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秋
に
な
る
と
そ
ぞ
ろ
に
永
遠
が
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
私
に
と
っ
て
、
永
遠
を
思
う
季
節
は

必
ず
し
も
秋
だ
け
で
は
な
く
、
冬
に
入
っ
て
か

ら
も
私
は
永
遠
を
思
う
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

あ
の
樹
々
の
全
く
枯
れ
尽
く
し
た
冬
山
を
見
る

と
き
、
特
に
そ
の
涯
て
に
雪
を
頂
い
た
遠
山
を

見
る
ご
と
に
、
私
は
人
生
の
倏
忽
（
し
ゅ
つ
こ

つ
）
と
永
遠
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が

冬
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
永
遠
は
、
い
わ
ば
凝

固
死
静
の
永
遠
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

秋
を
通
し
て
観
じ
ら
れ
る
の
は
、
「
動
く
永
遠
」

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
生
け
る
永
遠
の
動
き
」

で
あ
る
。
か
く
し
て
ま
た
現
在
の
よ
う
な
時
代

に
お
い
て
は
、
永
遠
を
思
う
と
い
う
こ
と
も
、

常
に
個
人
的
な
立
場
か
ら
人
生
の
儚
さ
を
痛
感

す
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
現
在
に
お
い
て
真
に
永
遠
を
思
う

と
は
、
時
代
の
激
流
を
通
し
て
、
人
類
の
歴
史

の
志
向
す
る
方
向
を
洞
察
す
る
事
で
な
く
て
は

な
る
ま
い
。
永
遠
と
は
単
に
時
間
の
無
限
延
長

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
永
遠
の
真
の
内

容
を
形
成
す
る
も
の
は
、
真
実
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
時
の
無
窮
は
、
い
わ
ば
そ
の
外
的
投
影

に
過
ぎ
な
い
。
さ
れ
ば
現
在
に
お
い
て
、
真
に

永
遠
を
観
ず
る
と
い
う
事
は
、
こ
の
未
曽
有
の

歴
史
的
激
流
を
通
し
て
、
動
き
つ
つ
あ
る
「
人

類
の
真
実
」
へ
の
希
求
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
洞

見
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
教

育
と
い
う
営
み
は
、
一
方
か
ら
は
深
く
民
族
の

現
状
と
切
り
結
び
つ
つ
、
他
面
そ
の
志
向
す
る

と
こ
ろ
は
常
に
人
類
の
将
来
へ
の
民
族
自
身
の

自
己
形
成
に
拘
わ
っ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
か

く
し
て
わ
れ
ら
に
と
っ
て
真
に
永
遠
を
観
ず
る

と
は
、
こ
の
時
代
の
激
流
の
さ
中
に
如
何
に
し

て
「
人
類
の
真
実
」
を
徹
見
す
る
か
と
い
う
こ

と
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
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■
読
書
の
楽
し
み

も
し
人
あ
っ
て
私
に
対
し
て
何
が
一
番
楽
し

い
か
と
問
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
答
え
は
二
つ
に

な
る
。
そ
の
一
つ
は
志
を
同
じ
ゅ
う
す
る
誌
友

諸
氏
と
相
逢
っ
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
を

中
心
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
激
流
と
人
生
と
に

つ
い
て
、
一
夜
を
語
る
事
は
、
何
と
も
言
え
な

い
し
み
じ
み
と
し
た
楽
し
さ
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
相
手
が
い
る
事
故
、
機
会
が
恵
ま

れ
な
け
れ
ば
そ
の
悦
楽
も
享
受
し
が
た
い
。

こ
れ
に
反
し
て
読
書
の
方
と
な
る
と
、
全
く

自
分
一
人
で
随
時
随
所
に
な
し
得
る
事
な
の
で
、

前
者
と
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
趣
が
違
う
。
昔
か

ネットで 森信三先生と修身教授録 と検索

飛耳長目（ひじちょうもく） 通巻１８１号 平成３０年１２月１日発行

通巻１８１号 平成３０年１２月１日発行



2

ら
独
楽
（
ど
く
ら
く
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

読
書
ほ
ど
こ
の
独
楽
の
語
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
歌
や
俳
句
を
作
る
こ
と

