を
厳
密
に
区
別
す
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
に
は
、
受
け
手
で
あ
る
ベ
ン
ガ
ル

人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
自
ず
と
現
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
、
最
終
章
の
十
五
章
に
な
る
と
一
層
鮮

明
に
な
る
。
十
五
章
は
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
中
で
日
本
だ
け
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

対
抗
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
提
議
か
ら
始
ま
る
。
日
本
の
急
激
な
近
代

化
に
つ
い
て
タ
ゴ
ー
ル
は
「
老
木
を
あ
る
場
所
か
ら
引
き
抜
い
て
別
の
場

所
に
植
え
替
え
る
術
を
日
本
の
庭
師
た
ち
は
知
っ
て
い
る
が
、
ま
る
で
同

じ
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
を
、
絡
み
合
っ
た
根
っ
こ
ご
と
、
そ
し
て

葉
の
茂
っ
た
枝
ご
と
自
分
の
国
の
土
に
ひ
と
晩
の
う
ち
に
植
え
替
え
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
木
は
葉
を
落
と
さ
な
か
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
翌
日
か
ら
実
を
つ
け
始
め
た

35
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
素
直
な
驚
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
批
判
め
い
た
響
き
は
な
い
。
そ
し
て

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
タ

ゴ
ー
ル
は
、
日
本
人
は
「
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
そ
れ
を
築
き
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
は
あ
っ
た
と
考
え

る
ほ
か
な
い

36
」
と
答
え
る
。
こ
の
の
ち
に
ま
た
タ
ゴ
ー
ル
は
世
界
の
民

族
精
神
を
動
的
な
も
の
と
静
的
な
も
の
に
分
類
し
、
日
本
の
精
神
は
も
と

も
と
動
的
な
の
だ
と
定
義
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
動
的
な
力
は
民
族
的

な
混
血
か
ら
来
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
、
国
土
が
狭
い
こ
と
も
有
利
に

働
い
た
と
い
う
の
が
タ
ゴ
ー
ル
の
考
え
で
あ
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
説
明
は
あ
る
種
直
感
的
な
印
象
で
あ
り
、
厳
密
な
も

の
で
も
科
学
的
な
も
の
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
異
論
も
多
く
あ
る
だ
ろ
う
が

し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
世
界
全
体
の
な
か
で
日
本
の
あ
り
よ
う
を

位
置
づ
け
、
最
終
的
に
は
そ
の
延
長
線
上
で
ベ
ン
ガ
ル
の
位
置
を
捉
え
直

そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
話
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
こ
の
あ

と
タ
ゴ
ー
ル
は
「
イ
ン
ド
の
な
か
で
は
ベ
ン
ガ
ル
人
が
日
本
人
と
似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

37
」
と
語
り
、「
ど
れ
ほ
ど
の
苦
痛
を
伴
お

う
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
西
洋
と
東
洋
の
融
合
の
門
を
開
く
と
い
う
こ

と
が
ベ
ン
ガ
ル
人
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

38
」
と
い
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う
ベ
ン
ガ
ル
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
お
よ
そ
以
上
が
『
日
本
紀
行
者
』
の
全
貌
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
こ
に

書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
記
録
で
は
な
い

以
上
、
何
を
取
り
上
げ
て
い
な
く
と
も
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で

も
目
立
つ
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ひ
と
つ
は
日
本
で
行
わ
れ
た
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ス
ピ
ー
チ
な
ど
の
公
式
行
事
が
、
こ
う
し

た
タ
ゴ
ー
ル
自
身
の
私
的
関
心
や
つ
れ
づ
れ
な
る
思
い
と
は
異
な
る
次

元
に
属
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

　
ふ
た
つ
め
は
新
た
な
交
友
関
係
が
生
ま
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。『
日
本
紀
行
者
』
の
な
か
で
個
人
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以

前
か
ら
交
友
が
あ
っ
た
大
観
ら
の
ほ
か
は
、
長
期
間
そ
の
家
に
滞
在
し
た

原
氏
の
み
で
、
個
人
的
に
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
れ
た
各
人
の
名
前
は
お
ろ
か
、

新
た
な
日
本
人
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け

長
期
に
わ
た
り
滞
在
し
、
多
く
の
人
と
会
い
な
が
ら
そ
の
点
で
は
あ
ま
り

成
果
が
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
岡
倉
を
高
く
評
価

し
て
い
た
が
、
以
後
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
人
物
を
日
本
に
見
出
す
こ
と
は

