
板

前

仁

義

あ

ん

べ

え

「あ
ん
べ
え
、
ど
う
だ
い
」
、

「う
ん
、
ち

っ
た
あ
、
い
い
」
。

こ
れ
は

「身
体
の
調
子
は
、
ど
う
か
」
、

「え
え
、
少
し
は
よ
く

な

っ
た
」
と
い
う
対
話
の
土
語
で
あ
る
こ
と
御
存
知
の
通
り
。
あ

ん
ば
い

（塩
梅
）
は
、
こ
の
よ
う
に
、
調
子
と
か
具
合
い
、
ま
た

は
加
減
に
通
ず
る
言
葉
で
あ
る
。

塩
梅
が
も

っ
と
具
体
性
を
帯
び
る
と
、
塩
梅
加
減
と
な
る
。
加

減
は
プ
ラ
ス
と

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。　
マ
イ
ナ
ス
の
方
は

「脳
タ
リ

ン
」
の
如
く
使
わ
れ
て
、　
一
般
に
警
戒
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ス
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の
方
は
、
あ
ま
り
気
に
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

孔
子
も
過
剰
の
不
合
理
に
目
を
つ
け
て
、

「過
ぎ
た
る
は
、
猶
お

及
ば
ぎ
る
が
ご
と
し
」

（論
語
、
先
進
）
と
警
告
を
発
し
、
さ
ら

に
、
過
を
誤
の
意
に
用
い
て
、
「過
を
試
せ
ず
」

（同
上
、
尭
也
）

と
か
、
「過
ち
て
は
、
則
わ
ち
改
む
る
に
弾
る
こ
と
勿
れ

（同
上
、

子
牢
）
な
ど
と
注
意
し
て
い
る
。

こ
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
か
ね
あ
い
と
い
う
も
の
は
、
た
い

へ
ん
む
ず
か
し
い
も
の
で
、
そ
れ
が
程
よ
く
ゆ
く
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。
過
不
足
を
計
る
に
は
、
そ
れ
を
料

る
枡
が
あ
っ
て
、
こ
の
枡
が
正
確
で
、
そ
の
上
、
枡
目
を
正
し
く

す
る
人
間
の
心
掛
け
が
重
要
で
あ
る
。
孔
子
が
喜
て
季
子
に
仕
え

て
い
た
時
の
仕
事
ぶ
り
が
、

「料
量
、
平
か
な
り
」

（史
記
）
の

士
口

田

士
口

之

助

「

国

-1-



語
句
を
似
て
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、過
不
足
な
し
、
と
い
う
こ

と
で
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
が
均
衡
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で

あ
る
。

塩
梅
の
語
は
、
も
と
、
料
理
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
塩
は
塩

の
味
、
梅
は
酢
の
味
を
い
う
。
味
に
は
、
以
上
の
鹸
共
塩
）
と
酸

（酢
）
の
二
味
の
ほ
か
、
苦
い
辛
い
甘
い
の
三
味
が
あ
り
、
こ
れ

を
加
え
て
五
味
と
な
る
。
料
理
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
五
味
の
調