な
ど
昔
か
ら
「
相
手
の
入
ら
ぬ
こ
と
」
と
し
て

そ
の
点
も
一
つ
の
長
所
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ

う
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
自
身
の
経
験
か
ら
言

え
ば
、
歌
な
ど
も
出
来
上
が
る
と
や
は
り
一
人

だ
け
で
楽
し
ん
で
は
い
ら
れ
な
く
て
、
誰
か
多

少
で
も
分
か
っ
て
く
れ
る
人
に
見
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
気
に
な
る
。
こ
れ
が
出
来
な
い
と
、

ど
こ
か
落
ち
着
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
読

書
は
完
全
に
独
楽
の
境
で
あ
る
。
こ
れ
も
思
え

ば
当
然
の
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
読

書
は
自
分
一
人
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
も
う
一
人
著
者
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
い
わ
ば
二
人
で
相
対
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
い
や
相
対
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、
読
ん
で
い
る
間
は
、
読
者
は
著
者
の
前
に

伺
候
（
し
こ
う
）
し
て
い
る
と
い
う
方
が
近
い
。

そ
の
せ
い
か
と
に
か
く
書
物
を
読
ん
で
い
る
間

は
、
少
し
も
退
屈
と
い
う
も
の
を
感
じ
な
い
。

私
に
と
っ
て
何
が
終
生
の
楽
し
み
か
と
問
わ
れ

れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
読
書
と
い
う
他
な
い
わ

け
で
あ
る
。

■
知
ら
ず
書
店
に
引
き
こ
ま
れ
る

さ
て
読
書
の
楽
し
み
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、

ど
う
し
て
も
一
つ
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
の

は
、

書
店
に
吸
引
さ
れ
る
私
の
心
で
あ
る
。
こ

れ
は
何
と
も
言
え
な
い
異
常
な
強
さ
で
あ
っ
て
、

ど
ん
な
に
言
葉
を
尽
く
し
て
も
、
そ
の
真
の
趣

を
他
人
に
分
か
っ
て
も
ら
う
事
は
で
き
な
い
気

が
す
る
。

何
か
用
事
が
あ
っ
て
街
へ
出
た
と
し
て
も
、

も
し
時
間
の
都
合
で
ど
う
し
て
も
書
店
へ
寄
れ

な
か
っ
た
場
合
は
、
何
と
も
言
え
ず
物
足
り
な

い
虚
ろ
な
気
に
な
る
。
ま
る
で
「
宝
の
山
に
入

っ
て
、
宝
を
得
ず
」
に
帰
っ
て
き
た
と
で
も
い

う
感
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
気
持
ち
は
、
こ

れ
を
端
的
に
言
う
と
な
れ
ば
、
結
局
私
に
と
っ

て
、
街
の
存
在
意
義
は
、
た
だ
そ
こ
に
書
店
が

あ
る
か
ら
だ
…
…
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。

い
つ
か
言
う
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
私

は
も
し
街
に
大
き
な
古
本
屋
が
二
、
三
軒
と
大

き
な
新
本
屋
が
あ
れ
ば
、
人
口
２
万
か
３
万
位

の
町
に
住
む
の
が
一
番
落
ち
着
く
よ
う
な
気
が

す
る
。
こ
れ
に
類
し
た
事
は
ケ
ー
ブ
ル
先
生
も

ど
こ
か
で
言
っ
て
お
ら
れ
か
と
思
う
が
、
と
に

か
く
私
の
理
想
の
居
住
地
は
そ
う
し
た
も
の
で
、

つ
ま
り
大
き
な
古
本
屋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

絶
対
的
条
件
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
口
が

２
、
３
万
で
あ
れ
ば
一
通
り
の
新
本
屋
に
事
欠

く
ま
い
が
、
古
本
屋
と
な
る
と
事
情
は
全
く
違

っ
て
く
る
。
人
口
１
、
２
万
で
は
貸
本
屋
に
毛

の
生
え
た
程
度
の
古
本
屋
し
か
な
い
と
い
う
の

が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
戦
前
で
も
そ
う

で
あ
っ
た
が
、
戦
後
…
…
特
に
最
近
に
至
っ
て
、

こ
と
に
著
し
い
。

私
が
先
に
理
想
の
街
の
条
件
と
し
て
、
新
本

屋
は
一
軒
で
良
い