な
か
っ
た

39
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
当

時
の
文
学
者
と
の
交
流
の
少
な
さ
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。
日
本
の
文

学
者
の
多
く
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
冷
や
や
か

な
目
を
向
け
て
い
た
の
だ
が

40
、
タ
ゴ
ー
ル
自
身
も
、
も
と
も
と
同
時
代

の
作
家
や
詩
人
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
た
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
事
実
、

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
、
タ
ゴ
ー

ル
は
時
と
し
て
欧
米
の
文
壇
か
ら
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

自
分
か
ら
同
時
代
の
欧
米
の
文
学
に
強
い
関
心
を
持
つ
こ
と
は
終
生
な

か
っ
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
タ
ゴ
ー
ル
の
『
日
本
旅
行
者
』
に
顕
著
な
の
は
、
日
本

文
化
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
も
っ
ぱ
ら
「
伝
統
文
化
」
で
あ

り
、
当
時
の
日
本
の
状
況

─
政
治
的
状
況
で
あ
れ
、
社
会
的
状
況
で

あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
流
行
の
事
柄
な
ど
も
含
め
て

─
に
関
す
る
記
述

が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
タ
ゴ
ー
ル
の
傾
向
な
の
だ

が
、「
今
」
や
「
時
流
」
に
対
す
る
強
い
関
心
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、『
日

本
紀
行
者
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
総
じ
て
こ
の
紀
行
文
は
百
年
前
の
日
本
を
描
き
な
が
ら
、「
百
年
前
は

こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
感
慨
を
抱
か
せ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
確
か
に
今
日
で
は
女
性
と
い
え
ど
も
み
な
が
み
な
着
物
を
着
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
日
本
の
家
も
す
っ
か
り
洋
風
に
な
っ
て
か
つ
て

の
シ
ン
プ
ル
さ
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
タ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
に
見
出
し
た

美
意
識
と
い
う
コ
ア
は
や
は
り
、
日
本
の
文
化
の
中
に
厳
然
と
存
在
し
て

い
る
し
、
芭
蕉
の
評
価
は
揺
る
ぎ
な
く
、
大
観
や
観
山
な
ど
の
日
本
画
家

に
至
っ
て
は
当
時
よ
り
も
一
層
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、『
日
本
旅
行
者
』
の
日
本
は
、「
失
わ
れ
た

日
本
」、「
忘
れ
去
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
よ
り
、
少
し
ば
か
り
遠
く
な
っ

た
と
は
い
え
、
太
古
か
ら
流
れ
て
い
る
日
本
文
化
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
た

め
て
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
タ
ゴ
ー
ル
は
、
単
に
保
守
的
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
文
化
の

中
で
も
時
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
に
注
目
し
た
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
と
い
う
詩
人
は
と
も
す
れ
ば
不
思
議
な
存
在
で
、
ベ

ン
ガ
ル
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
そ
の
前
と
後
で
は
お
よ
そ
そ
の
流
れ

を
異
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
時
間
の
流
れ

の
外
に
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
た
し
か
に
百
年
前
に
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日
本
を
訪
れ
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
し
た
た
め
た
。
し
か
し
そ
こ
に
描
か
れ

た
の
は
、古
く
も
あ
り
、新
し
く
も
あ
る
、あ
る
種
「
永
遠
の
」
日
本
だ
っ

た
の
だ
。

４
．
ま
と
め
に
代
え
て

　『
日
本
旅
行
者
』
は
、
ベ
ン
ガ
ル
語
に
お
い
て
唯
一
の
、
あ
る
い
は
初

め
て
書
か
れ
た
日
本
旅
行
記
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
こ

の
書
は
ず
ば
ぬ
け
た
影
響
力
を
持
ち
、
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー

ジ
を
一
定
程
度
担
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
日
で
も
芭
蕉
の

ふ
た
つ
の
句
は
教
養
あ
る
ベ
ン
ガ
ル
人
に
は
親
し
ま
れ
て
お
り
、
日
本
と

言
え
ば
岡
倉
や
日
本
画
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
『
日
本
旅
行
者
』
は
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
日
本
論
を
代
表
す
る
も

の
な
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
が
著
名
な
詩
人
の
作
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
が
あ
る
種
、
時
代
を

超
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
旅
行
記
が
タ
ゴ
ー
ル
の
私
的
関
心
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
同
じ
人
物
が
と
き
を
同
じ
く
し
て
書
い
た
も