和
を
整
え
、
老
若
男
女
、
相
手
の
あ
ん
べ
え
を
考
え
、
春
夏
秋
冬

の
旬
や
、
材
料
の
出
来
加
減
を
考
慮
に
入
れ
て
つ
く
る
も
の
で
あ

る
。
つ
く
り
加
減
を
列
挙
す
れ
ば
、
干
し
加
減
、
切
り
加
減
、
漬

け
加
減
、
茄
で
加
減
、
煮
加
減
、
焼
き
加
減
、
炒
り
加
減
、
揚
げ

加
減
、
冷
や
し
加
減
、
爛
加
減
、
盛
り
加
減
、
出
し
加
減
と
な
る
。

さ
ら
に
、
す
す
め
加
減
、
引
き
加
減
の
ほ
か
、
料
理
店
で
は

「取

り
加
減
」
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
加
減
が
イ

イ
カ
ゲ
ン
だ
と
、
料
理
店
の
経
営
は
具
合
い
が
悪
く
な
る
。

料
理
と
い
う
字
は
、
料
り
理
め
る
と
読
む
。
お
さ
め
る
と
い
う

こ
と
は
、
食
べ
た
も
の
が
胃
の
腑
に
お
さ
ま
る
ば
か
り
で
な
く
、

気
が
お
さ
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勘
定
が
法
外
だ
と
、
胃
が

ム
カ
つ
い
て
、
吐
き
気
を
も
よ
う
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ

と
の

一
切
を
宰
領
す
る
の
が
、
料
理
屋
の
子
主
で
、
一テ
主
が
女
の

場
合
は
、
特
に
女
将
と
、
将
を
つ
け
て
敬
称
す
る
の
が
習
わ
し
で

あ
る
。

小

魚
　
の

一
国
の
大
臣
を
宰
相
と
称
ぶ
。
宰
は
、
つ
か
さ
ど
る
だ
障
鋤
鶏

り
す
る
、
お
さ
め
る
の
意
で
あ
る
。

こ
こ
に
掲
げ
た

「塩
梅
宰
相

か
棒
」
は
大
養
木
堂

（名
、
毅
、　
一
棘
五
五
）
の
書
で
あ
る
。
昭
和

二
年
、
時
の
政
友
会
総
裁
田
中
義

一
大
将
は
内
閣
総
理
大
臣
と
し

て
国
政
を
宰
ど

っ
て
い
た
が
、
そ
の
侵
略
的
色
彩
を
帯
び
た
武
弁

政
策
に
対
し
、
党
人
派
の
大
養
氏
は
甚
だ
不
満
で
あ

っ
た
。
特
に

満
洲
某
重
大
事
件

（張
作
霧
爆
死
事
件
）
に
つ
い
て
は
、
親
支
派

の
大
養
氏
た
ち
は
憤
懸
や
る
か
た
な
か
っ
た
。
田
中
内
閣
が
こ
の

事
件
で
瓦
解
し
、
犬
養
氏
は
や
が
て
政
友
会
総
裁
と
な
り
、
昭
和

六
年
組
閣
し
た
が
、
翌
昭
和
七
年
、
海
軍
々
人
の
襲
撃
に
あ
い
、

「話
せ
ば
、
わ
か
る
」
の

一
語
を
残
し
て
凶
刃
に
斃
れ
た
。
こ
れ

が
五

。
一
五
事
件
で
あ
る
。

そ
う
な
る
前
、
野
に
い
た
大
養
木
堂
は
、
昭
和
二
年
十

一
月
八

日
、
当
時
、
日
比
谷
に
あ
っ
た
山
水
楼
に
来
て
食
事
を
し
た
。
そ

の
時
、
店
主
の
宮
田
武
義
氏
に

「塩
梅
宰
相
之
材
」
と
書
き
与
え

た
。
そ
し
て
、
宮
田
さ
ん
に
、

「
田
中
宰
相
の
塩
梅
の
悪
さ
に
く

ら
べ
て
、
山
水
楼
の
料
理
の
塩
梅
は
申
分
が
な
い
」
と
、
賞
讃
の

言
葉
を
も
ら
し
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
木
額
は
、
そ
の

′尋て、
に

方だ
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時
の
色
紙
の
字
を
放
大
し
て
刻

っ

た
も
の
で
あ
る
。
梅
と
相
と
材
、

そ
れ
に
木
堂
が
加
わ

っ
て
、
木
額

に
は
似
合
い
の
文
句
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
料
理
の
塩
梅
は

政
治
の
塩
梅
に
通
じ
、
特
に
大
臣

宰
相
に
は
必
須
の
語
で
あ
る
。
老

子
に

「大
国
を
治
む
る
は
、
小
鮮

を
烹
る
が
若
し
」
の
句
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
国
を
治
め
る
の
は
、

小
ざ
か
な
を
料
理
す
る
よ
う
な
も

の
で
、
細
心
の
注
意
を
必
要
と
す

る
、
の
意
で
あ
り
、
政
治
と
割
烹

と
そ
の
要
領
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
一不
唆
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ

け
で
、
料
理
人
が
そ
の
腕
を
政
治

に
反
映
さ
せ
た
り
、
発
揮
し
た
例

は
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
中

国
に
は
沢
山
あ
る
。
日
本
で
こ
の

こ
と
に
気
の
つ
い
た
政
治
家
は
、

犬
養
木
堂
の
ほ
か
木
下
謙
次
郎
な

ど
僅
か
な
人
た
ち
に
と
ど
ま
る
で

あ
ろ
う
。

馬

鹿

と

利

口

近
頃
、
土
建
屋
の
親
分
が
総
理

大
臣
に
な

っ
た
と
て
、
日
本
で
は

珍
ら
し
い
こ
と
と
、評
判
で
あ
る
。

こ
の
人
が
小
学
卒
で
、
大
学
を
出

て
い
な
い
こ
と
も
話
題
を
大
き
く

し
て
い
る
。
木
下
藤
吉
郎
が
土
農

か
ら
身
を
起
こ
し
、
羽
柴
秀
吉
と

な
り
、
天
下
を
と
っ
て
大
閤
秀
吉

と
な

っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な

こ
と
が
日
本
の
政
治
現
象
と
な

っ

て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
、
目
を
瞳

っ
て
い
る
の
が
今
の
日
本
の
人
た

ち
で
あ
る
。

近
代
の
日
本
で
は
、
灯
台
か
境

内
の
よ
う
な
国
立
大
学
で
勉
強
し

な
け
れ
ば

一
人
前
で
な
い
と
す
る

思
潮
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ

け
で
、
国
立
の
学
校

へ
志
望
者
が
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殺
到
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
吐
う
べ
き
現
象
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉

だ

っ
て
、
徳
川
家
康
だ

っ
て
、
国
立
の
大
学
を
出
た
わ
け
で
は
な

い
。
尾
形
光
琳
や
池
大
雅
が
国
立
の
美
術
大
学
を
出
た
と
い
う
こ

と
も
き
か
な
い
。
人
の
才
能
と
い
う
も
の
は
、
国
立
や
私
立
や
、

学
校
で
の
成
績
や
卒
業
証
書
な
ど
と
い
う
、
吹
け
ば
と
ぶ
よ
う
な

も
の
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

盗
賊
の
首
領
だ

っ
た
と
囀
さ
れ
た
蜂
須
賀
小
六
は
、
秀
吉
に
従

っ
て
武
功
を
立
て
る
と
、
阿
波

一
国
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
子

。
家

政
は
十
七
万
三
千
石
の
大
名
と
し
て
徳
島
城
に
お
さ
ま

っ
た
。
ま

た
、
石
田
三
成
だ

っ
て
、
子
供
の
時
の
茶
の
湯
加
減
と
茶
の
盛
り

加
減
と
で
、
羽
柴
秀
吉
に
取
り
立
て
ら
れ
、
佐
和
山
十
八
万
石
の

城
主
と
し
て
、
豊
臣
政
府
の
台
閣
に
列
し
た
。

黄

河

の

治

水

板
前
や
上
方
を
軽
く
見
る
傾
向
が
、
日
本
人
に
は
強
く
あ
る
。

だ
が
、
土
建
工
事
と
い
う
も
の
は

一
国
の
盛
衰
に
重
大
な
関
係
が

あ
る
。
中
国
の
歴
史
は
関
の
治
水
か
ら
始
ま
り
、
中
原
の
安
定
は
、

秦
の
始
皇
帝
の
万
里
長
城
の
造
営
に
始
ま
る
こ
と
、
御
存
知
の
通

り
で
あ
る
。
黄
河
の
築
堤
も
長
城
の
築
造
も
上
方
の
所
業
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

中
国
は
関
域
の
別
名
が
あ
り
、
中
国
の
人
た
ち
は
自
国
を
中
夏

と
称
す
る
。
夏
は
高
か
ら
架
ｌｉ
に
い
た
る
十
七
代
四
百
七
十

一
年

間
の
中
国
最
初
の
王
朝
の
名
で
あ
る
。

黄
河
の
氾
濫
が
中
国
の
民
生
に
重
大
な
恐
威
を
与
え
て
い
る
こ

と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
高
は
初
め
尭
舜
に
仕
え
て
い
た
が
、
黄

河
治
水
の
功
に
よ
り
、
舜
か
ら
位
を
譲
ら
れ
て
、
天
子
の
位
に
つ

い
た
。
黄
河
の
川
筋
は
歴
史
を
通
じ
て
見
る
と
、
元
来
の
河
口
は

渤
海
湾
に
注
い
で
い
た
。そ
れ
が
金
の
大
定
年
間
の
氾
濫
決
壊
で
、

開
封
の
附
近
か
ら
南
流
し
て
淮
水
に
合
し
、
黄
海
に
注
い
だ
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
七
百
年
た
っ
た
清
の
威
豊
年
間
に
、
ま
た
流

れ
を
変
え
、
渤
海
湾
に
注
ぐ
よ
う
に
な

っ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い

る
。
そ
う
い
う
有
り
様
で
、
暴
威
を
ふ
る
う
黄
河
の
洪
水
は
、
萬

の
時
に
十
年
間
続
い
た
と
い
い
、
ま
た
八
年
間
続
い
た
と
も
い
う
。

高
が
舜
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
即
位
し
た
の
が
ＢＣ
ｉ
ｌ
Ｏ
五
年
だ
と

さ
れ
る
。
こ
れ
に
ＡＤ

一
九
七
二
年
を
加
え
る
と
、
四
千
余
年
と
な

る
。
い
ま
、
黄
河
の
大
小
の
決
壊
氾
濫
を
二
十
年
目
に

一
回
と
す

れ
ば
、
こ
の
四
十
世
紀
間
に
は
二
百
回
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