が
、
古
本
屋
の
方
は
、
ど
う

し
て
も
三
軒
い
る
と
考
え
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
も
と
も
と
新
本
屋
と
い
う
も
の

は
、
ど
こ
の
店
行
っ
て
も
大
体
皆
同
じ
よ
う
な

書
物
し
か
並
ん
で
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の

上
並
ん
で
い
る
書
物
が
、
大
体
三
月
か
半
年
ぐ

ら
い
ま
で
辺
り
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
、
書

店
と
し
て
の
深
さ
と
か
厚
さ
と
い
う
も
の
が
感

じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
口
に
言
っ

て
平
べ
っ
た
い
感
が
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ

い
く
と
、
古
本
屋
の
方
は
全
く
そ
の
趣
を
異
に

す
る
。
ど
ん
な
さ
さ
や
か
な
古
本
屋
で
も
、
そ

れ
が
古
本
屋
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
ひ
と
覗
き
し

て
み
る
だ
け
の
値
打
ち
は
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ど
う
し
て
も
そ
こ
に
掘
り
出
し
物
が
な
い
言
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
め
の
私
の
経
験
か
ら
言

え
ば
、
ど
ん
な
み
す
ぼ
ら
し
い
本
屋
で
も
そ
れ

が
古
本
屋
で
あ
る
以
上
ま
ず
一
棚
は
一
見
に
堪

え
得
る
書
物
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す
。
こ
の

真
理
は
大
体

％
以
上
の
妥
当
性
を
持
つ
と
言

80

っ
て
も
良
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
こ

と
の
言
え
る
の
は
、
一
面
か
ら
は
私
が
雑
学
で
、

あ
ら
ゆ
る
方
面
へ
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
関
係
が
あ
り
は
す
る
で
あ
ろ
う
。

実
際
私
の
古
本
屋
に
対
す
る
関
心
の
異
常
さ

は
、
普
通
の
人
に
は
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と

思
う
。
ま
あ
そ
れ
を
表
す
一
番
近
い
例
え
と
し

て
は
、
蕩
児
（
と
う
じ
）
が
娼
家
に
心
惹
か
れ
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る
に
も
比
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
そ

の
前
を
通
っ
た
ら
ど
う
し
て
も
入
れ
る
わ
け
に

は
行
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
２
、
３
丁

近
く
へ
行
っ
て
も
、
も
う
心
惹
か
れ
て
気
が
そ

わ
そ
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
家
内
と
一
緒
に
街
へ
用
足
し
な
ど
に

出
向
い
て
も
困
る
の
は
、
こ
の
一
事
で
、
古
本

屋
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
心
は
い
つ
し
か
上
の

空
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
寄
ら
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
入
っ
た
ら
最
後
容

易
に
出
な
い
。
そ
れ
が
家
内
に
は
や
り
切
れ
ぬ

ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
達
夫
妻
は
一
緒

に
街
へ
出
か
け
て
も
、
帰
り
は
多
く
の
場
合
別

々
と
言
っ
て
良
い
。

巡
る
古
本
屋
の
範
囲
は
、
大
体
大
阪
と
神
戸

と
で
あ
っ
て
、
京
都
ま
で
は
手
が
届
か
な
い
。

実
際
は
京
都
の
古
本
屋
が
一
番
充
実
し
て
い
る

ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
距
離
の
関
係
上
ち
ょ
っ

と
気
軽
に
行
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

今
後
は
で
き
れ
ば
隔
月
に
一
度
ぐ
ら
い
は
京
都

へ
行
っ
て
古
本
屋
な
ど
を
覗
い
て
み
た
い
も
の

だ
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
在
の
私
に
は
、
一
応
大
阪
と
神
戸