の
と
し
て
、当
然
な
が
ら
そ
の
関
心
や
発
見
に
お
い
て
ス
ピ
ー
チ
原
稿（
の

ち
にN

ationalism
 in Japan

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
）
と
重
な
る
部
分

も
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
タ
ゴ
ー
ル
の
文
明
論
、
文
明
観
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
こ
そ
が
当
時
の
日
本
の
知
識
人
と
の
間
で
齟
齬
を
き
た
し
た
最

大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
例
え
ば
海
老
名
弾
正
は
、
そ
の
評
論
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ

を
例
外
的
に
高
く
評
価
し
た
ひ
と
り
だ
が
、
そ
の
海
老
名
も
タ
ゴ
ー
ル
の

西
洋
対
東
洋
と
い
う
文
明
論
に
は
異
議
を
唱
え
、
日
本
は
中
国
や
イ
ン
ド

の
兄
弟
と
い
う
よ
り
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
兄
弟
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
し

41
、
例
外
的
に
タ
ゴ
ー
ル
に
好
意
的
だ
っ
た
秋
田
雨
雀
も
、
東

大
と
慶
應
の
二
度
の
講
演
に
足
を
運
び
、
個
人
的
に
も
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
問

し
な
が
ら
そ
の
東
洋
と
西
洋
に
分
け
て
考
え
る
文
明
観
に
は
共
感
で
き

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る

42
。

　
も
う
少
し
広
く
当
時
の
日
本
を
眺
め
る
と
、
同
時
期
に
日
本
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
渡
っ
た
文
学
者
と
し
て
島
崎
藤
村
が
い
る
。
藤
村
は
大
正
二

年
（
一
九
一
三
年
）
に
日
本
を
発
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
向
か
い
、
ち
ょ
う
ど

タ
ゴ
ー
ル
が
日
本
に
い
た
一
九
一
六
年
七
月
に
帰
国
し
て
い
る
。
藤
村

は
『
海
へ
』
と
題
し
て
そ
の
船
旅
を
描
い
て
お
り
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
、

─
タ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
哲
学
的
展
開
は
な
い
に
せ
よ

─
『
日
本
旅
行

者
』
の
船
上
で
の
記
述
と
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
藤
村
は
タ
ゴ
ー
ル
と
逆
の
ル
ー
ト
で
港
を
辿
り
な
が
ら
ア
ジ
ア

の
盟
主
は
日
本
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
の
思
い
を
強
く
し
て
い

る
。
ま
た
『
海
へ
』
と
対
に
な
っ
て
い
る
『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
で
は
、
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
日
本
を
眺
め
る
視
点
も
垣
間
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
は
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
を
対
置
し
た
も
の
で
、
タ
ゴ
ー
ル
の

文
明
論
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
は
な
い
。
さ
ら
に
藤
村
は
、
日
本

を
発
っ
た
理
由
と
し
て
「
私
は
、
世
界
に
於
け
る
一
等
国
の
国
民
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
無
闇
と
振
り
回
し
て
欧
羅
巴
人
の
仲
間
入
り
を
さ
も
誇

り
と
し
た
り
無
智
な
支
那
人
を
揶
る
こ
と
を
得
意
と
し
た
り
す
る
よ
う

な
左
様
い
う
同
胞
の
全
く
い
な
い
と
こ
ろ
へ
行
き
た
か
っ
た

43
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
当
時
の
風
潮
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
同
じ
頃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
河
上
肇
は
、
藤
村
よ
り
強
く
「
文
明
」

を
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
体
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
河
上
の
『
祖
国
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を
顧
み
て
』
は
主
に
文
明
論
と
な
っ
て
お
り
、
西
洋
と
日
本
を
対
置
さ
せ

て
そ
の
文
明
の
異
な
る
点
を
分
析
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
河
上
は
フ

ラ
ン
ス
で
藤
村
と
会
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
議
論
と
な
っ
て
河
上
が
「
現

代
の
日
本
が
結
局
欧
羅
巴
の
文
明
に
達
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
私
共

は
満
足
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
到
底
欧
羅
巴
人
に
は
叶
わ
な
い
と
思
い
ま

す
。
日
本
に
は
日
本
固
有
の
で
す
ね
、
全
く
欧
羅
巴
と
異
な
っ
た
、
優
秀

な
文
明
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
私
共
の
立
場
は
な
く
な
り
ま
す
」
と

語
っ
た
と
藤
村
が
述
べ
て
い
る

44
。

　
こ
う
し
た
二
人
が
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い
て
い
た
ら
ど
の
よ