孟
子
は
高
の
功
績
を
讃
え
て
、

「
萬
、
旨
酒
を
悪
み
て
、
善
言

を
好
む
」
と
か
、

「
高
、
外
に
あ
る
こ
と
八
年
、
三
た
び
其
の
門

を
過
れ
ど
も
入
ら
ず
」
と
云

っ
て
い
る
。
黄
河
の
流
域
に
文
化
を

う
ち
樹
て
た
大
陸
民
族
に
と
っ
て
は
、
こ
の
天
災
を
防
衛
す
る
治

水
と
い
う
土
木
工
事
は
、
ま
さ
に
重
大
事
業
で
あ

っ
た
。
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万

里

の

築

城

そ
れ
と
並
ん
で
重
要
な
こ
と

は
、
北
方
民
族
の
侵
入
と
い
う

人
災
か
ら
免
が
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
万
里
長
城
に
よ

っ
た
。
春
秋
戦
国
時
代
の
覇
者

の
国
々
は
、
自
己
防
衛
の
方
策

と
し
て
、
早
く
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
に
廓
壁
を
つ
く

っ
て
い

た
。
ＢＣ
一
一
二

一
年
、
秦
の
始
皇

帝
が
天
下
を

一
統
す
る
と
、
そ

れ
ら
の
古
い
城
廓
を
整
理
統
合

し
て
増
改
築
し
　
離
奴ど
な
ど
北

方
騎
馬
民
族
の
侵
入
に
備
え
た
。

こ
こ
に
掲
げ
た
理大
下
第

一
関
」

は
山
海
関
の
題
額
の
拓
で
あ
る
。

秦
以
後
、
北
方
民
族
の
消
長
に

応
じ
て
、
長
城
は
幾
た
び
か
変
貌
を
見
た
が
、
天
下
第

一
関
、
つ

ま
り
山
海
関
を
長
城
の
出
発
点
と
し
た
の
は
、
東
晋
に
王
）義
之
が

出
た
南
北
朝
の
頃
と
す
る
の
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
題
字
の
書
者
は
王
義
之
で
あ
る
、
と
い
う
伝
説
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
明
代
の
王
義
之
の
流
派
の
人
の
手
に
な
る
も
の
と
見
る
の

が
正
し
い
と
思
う
。

さ
て
、
長
城
は
二
千
年
以
上
に
亘

っ
て
、
よ
く
北
方
民
族
の
侵

入
を
防
い
で
来
た
が
、
時
と
し
て
、
金
が
侵
入
し
て
北
宋
を
滅
ぼ

し
、
元
が
南
宋
を
滅
ぼ
し
、
清
が
明
に
と

っ
て
代
る
よ
う
な
こ
と

も
あ

っ
た
。
が
、
長
城
は
お
お
む
ね
、
中
国
文
明
を
保
全
す
る
効

果
を
示
し
て
来
た
。
土
方
や
人
足
輩
の
力
は
、
中
国
の
歴
史
を
支

え
て
来
た
礎
石
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
保
全
さ
れ
て
来
た
中
国
社
会
の
運
営
に
、
キ

メ
細
か
い
政
治
的
貢
献
を
し
て
来
た
の
は
、
塩
梅
の
法
に
徹
し
た

板
前
風
情
の
面
々
で
あ

っ
た
。

板

一削
　
列
　
伝

こ
こ
に

「伊
ヂ
、
鼎
を
負
う
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
前
述
、
夏

王
朝
の
十
七
代
目
に
条
王
と
い
う
唐
変
木
が
あ
ら
わ
れ
、
悪
政
の

限
り
を
つ
く
し
た
。
そ
の
時
、
夏
の
諸
侯
の

一
人
で
あ
っ
た
成
湯



と
い
う
人
に
目
を
つ
け
た
の
が
伊
ヂ
と
い
う
料
理
人
で
あ

っ
た
。

伊
ヂ
は
成
湯
に
コ
ネ
を
つ
け
る
べ
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
と
っ
た

が
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

一
策
を
案
じ
、
鼎
を
か
つ
い
で
成

湯
の
邸
に
日
参
し
、
つ
い
に
志
を
達
し
て
、
そ
こ
の
板
前
と
な

っ

て
住
み
込
む
こ
と
が
出
来
た
。
伊
ヂ
の
考
え
は
、
う
ま
い
も
の
を

作

っ
て
成
湯
に
食
べ
さ
せ
、
次
第
に
お
近
づ
き
に
な
ろ
う
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
は
、
見
事
あ
た
っ
て
、
伊
ヂ
は
成
湯