だ
け
で
事
足
り
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ

は
私
の
主
義
と
し
て
、
現
在
自
分
に
与
え
ら
れ

た
環
境
の
範
囲
内
で
、
そ
の
時
に
一
番
読
み
た

い
本
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
が
一
流
の
現

実
主
義
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

■
古
書
店
の
醍
醐
味

古
本
屋
と
い
う
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が

あ
っ
て
…
…
新
本
屋
に
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
な
い

が
…

ど
こ
の
店
に
は
大
体
ど
う
い
う
書
物
が

…

多
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き

り
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
現
象
も
戦
後
の
古

本
屋
の
衰
退
と
と
も
に
、
次
第
に
ボ
ヤ
け
て
き

た
傾
向
が
あ
り
は
す
る
が
…
。

私
は
古
本
屋
に
入
る
と
、
自
分
に
関
係
の
あ

る
部
分
に
つ
い
て
は
丹
念
に
虱
潰
し
に
見
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
…
…
序
で
な
が
ら
時
々
本
屋
で

本
屋
へ
飛
び
込
む
な
り
「
○
○
と
い
う
本
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
」
な
ど
と
言
っ
て
尋
ね
る
人
が

あ
る
が
、
あ
れ
は
書
物
に
つ
い
て
ズ
ブ
の
素
人

と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
場
合
店
員

な
り
主
人
さ
え
も
が
「
あ
り
ま
す
」
と
答
え
る

例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え

あ
っ
て
も
知
ら
な
い
場
合
が
大
方
で
あ
る
か
ら
。

し
た
が
っ
て
書
物
の
在
否
を
尋
ね
る
ほ
ど
ろ
く

な
こ
と
が
な
く
、
結
局
は
自
分
で
丹
念
に
見
て

い
く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
は
と
い
う
書
物
が
見
つ
か
っ
た
ら

早
速
手
に
取
っ
て
み
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の

程
度
の
書
物
か
と
調
べ
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
実
に
楽
し
い
。
だ
が
い
か
に
良
書
で
あ
っ

て
も
、
す
ぐ
に
そ
の
場
で
買
う
と
い
う
事
は
絶

対
に
し
な
い
。
一
応
通
り
過
ぎ
て
次
を
見
る
。

こ
う
し
て
順
々
に
見
て
行
っ
て
、
そ
の
店
を
一

通
り
見
終
わ
っ
て
か
ら
、
も
し
一
冊
求
め
る
と

し
た
ら
、
ど
れ
を
選
ぶ
か
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
み
か
多
く
の
場
合
、
そ
の
一
冊
さ
え
そ