う
な
感
想
を
持
っ
た
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
二
人
と
も
そ
の
よ
う
な
叙

述
は
残
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
両
人
と
も
に
、「
世
界
」
や
「
文
明
」
を

考
え
る
と
き
に
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
明
へ
の
視
点
が
欠
落
し

て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
時
代
の
日
本
の
知
識
人
が
イ
ン
ド
を
語

る
と
き
、
植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
現
状
以
外
の
事
柄
に
言
及

す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
岡
倉
の
著
書
は
中
国
お
よ
び

イ
ン
ド
の
文
明
を
視
野
に
お
さ
め
て
お
り
、
世
界
を
眺
め
る
と
き
の
、
単

な
る
二
点
比
較
で
は
な
い
ス
ケ
ー
ル
感
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り

が
タ
ゴ
ー
ル
の
持
つ
ス
ケ
ー
ル
感
と
合
致
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
国
や
イ
ン
ド
も
含
め
た
東
洋
を
西
洋
と
対
置
し
て
語
る
こ
と
の
で

き
る
ス
ケ
ー
ル
感
を
持
っ
た
知
識
人
と
言
え
ば
、
鈴
木
大
拙
も
思
い
浮
か

べ
ら
れ
る
。
鈴
木
が
一
九
一
六
年
の
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
を
聴
き
に

行
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
九
二
四
年
に
タ
ゴ
ー
ル
が
再

来
日
し
た
際
に
は
通
訳
を
務
め
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
鈴
木
は
こ
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

東
洋
人
の
哲
学
は
「
人
間
」
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
そ
れ
か

ら
出
て
居
る
。
そ
れ
を
離
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
特
性
で
あ
る
。
芸

術
で
も
人
間
性
と
分
離
し
て
居
な
い
。
音
楽
も
、
詩
歌
も
、
画
も
、
皆
そ

の
「
人
」
の
修
養
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
タ
氏
（
タ
ゴ
ー
ル
）

な
ど
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
信
ず
る

45
。

　
鈴
木
の
こ
の
解
説
は
ご
く
簡
単
な
も
の
だ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
「
人
間
中

心
」
の
「
語
っ
て
い
る
内
容
で
な
く
、語
っ
て
い
る
自
分
が
中
心
に
あ
る
」

あ
り
よ
う
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
よ
り
若
い
世
代
と
し
て
川
端
康
成
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

川
端
は
一
九
一
六
年
の
タ
ゴ
ー
ル
来
日
時
十
七
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、

旧
制
中
学
の
学
生
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
川
端
は
以
下
の
よ
う
に

回
想
す
る
。

　
わ
た
し
は
そ
の
年
、
ま
だ
旧
い
学
校
制
度
の
中
学
生
で
し
た
が
、
こ
の

詩
人
の
ふ
さ
ふ
さ
と
長
い
髪
、
長
い
口
ひ
げ
、
長
い
あ
ご
ひ
げ
、
そ
し
て

イ
ン
ド
服
を
ゆ
っ
た
り
ま
と
っ
て
丈
高
く
、
目
の
か
が
や
き
の
強
く
深
い
、

賢
者
の
よ
う
な
風
貌
の
写
真
が
、
大
き
く
新
聞
に
出
た
の
を
見
て
、
今
も

お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
白
い
髪
は
額
の
横
に
や
わ
ら
か
く
ひ
ろ
が
っ
て
流
れ
、

も
み
あ
げ
の
毛
は
あ
ご
ひ
げ
の
よ
う
に
長
く
の
び
て
、
そ
れ
が
頬
に
も
つ

ら
な
り
生
え
て
、
あ
ご
ひ
げ
に
続
い
て
、
東
洋
古
代
の
仙
哲
の
よ
う
な
顔

が
、
少
年
の
わ
た
く
し
に
印
象
を
残
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
タ
ゴ
オ
ル

の
詩
文
に
は
、
中
学
生
に
も
読
め
る
ほ
ど
に
や
さ
し
い
英
語
の
も
あ
り
ま

し
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
少
し
読
ん
だ
も
の
で
し
た

46
。

　
一
九
一
六
年
に
最
も
熱
狂
的
に
タ
ゴ
ー
ル
を
迎
え
た
の
は
女
性
を
含

む
若
い
世
代
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
川
端
は
、
実
際
に
タ
ゴ
ー
ル
を
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訪
ね
た
り
講
演
を
聞
き
に
行
っ
た
り
し
た
若
者
た
ち
よ
り
も
ほ
ん
の
少