の
側
近
の

一
人
と
な

っ
た
。
次
第
に
、
成
湯
は
伊
ヂ
の
一膏
つ
が
ま

ま
に
従
う
よ
う
に
な
り
、つ
い
に
築
工
を
誅
し
、
夏
を
滅
ぼ
し
て
、

殷
の
天
下
を
う
ち
建
て
た
。
孟
子
に

「伊
ヂ
、
湯
を
相
け
て
、
以

て
天
下
に
王
た
ら
し
む
」
と
あ
る
。
か
く
て
、
万
民
は
夏
条
の
暴

政
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
国
の
歴
史
は
殷
王
朝
の
成

立
期
を
も

っ
て
、
伝
説
時
代
か
ら
離
脱
し
て
史
実
の
時
代
に
入
る

も
の
と
す
る
。
ま
こ
と
に
、
中
国
の
歴
史
の
夜
明
け
は
伊
ヂ
の
料

理
の
手
腕
に
よ
っ
て
開
幕
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
荘
子
に

「庖
丁
道
」
の
話
が
あ
る
。
戦
国
時
代
の
魏
の

国
に
文
恵
君
と
い
う
殿
様
が
い
た
。
あ
る
日
、
厨
房
に
あ
ら
わ
れ

て
、
庖
丁

（板
前
）
の
牛
を
割
く
さ
ま
を
見
て
い
た
。
板
前
の
態

度
が
立
派
で
、
刀
の
使
い
方
が
節
度
に
か
な

っ
て
い
る
の
に
感
心

し
て
、

「技
も
か
く
ま
で
上
達
す
れ
ば
立
派
な
も
の
だ
」
と
、
感

歎
の
声
を
発
し
て
賞
め
た
。
す
る
と
板
前
氏
は
、
か
た
わ
ら
に
刀

を
置
き
、
殿
様
の
前
に
進
み
出
て
云
う
に
は
、

「私
の
志
ざ
し
て

好
き
で
、
黄
帝
老
子
荘
子
を
勉
強
し
て
い
た
。
そ
の
頃
、
庖
丁
道

に
志
ざ
し
て
い
た
彼
は
、
村
の
宴
会
で
肉
の
料
理
を
作

っ
て
出
し

た
と
こ
ろ
、
父
老
た
ち
が
感
心
し
て
、

「陳
君
の
肉
の
切
り
方
は

均
等
で
、
こ
れ
は
見
上
げ
た
も
の
だ
」
と
い
っ
て
賞
め
た
。
す
る

と
、
陳
平
が
胸
を
張
り
、

「俺
を
し
て
、
天
下
に
宰
た
ら
し
め
ば
、

こ
の
肉
の
如
く
、
天
下
を
公
平
に
治
め
る
で
あ
ろ
う
」
と
云

っ
た

と
い
う
。
そ
う
い
う
自
信
を
も

っ
て
陳
平
は
精
進
し
、
つ
い
に
楚

の
項
羽
に
見
出
さ
れ
て
、
諸
侯
に
ま
で
列
し
た
が
、
後
、
漢
の
高

祖
に
帰
し
た
。
や
が
て
、
漢
の
丞
相
と
な
り
、
恵
帝
か
ら
少
帝
、

文
帝
を
補
け
て
仁
政
を
ひ
か
せ
、
つ
い
に
呂
氏
の
乱
を
平
げ
て
、

漢
の
天
下
を
泰
山
の
安
き
に
お
い
た
。
こ
の
漢
は
前
後
両
漢
を
通

じ
て
、
四
百
余
年
の
久
し
き
に
亘

っ
て
中
国
を
ま
と
め
た
が
、
そ

の
政
治
の
流
れ
の
中
に
、
漢
初
の
丞
相
陳
平
の
均
肉
の
精
神
が
貫

流
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

腕

らゝ

鼎
な
ど
の
料
理
道
具
を
し
ょ
っ
て
、
成
湯
家
に
住
み
つ
い
た
コ

ッ
ク
の
伊
ヂ
が
、
ど
ん
な
料
理
を
作

っ
た
か
、
そ
の
献
立
や
料
理

た
ビ
つ
い
て
の
記
録
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
詳
述
は
で
き
な

い
が
、
お
そ
ら
く
、献
立
に
目
黒
の
サ
ン
マ
な
ど
を
採
り
入
れ
て
、

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
道
で
し
て
、
技
な
ど
と
い
う
ケ
チ
な
も
の

で
は
ご
ざ
ん
せ
ん
。
道
と
い
う
も
の
は
技
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に

進
ん
だ
も
の
で
ご
ざ
ん
す
」
と
い
い
、
さ
ら
に
語
を
継
い
で
、
自

分
の
牛
を
さ
く
刀
の
使
い
方
に
つ
い
て
の
詳
し
い
講
釈
を
殿
様
に

聞
か
せ
る
の
で
あ

っ
た
。
き
き
終

っ
た
殿
様
は

「
よ
く
わ
か
っ
た
、

今
日
は
養
生
の
道
に
つ
い
て
、い
い
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
」

と
、
感
じ
い
る
の
で
あ

っ
た
。
料
理
道
は
養
生
道
に
も
通
じ
、
政

治
道
に
も
通
じ
、
柔
道
に
も
通
じ
て
い
る
。
日
本
柔
道
の
創
始
者

嘉
納
治
五
郎
先
生
は
進
乎
斎
と
号
し
た
。
こ
れ
は
庖
丁
の
言
葉
の

「進
乎
技
夫
」
か
ら
採

っ
た
も
の
で
あ
る
。

諸
橋
轍
次
先
生
書

さ
て
、
そ
の
次
に
、
漢
の
陳
平
の

「均
肉
」
の
話
が
あ
る
。
陳

平
は
若
い
頃
に
は
貧
乏
で
、
嫁
に
な
り
手
が
な
か
っ
た
。
読
書
が

腕
に
よ
り
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

魏
の
文
恵
君
の
と
こ
ろ
に
い
た
板
前
氏
の
牛
の
さ
ば
き
方
に
つ

い
て
は
、
荘
子
に
記
録
が
残

っ
て
い
る
。
手
の
振
り
ぐ
あ
い
、
身

の
動
か
し
方
に
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
そ
の
リ
ズ
ム
は

「桑
林
の
舞
に

合
し
、
経
首
の
会
に
中
る
」
と
し
て
あ
る
。
桑
林
の
舞
と
い
う
の

は
、
伊
ヂ
の
料
理
を
か
み
し
め
、
そ
の
味
の
わ
か
っ
た
湯
王
の
作

と
さ
れ
る
曲
舞
の
名
で
あ
る
。
経
首
と
い
う
の
は
、
古
い
時
代
の

聖
帝
尭
の
作

っ
た
音
楽
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
古
代
中
国
の
政
治

は
尭
舜
か
ら
高
に
つ
が
れ
、
唐
変
木
の
条
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
湯