し
年
が
下
だ
っ
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
批
判
が
主
流
だ
っ
た
当
時
の
「
名
の
あ

る
」
大
人
た
ち
と
は
対
照
的
に
、い
ま
だ
無
名
で
あ
っ
た
若
い
世
代
で
は
、

こ
の
よ
う
な
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
得
も
言
わ
れ
ぬ
好
感
や
憧
れ
が
共
有

さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
川
端
は
、
先
の
引
用
に
先
立
つ
部

分
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
の
詩
聖
と
い
わ
れ
る
、
ラ
ビ
イ
ン
ド
ラ
ナ
ア
ト
・
タ
ゴ
オ
ル
は
、

日
本
を
訪
れ
た
時
の
講
演
の
な
か
で
、「
す
べ
て
の
民
族
は
、
そ
の
民
族

自
身
を
世
界
に
あ
ら
わ
す
義
務
を
持
っ
て
い
ま
す
。
…
（
中
略
）
…
こ
れ

は
ま
た
そ
の
民
族
の
富
で
あ
る
高
潔
な
魂
が
、
目
の
前
の
部
分
的
な
必
要

を
越
え
て
、
他
の
世
界
へ
、
自
国
の
文
化
の
精
神
へ
の
招
待
を
、
送
る
責

任
を
、自
ら
認
め
る
豊
か
さ
な
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
日

本
は
一
つ
の
完
全
な
形
式
を
持
っ
た
文
化
を
生
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ

の
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
な
か
に
美
を
見
抜
く
視
覚
を
発
展
さ
せ
て

き
た
。」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
遠
い
む
か
し
の
「
源
氏
物
語
」
は
今
な

お
タ
ゴ
オ
ル
が
こ
こ
に
い
う
「
民
族
の
義
務
」
を
わ
た
く
し
た
ち
よ
り
も

み
ご
と
に
果
た
し
て
い
て
、
将
来
も
は
た
し
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
と
思
え
ま

す
こ
と
は
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
な
し
む
べ
き
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か

47
。

　
こ
れ
に
続
け
て
川
端
は
さ
ら
に
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
。
い

わ
く
「
日
本
が
そ
の
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
中
に
美
を
見
抜
く
資
格

を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
（
日
本
に
）
再
び
想
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
、

私
の
よ
う
な
外
来
者
の
責
任
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
正
し
く
明
確

で
、
完
全
な
何
物
か
を
樹
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
は
、
あ
な
た
が
た
ご
自
身
よ
り
も
外
国
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
容
易

に
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す

48
」
と
タ
ゴ
ー
ル
は
述
べ
た
と
さ

れ
る
。

　
実
は
こ
の
文
章
は
、
川
端
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
後
に
ハ
ワ
イ
大
学
で

行
っ
た
連
続
講
演
「
美
の
存
在
と
発
見
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
川
端
が
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
タ
ゴ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
日

本
、「
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
な
か
に
美
を
見
抜
く
視
覚
を
発
展
さ

せ
て
き
た
」
そ
の
あ
り
よ
う
は
、『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
で
語
ら
れ
て

い
る
の
と
同
じ
日
本
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
川
端
は
こ
の
連
続
講
演
で
、
源
氏
物
語
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
を

中
心
に
日
本
人
の
美
意
識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
の

部
分
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
に
「
源
氏
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
は
外
国
人

の
方
が
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
た
と
語
っ
て

い
る
。
そ
し
て
ま
た
川
端
は
、
こ
の
キ
ー
ン
の
言
葉
は
先
の
タ
ゴ
ー
ル
の

「
あ
な
た
が
た
ご
自
身
よ
り
も
外
国
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
容
易
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
、「
わ
た
く
し

は
美
の
存
在
と
発
見
の
し
あ
わ
せ
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す

49
」
と
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
こ
こ
で
川
端
が
語
り
、
ま
た
発
見
し
た
日
本
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が

百
年
前
に
見
出
し
、『
日
本
旅
行
者
』
で
あ
ら
わ
し
た
日
本
に
も
重
な
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
し
ば
し
ば
日
本
人
に
と
っ
て
は
見
出
し
難
く
、
外
か
ら
発

見
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
で
『
日
本
旅
行

者
』
は
今
日
新
た
な
日
本
再
発
見
の
書
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註

1
　
タ
ゴ
ー
ル
は
一
九
○
三
年
に
「
も
し
あ
な
た
が
イ
ン
ド
へ
帰
る
途
中
に
日
本
に
寄

る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
ら
、
わ
た
し
も
同
じ
頃
に
日
本
に
行
っ
て
そ
こ
で
会
え
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
は
一
人
の
日
本
人
と
知
り
合

い
ま
し
た
。」
と
友
人
に
書
き
送
っ
て
い
る
。［Thakur 1957: 82

］ 

こ
の
日
本
人
と
は
岡

倉
天
心
の
こ
と
で
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
を
介
し
て
岡
倉
と
知
り
合
っ
た
。
ニ

ヴ
ェ
デ
ィ
タ
は
宗
教
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
親
し
か
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
女

性
で
、
岡
倉
は
そ
も
そ
も
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
会
う
た
め
に
一
九
○
一
年
に
渡

印
し
た
の
だ
っ
た
。
な
お
、
本
文
、
注
を
問
わ
ず
訳
文
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
筆
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
タ
ゴ
ー
ル
は
息
子
で
あ
る
ロ
テ
ィ
ン
ド
ロ
ナ
ト
に
「
太
平
洋
回
り
で
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
日
本
へ
の
旅
は
安
く
な
る
し
、
行
き
や
す
い
。
だ
か
ら
す

ぐ
に
日
本
船
を
予
約
し
て
く
れ
。」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。［Thakur 1942a: 55

］

3
　
ロ
テ
ィ
ン
ド
ロ
ナ
ト
へ
の
手
紙
。［Thakur 1942a: 60
］

4
　
六
月
四
日
付
の
大
阪
朝
日
新
聞
に
よ
る
。
以
後
、
和
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
旧

仮
名
遣
い
を
あ
ら
た
め
て
あ
る
。

5
　
一
九
一
五
年
に
出
た
こ
う
し
た
タ
ゴ
ー
ル（
ブ
ー
ム
）批
判
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

加
藤
朝
鳥
の
「
タ
ア
ゴ
ル
流
行
に
対
す
る
不
満
」［
加
藤 

一
九
一
五
］ 

や
田
中
王
堂
の
「
タ

ゴ
ー
ル
流
行
に
就
て
の
一
考
察
」［
田
中 

一
九
一
五
］ 

な
ど
が
あ
る
。

6
　
こ
れ
に
対
し
て
東
大
講
演
と
慶
大
講
演
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
た‟N

ationalism
 in 

Japan”

（
の
ち
に‟N

ationalism
 in the W

est”

お
よ
び‟N

ationalism
 in India”

と
あ
わ

せ
てN

ationalism
 

と
し
て
出
版
さ
れ
た
）
は
、
こ
の
日
本
訪
問
の
「
公
的
」
な
部
分
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
も
ち
ろ
んN

ationalism

お
よ
び
『
日
本
旅
行
者
』
は

同
一
の
人
物
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
い
た
も
の
と
し
て
多
く
の
点
で
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。
し
か
し
ま
た
、
か
た
や
英
語
で
書
か
れ
、
か
た
や
ベ
ン
ガ
ル
語
で
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
両
者
に
は
、「
だ
れ
に

向
け
て
」
書
か
れ
た
か
と
い
う
点
で
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

7
　
渋
沢
栄
一
は
、
実
業
家
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
関
係
者
を
集

め
て
組
織
さ
れ
て
い
た
帰
一
協
会
の
世
話
人
と
し
て
タ
ゴ
ー
ル
と
接
触
し
た
よ
う
で
あ

る
。
渋
沢
は
の
ち
の
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
訪
問
の
際
に
も
会
食
な
ど
を
催
し
て
い
る
。
日

本
女
子
大
設
立
者
の
成
瀬
仁
蔵
も
帰
一
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
渋
沢
と
と
も
に
タ
ゴ
ー

ル
を
訪
ね
て
い
る
。

8
　
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
に
先
立
ち
、
七
月
二
日
の
慶
應
大
学
講
演
の
の
ち
、
日
本
女
子

大
学
を
訪
れ
、
詩
篇
の
朗
読
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
軽
井
沢
の
三
泉
寮
に
招

か
れ
、
八
月
十
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
滞
在
し
（
宿
泊
し
た
の
は
三
井
三
郎
助
氏
の

別
荘
。
三
井
別
邸
と
も
）、
ほ
ぼ
連
日
講
義
を
行
っ
た
。

9
　Pram

ath C
haudhuri 

（1868-1946

）. 