王
が
こ
れ
に
代
り
、
そ
の
末
に
脳
タ
リ
ン
の
村
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、

周
の
武
王
こ
れ
に
代
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
六
芸
の

一
つ
に

楽
が
あ
る
が
、
音
楽
の
調
子
の
基
盤
を
な
す
も
の
は
味

で
あ
り
、

味
を
生
み
出
す
も
の
は
、
料
理
の
腕
で
あ
り
、
塩
梅
で
あ
ろ
う
。

魏
の
板
前
氏
は
、

「世
の
中
で
料
理
の
上
手
と
い
わ
れ
る
者
で

も
、
年
に

一
度
は
刀
を
か
え
る
。
ま
し
て
、
下
手
な
奴
に
な
る
と
、

月
に

一
丁
だ
め
に
し
て
し
ま
う
。
手
前
は
こ
の
刀
で
何
千
頭
の
牛

を
さ
ば
い
た
こ
と
か
。
も
う
、
十
九
年
間
使

っ
て
い
る
が
、
刃
こ

ぼ
れ

一
つ
し
て
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
庖
丁
と
い
う
称
び

名
は
、
コ
ッ
ク
、
板
前
の
こ
と
で
、
も
と
も
と
は
料
理
人
の
称
だ

っ
た
も
の
が
、
そ
の
庖
丁
が
あ
ま
り
に
刀
の
使
い
方
が
上
手
だ

っ

た
の
で
、
つ
い
に
日
本
で
は
、
刀
そ
の
も
の
を
庖
丁
と
称
ぶ
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
荘
子
は
、
仕
事
は
な
ん
で
も
無
理
を
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せ
ず
に
、
道
に
か
な

っ
て
や
る
の
が
い
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

漢
の
陳
平
は
、
こ
の
老
荘
の
道
を
学
び
と
っ
て
、
均
肉
の
法
を

体
得
し
、

「天
下
を
均
し
く
治
め
る
」
経
綸
を
あ
み
だ
し
た
。
も

し
、
陳
平
が
漢
に
帰
さ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
漢
は
呂
氏
の

乱
に
よ
り
、
僅
か
三
代
で
滅
び
、
天
下
は
再
び
騒
乱
に
陥
い
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
で
は
残
念
な
が
ら
料
理
人
が
大
臣
に
な

っ
た
こ
と
を
聞
か

な
い
。
近
来
に
な
っ
て
も
、
板
前
風
情
が
と
か
、
コ
ッ
ク
の
分
際

で
と
か
、
蔑
す
み
の
思
潮
が
依
然
と
し
て
消
え
て
い
な
い
。
だ
が
、

河
原
乞
食
が
テ
レ
ビ
の
お
か
げ
で
芸
能
家
と
な

っ
た
今
日
で
は
、

板
前
の

一
部
が
先
生
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
母
胎
の
料
理
店
の
方
は
相
か
わ
ら
ず
、
水
商
売
と
か
道
楽
商
売

と
か
よ
ば
れ
、
卑
し
む
傾
向
は
絶
え
な
い
。

そ
れ
故
か
、
こ
の
経
済
大
国
の
大
消
費
時
代
に
、
法
律
は
料
理

店
だ
け
に
特
別
の

「料
理
飲
食
税
」
な
る
も
の
の
徴
税
義
務
を
課

し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
過
渡
的
な
奢
修
税
だ

っ
た
こ
の
税
が
、

敗
戦
の
貧
乏
国
か
ら
経
済
大
国
に
な
り
、
さ
ら
に
福
祉
文
化
国
家

に
発
展
し
よ
う
と
い
う
今
日
ま
で
存
置
さ
れ
、
相
も
か
わ
ら
ず
水

商
売
に

「関
所
」
を
兼
ね
さ
せ
て
、
客
を
い
ち
い
ち
吟
味
さ
せ
て

い
る
。
そ
ん
な
弱
い
者
い
じ
め
を
恥
と
も
し
な
い
政
治
家
の
神
経

が
お
か
し
い
。

０

「鳥
合
の
衆
」

飲
食
店
は
無
組
織
の
、
い
わ
ば
鳥
合
の
衆
で
あ
る
。
現
代
の
政

治
の
手
は
組
織
な
き
と
こ
ろ
に
は
指
向
さ
れ
な
い
。
保
守
は
資
本

組
織
に
結
合
し
、
革
新
は
労
働
の
組
織
に
結
合
す
る
。
浮
き
草
の

如
き
浮
動
票
の
大
部
は
、
こ
の
鳥
合
の
衆
が
占
め
て
い
る
。
棄
権

の
大
部
は
こ
の
部
分
に
あ
る
。
料
理
に

「
か
く
し
味
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
政
治
家
た
る
者
は
こ
の
味
を
味
得
す
べ
き
で
あ
る
。

日

「無
形
文
化
財
」

浪
費
と
贅
沢
を
区
別
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ゼ
イ
タ
ク
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
、
戦
時
中
の
妄
念
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
い
ま
ど
き
、
九
百
円
ぐ
ら
い
な
食
事
代
金
が
奢
移
贅
沢
と
見