も
と
も
と
英
国
に
留
学
し
、
弁
護
士
資
格

を
取
得
し
た
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
が
の
ち
に
文
学
に
転
じ
、B

irbar

の
筆
名
で
多
く
の
作

品
を
残
し
た
。

10
　
例
え
ば 

［M
aitra 1961

］
な
ど
は
、
こ
う
し
た
書
簡
集
を
文
学
的
著
作
と
し
て
扱

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

11
　［Thakur 1881

］（
ペ
ー
ジ
記
載
な
し
）

12
　
タ
ゴ
ー
ル
か
ら
プ
ロ
モ
ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ
へ
の
手
紙
。［Thakur 1945: 213-4

］

13
　［Thakur 1919: 14-5

］『
日
本
紀
行
者
』
に
は
森
本
達
雄
氏
に
よ
る
日
本
語
訳
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
解
説
の
都
合
上
か
ら
、
以
下
す
べ
て
筆
者
が
あ
ら
た
め
て
訳
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

14
　ibid., p.90.

15
　
タ
ゴ
ー
ル
以
外
に
旅
行
記
の
タ
イ
ト
ル
に
「
旅
行
者
（yatri

）」
を
用
い
た
例
が
な

い
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
「
旅
行
」
も
し
く
は
「
紀
行
」
を
意
味
す
るyatra

も
し

く
はbhram

an

が
用
い
ら
れ
る
。

16
　［Thakur 1919: 48

］
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17
　ibid., p.13. 

18
　
こ
の
部
分
は
ベ
ン
ガ
ル
で
長
ら
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
ラ
ー
ダ
ー
と
ク
リ
シ
ュ
ナ
の

逸
話
を
想
起
さ
せ
る
。
ラ
ー
ダ
ー
は
牧
女
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ

ナ
と
恋
に
落
ち
る
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
笛
の
音
を
聞
く
と
、
ラ
ー
ダ
ー
は
い
て
も
た
っ
て

も
い
ら
れ
な
く
な
り
、
外
へ
と
彷
徨
い
出
る
の
で
あ
る
。

19
　［Thakur 1919: 42-3
］

20
　ibid., p.43.

21
　ibid., p.28.

22
　ibid., p.62.

23
　ibid., p.78.

24
　ibid., pp.78-9.

25
　ibid., p.80.

26
　
例
え
ば
タ
ゴ
ー
ル
は
道
で
車
や
自
転
車
が
ぶ
つ
か
っ
て
も
騒
ぎ
に
な
ら
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
子
供
は
泣
か
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述

は
今
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
筆
者
も
一
度
な
ら
ず
日
本
の
子
供
は
本
当
に
泣
か

な
い
の
か
と
訊
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
は
多
少
大
げ
さ
で
は
あ
る
も
の

の
、
イ
ン
ド
と
比
較
し
て
日
本
が
非
常
に
静
か
で
落
ち
着
い
て
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
理
解
で
き
る
。

27
　
タ
ゴ
ー
ル
が
『
茶
の
本
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
に
記

述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
岡
倉
の
著
作
、『T

he Ideal of the E
ast

（
東

洋
の
理
想
、1903

）』、『T
he A

w
akening of Japan （

日
本
の
目
覚
め
、1904

）』、『T
he 

B
ook of Tea

（
茶
の
本
、1906

）』
は
、
そ
の
一
部
が
イ
ン
ド
で
書
か
れ
、
ま
た
岡
倉

が
タ
ゴ
ー
ル
家
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
時
ベ
ン
ガ
ル
の
知
識
人
の
間
で

よ
く
読
ま
れ
て
い
た
。
翻
っ
て
こ
の
著
作
の
日
本
語
訳
は
ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
か
ら

現
れ
（
例
え
ば
『
茶
の
本
』
の
日
本
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
）、

日
本
の
読
書
人
に
は
あ
ま
り
親
し
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

28
　
日
露
戦
争
時
に
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
の
詩
型
を
用
い
て
三
篇
の
短
詩
を
発
表
し
て
い

る
。［Thakur 1905

］ 

29
　
同
時
期
に
日
本
を
訪
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
人
の
紀
行
文
に
も
混
浴
の
習
慣
に
つ
い
て
の

記
述
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
そ
れ
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
前
近
代
的
な
風
習
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。［G

hosh 1910

］

30
　
タ
ゴ
ー
ル
は
原
邸
で
、
当
時
原
氏
の
手
元
に
あ
っ
た
大
観
の
「
五
柳
先
生
」
お
よ

び
「
湘
庭
秋
月
」、
観
山
の
「
弱
法
師
」
お
よ
び
「
魔
障
図
」
を
鑑
賞
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
弱
法
師
」
は
と
り
わ
け
タ
ゴ
ー
ル
の
気
に
入
り
、

の
ち
に
荒
井
寛
方
に
模
写
を
依
頼
、
寛
方
は
そ
れ
を
携
え
て
イ
ン
ド
に
渡
っ
た
。
こ
の

模
写
に
よ
る
「
弱
法
師
」
は
現
在
も
ビ
ッ
シ
ョ
・
バ
ロ
テ
ィ
大
学
（
タ
ゴ
ー
ル
の
設
立

し
た
大
学
。
現
在
は
国
立
大
学
）
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

31
　［Thakur 1919: 93

］

32
　ibid., p.97.