な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
国
民
経
済
に
害
毒
を
流
す

敵
で
ぁ
る
か
ど
う
か
。
特
に
手
作
り
の
貴
重
さ
を
確
認
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
ペ
ロ
リ
平
げ
る
料
理
だ

っ
て
、
無
形
文
化
財
と

し
て
の
資
格
は
充
分
に
あ
る
。

０

「遊
興
飲
食
」

飲
食
は
遊
興
で
は
な
い
。
極
道
↓
放
蕩
Ｉ
遊
興
↓
慰
安
↓

レ
ジ

ャ
ー
の
系
列
に
、
飲
食
が
列
す
る
も
の
と
考
え
る
の
が
ふ
ま
じ
め

で
あ
る
。
こ
の
糞
味
嗜
混
肴
の
考
え
方
は
、
都
会
地
の
飲

食

店

関ま

守 )

の

論 允

陣 ヵ

‘
　
“
ｌｉ
リ

（そ
の
大
部
分
は
飯
屋
）
の
大
か
た
を
実
体
不
明
の
ど

っ
ち
つ
か

ず
の
も
の
に
追
い
や
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
を

一
代
交
配
雑
種
と

い
う
。
中
国
の
め
し
屋
が
世
界
の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡

っ
て
い
る

の
に
、
日
本
の
飲
食
店
が
こ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
、
何
処
の
国

へ

出
か
け
て
行
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

側

「月
と
六
ペ
ン
ス
」

め
し
屋
と
高
級
店
の
見
境
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
会
社

の
経
費
と
し
て
支
払
わ
れ
る

一
食

一
万
円
也
の
高
級
料
理
代
と
、

源
泉
税
差
し
引
き
の
月
給
の
手
取
り
額
か
ら
支
払
わ
れ
る
千
円
の

め
し
代
と
は
、
同
日
に
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
あ
れ
は
月
で

い
胸
」
は
】
卿
獣
摯
け
】
章
い
¨
味
脇
膨
げ
崚
嚇
「
わ
一
馳
ｍ
雌

を
誇
り
と
し
、
ド
は
い
よ
い
よ
ミ
ミ
ッ
チ
く
、
安
易
の
功
利
を
旨

と
す
る
。

０

「粗
食
と
美
徳
」

日
本
は
有
史
以
来
の
粗
食
時
代
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
家
畜

と
同
じ
に
、
カ
ロ
リ
ー
ば
か
り
計
算
し
て
、
人
間
を
つ
ち
か
う
滋

味
の
よ
う
な
、
数
字
に
あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
を
無
視
し
て
い
る
。

孟
子
は
、
熊
掌
と
魚
と
、
い
づ
れ
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
に
は
、
自
分
は
熊
掌
を
と
る
、
と
云

っ
て
い
る
。
論
語
の

「
疏

食
を
飯
い
、
水
を
飲
み
、
肱
を
曲
げ
て
之
を
枕
と
す
。
楽
し
み
亦

た
そ
の
中
に
在
り
」

（述
而
）
も
、
粗
食
を
讃
美
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。

「亦
就
ナ

じを
味
読
す
れ
ば
、
よ
く
わ
か
る
。
日
本
の
「武

士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
も
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
理
解
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
美
徳
の
曲
解
を
基
盤
と
し
て
、
粗
食
を

勧
奨
す
る
よ
う
な
、
物
の
考
え
方
を
支
持
し
て
い
る
の
が
料
理
飲

食
税
で
あ
る
。

因

「
エ
ン
ゲ
ル
係
数
」

ド
イ
ツ
の
経
済
学
者

エ
ン
ゲ
ル

（
一
Ｍ
Ｆ
τ

は

「食
物
の
た
め

の
支
出
が
総
支
出
に
占
め
る
割
合
は
、
家
族
が
貧
し
い
ほ
ど
大
き

く
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
「家
計

の
食

費
の
割
合
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、
家
庭
は
ゆ
た
か
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
の

「
ベ
ル
ギ
ー
労
働
者

家
族
の
生
活
費
」
に
関
す
る
彼
の
統
計
の
結
論
で
あ
り
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
今
日
の
文
化
国
家
に
当
て
は
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

百
年
も
前
の
ベ
ル
ギ
ー
の
労
働
者
の
食
費
は
生
存
費
用
で
あ
り
、

今
日
の
日
本
の
そ
れ
は
文
化
費
用
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て

も

エ
ン
グ
ル
ス
に
つ
い
て
も
、
こ
の
点
の
読
み
が
浅
い
。
論
語
と

同
じ
く
も

っ
と
深
い
読
み
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か

ら
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
か
ら
、　
一
万
円
の
全
身

美
容
に
出
か
け
る
女
性
が
い
る
。
こ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
の
理
論
を
以

て
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
裕
福
な
こ
と
に
な
る
。
食
い
物
は
二
の
次