33
　ibid., pp.99-100.

34
　ibid., pp.100-101.

35
　ibid., pp.105-6. 

36
　ibid., p.106.

37
　ibid., p.111.

38
　ibid., p.113.

39
　
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
私
信
に
お
い
て
「
わ
た
し
は
こ
の
国
の
人
々
が
岡
倉
の
価
値
を

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
驚
い
た
。
こ
の
事
実
は
彼
ら
の
偏
狭
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
へ
来
て
か
ら
わ
た
し
は
多
く
の
重
要
な
人
物
に
会
っ
た
が
、
岡
倉
の
よ
う
な
天
才
を

持
つ
者
は
ひ
と
り
と
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。［Thakur 1916: 321

］ 

ち
な

み
に
、
タ
ゴ
ー
ル
と
親
交
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
野
口
米
次
郎
に
関
し
て
も
、
手
紙
類
を
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含
め
て
タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
に
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
出
て
こ
な
い
。

40
　
タ
ゴ
ー
ル
来
日
時（
一
九
一
六
年
）の『
新
潮
』七
月
号
に
は
文
壇
十
八
人
に
よ
る「
如

何
に
タ
ゴ
ー
ル
を
見
る
乎
」
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
夏
目
漱
石
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の

文
学
者
の
反
応
は
お
お
む
ね
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。

41
　［
海
老
名 
一
九
一
六: 

二
〇
―
一
］

42
　［
秋
田  
一
九
五
三
］

43
　［
島
崎 

一
九
六
七: 

十
五
―
六
］『
海
へ
』
は
始
め
一
九
一
七
年
、
中
央
公
論
に
発

表
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
藤
村
の
渡
欧
の
理
由
に
は
、
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

個
人
的
な
も
の
が
多
分
に
あ
っ
た
。

44
　ibid., p.278.

45
　［
鈴
木 

一
九
六
一: 

五
］
鈴
木
は
一
九
一
六
年
ま
で
東
大
で
も
講
師
を
務
め
て
い
た

の
で
、
東
大
講
演
を
聞
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

46
　 ［
川
端 

一
九
八
二
二: 

三
九
七
］ 

ハ
ワ
イ
大
学
で
の
一
九
六
九
年
五
月
十
六
日
の
講

演
。

47
　ibid., p.396. 

こ
の
部
分
の
川
端
の
講
演
は
五
月
一
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な

お
、
こ
こ
に
あ
る
最
初
の
引
用
部
分
は
一
九
二
九
年
来
日
時
の
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
「
東

洋
文
化
と
日
本
の
使
命
」
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
ス
ピ
ー
チ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
岡
倉

天
心
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
。「
日
本
は
」
以
下
の
引
用
部
分
は

一
九
一
六
年
の
慶
応
大
学
で
の
講
演“The Spirit of Japan”

よ
り
。

48
　ibid., p.387. 

タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
の
引
用
は
同
じ
く“The Spirit of Japan”

よ
り
。

49
　ibid., p.413. 

こ
こ
で
の
引
用
も“The Spirit of Japan”

か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
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追
記
）
こ
こ
で
扱
っ
た
『
日
本
旅
行
者
』
は
、
今
年
度
本
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ベ
ン

ガ
ル
学
会
の
発
表
論
題
で
も
あ
り
、
事
実
関
係
等
に
お
い
て
内
容
的
に
重
な
っ
て
い
る

部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
一
方
は
ベ
ン
ガ
ル
人
を
中

心
と
し
た
学
会
参
加
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
（
英
文
）、
一
方
は
日
本
人
に
向
け
て

書
か
れ
た
も
の
（
和
文
）
と
し
て
そ
の
主
旨
と
論
の
方
向
性
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

筆
者
は
来
日
百
周
年
記
念
と
し
て
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
の
新
訳
を
来
年
出
版
す
る

予
定
で
あ
る
。