と
し
て
、
ソ
レ
月
賦
の
中
古
車
、
ソ
レ
流
行
の
パ
ン
タ
ロ
ン
、
ソ

レ
ぬ
い
ぐ
る
み
の
パ
ン
ダ
、
と
追
い
ま
わ
さ
れ
て
い
る
日
本
の
現

”

し

，
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代
相
。
こ
の
逆
立
ち
の
世
相
を
誰
が
推
進
し
た
か
。
そ
れ
は
、
生

ま
れ
た
子
供
が
二
十
七
才
に
も
な
る
の
に
、
離
乳
食
を
与
え
よ
う

と
し
な
い
親
馬
鹿
の
過
保
護
に
あ
る
。
も
う
い
ち
ど
い
う
。
い
ま

や
、
食
費
は
エ
ン
グ
ル
時
代
の
原
始
的
生
存
費
用
か
ら
脱
し
て
、

文
化
的
福
祉
費
用
に
転
化
し
て
い
る
。

０

「順
逆
と
雌
雄
」

わ
れ
わ
れ
は
国
民
の
義
務
と
し
て
、
納
税
の
義
務
は
教
わ

っ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
徴
税
の
義
務
と
い
う
も
の
は
教
わ

っ
た
こ
と
が

な
い
。
お
上
の
命
令
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
代
理
さ
せ
ら
れ
て
の
徴

税
の
義
務
と
い
う
も
の
は
、
殿
様
に
代
理
し
て
の
代
官
の
権
利
と

は
ち
が
う
。
こ
れ
は
憲
法
学
的
に
見
て
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

刑
法
で
被
疑
者
が
黙
否
権
を
認
め
ら
れ
、
労
働
法
で
労
働
者
に
罷

業
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、
或
る
特
別
な
営
み
の
弱
者
に
だ

け
、
お
上
の
代
理
業
務
を
強
制
付
託
す
る
の
は
、
封
建
乃
至
独
裁

の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
こ
れ
は
拒
否
で
き
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
日
本
列
島
の
人
手
不
足
の
鍍
よ
せ
を

一
手
に
ひ
き
う
け
、

娘
の
婚
期
を
延
ば
さ
せ
て
、
手
不
足
を
補

っ
て
い
る
の
が
飲
食
店

の
実
情
で
あ
る
。
そ
の
細
腕
に
よ
っ
て
徴
集
さ
れ
た
地
方
税
な
る

も
の
が
、
農
民
に
減
反
補
償
費
と
し
て
支
払
わ
れ
、
ま
た
、
公
害

企
業
の
施
設
改
善
費
に
当
て
ら
れ
て
は
い
な

い
か
。　
い
づ
れ
が

順

で

い

づ
れ
が
逆
か
。
鳥
の
雌
雄
を
誰
か
が
弁
別
し
な
く
て
は

い
け
な
い
。
こ
れ
は
法
哲
学
の
問
題
と
し
て
、
お
お
か
た
の
良
識

に
侯
つ
こ
と
に
し
よ
う
。わ

る

へ
通
り
ゃ
ん
せ
、
通
り
ゃ
ん
せ
。
こ
こ
は
ど
こ
の
細
道
じ
ゃ
、

う
ま
い
も
の
屋
の
細
道
じ
ゃ
、
お
金
の
な
い
者
通
し
ゃ
せ
ん
。
…

…
…
行
き
は
よ
い
よ
い
、
帰
り
は
こ
わ
い
、
こ
わ
い
な
が
ら
も
、

通
り
ゃ
ん
せ
、
通
り
ゃ
ん
せ
。

こ
れ
は
子
供
の
い
じ
わ
る
。
大
人
の
い
じ
わ
る
は
、
も

っ
と
念

が
い
っ
て
、
悪
質
で
あ
る
。

か

よ
う
　
　

　

　

　
　

　

　

お

ん

じ
き

　
　
　

　
　
　

　
　
　

た
に
か
し
　

　

　

　

　

　

さ
て

へ
斯
様
に
候
者
は
、
飲
食
の
宿
、
亭
主
の
何
某
に
て
候
。
匁
も

歳
入
歳
出
、
御
仲
不
利
と
な
ら
せ
給
う
に
よ
り
、
…
…
…
大
臣
聞

し
召
し
及
ば
れ
、
国
々
に
新
関
を
据
え
、
客
人
を
堅
く
選
み
申
せ

と
の
御
事
に
て
候
。
…
…
…
へ
民
の
心
は
筋
違
の
／
ヽ
、
露
け
き

銭
や
し
お
る
ら
ん
。
…
…
…
へ
こ
れ
や
こ
の
、
取
る
も
取
ら
ぬ
も

関
守
の
、
ふ
と
こ
ろ
か
く
す
、
霞
ぞ
春
は
国
惜
し
け
る
。
な
に
は

さ
て
お
き
行
く
銭
の
、
甲
斐
あ
る
こ
と
ぞ
願
わ
る
る
。

（長
唄
、

安
宅
勧
進
帳
の
替
唄
、
仇
乎
肝
腎
凋
）

故
智
効
か
ば
匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花

政
治
な
し
と
て
春
な
わ
す
れ
そ
　
　
食
　
散
　
人

い

じ
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