の
場
で
は
買
わ
ず
、
さ
ら
に
次
の
店
行
く
場
合

が
多
い
。
こ
う
し
て
数
軒
の
古
本
屋
を
経
巡
っ

た
あ
げ
く
、
初
め
て
確
信
を
も
っ
て
「
ど
の
書

物
を
求
む
べ
き
か
」
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

■
本
の
読
み
く
せ

私
は
書
物
を
広
告
に
よ
っ
て
注
文
し
て
読
む

と
い
う
こ
と
は
皆
無
に
近
い
。
生
ま
れ
て
か
ら

数
え
て
も
多
く
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
で

あ
る
。
と
に
か
く
ど
の
本
を
読
む
べ
き
か
は
、

現
場
直
接
の
真
剣
勝
負
で
決
め
、
買
っ
た
ら
す

ぐ
電
車
に
飛
び
乗
っ
て
、
早
速
読
み
出
す
の
で

あ
る
。
そ
の
間
髪
を
入
れ
ず
に
一
気
に

と
い

……

う
こ
と
が
、
私
の
場
合
読
書
の
秘
訣
で
あ
り
、

要
諦
で
あ
る
。
同
時
に
そ
こ
に
読
者
が
私
に
と

っ
て
生
の
ギ
リ
ギ
リ
の
動
的
焦
点
を
な
し
て
い

る
所
以
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
「
開
顕
」

通
巻
第

号

昭
和

年

月
号
）

64

27

11

「
政
治
」考
（
微
言
）

森

信
三

○
古
来
「
文
字
を
知
る
に
は
憂
患
の
始
め
な
り
」

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
全
く
文
字
は
文
化
の
中

心
的
象
徴
と
し
て
、
深
く
そ
の
長
短
の
両
面
を

持
っ
て
い
る
と
思
う

○
文
字
の
長
所
は
、
端
的
に
言
え
ば
そ
れ
が
現

実
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
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同
様
に
短
所
も
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

そ
の
長
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
文
字
が
極
め
て
寡

少
の
視
覚
的
空
間
を
領
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
象
徴
す
る
背
後
の
現
実
の
領
域
は
広

大
な
る
点
に
あ
る
。

○
こ
の
よ
う
な
宿
命
的
な
長
短
を
持
つ
点
で
、

文
字
と
共
通
性
を
持
つ
も
の
に
「
政
治
」
が
あ

る
。
文
字
と
政
治
と
は
そ
の
意
味
か
ら
は
、
こ

の
現
実
界
の
持
つ
２
つ
の
極
言
的
な
プ
ロ
ブ
レ

ム
（
課
題
）
と
も
言
え
る
。
而
し
て
前
者
が
静

的
な
も
の
に
対
し
て
、
後
者
は
動
的
で
あ
る
。

○
政
治
の
困
難
さ
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
「
人

間
が
人
間
を
支
配
す
る
」
点
に
あ
る
。
も
し
人

間
以
上
の
者
が
人
間
を
支
配
す
る
の
な
ら
ば
問

題
は
無
い
。
し
か
る
に
政
治
は
、
本
質
的
に
全

く
平
等
な
る
べ
き
人
間
同
士
の
間
で
、
支
配
と

被
支
配
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

○
「
選
挙
制
度
」
と
い
う
も
の
が
、
理
屈
の
上

で
は
い
か
に
も
良
さ
そ
う
に
見
え
つ
つ
、
実
際

に
や
っ
て
み
る
と
俗
臭
紛
々
た
る
醜
状
を
露
呈

す
る
の
は
、
結
局
選
挙
も
「
こ
の
人
間
に
よ
る

人
間
支
配
」
と
い
う
人
間
界
の
根
本
的
課
題
の

一
種
合
理
的
な
る
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

○
「
選
挙
制
度
」
と
「
暴
力
革
命
」
を
発
端
と

す
る
「
独
裁
」
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

全
く
消
極
的
な
異
質
物
の
よ
う
に
見
え
る
あ
、

両
者
と
も
に
そ
れ
が
、
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
支

配
」
で
あ
る
点
で
は
、
共
通
的
基
盤
に
立
つ
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

○
「
権
力
に
よ
る
独
裁
」
の
不
自
然
と
不
合
理

に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
す
ぐ
に
分
か
る
が
、
「
選

挙
」
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
不
合
理
に
つ
い
て

は
、
と
も
す
れ
ば
人
こ
れ
を
看
過
し
が
ち
で
あ

る
。
「
選
挙
」
に
潜
む
不
合
理
の
根
本
的
な
る
も

の
は
、
そ
れ
が
金
と
自
薦
と
の
抱
き
合
わ
せ
に

成
立
す
る
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

○
戦
争
は
長
い
間
「
不
可
避
な
る
悪
」
と
考
え

ら
れ
て
き
た
が
、
原
爆
の
出
現
と
と
も
に
、
そ

の
終
末
の
日
も
遠
く
な
い
ら
し
い
こ
と
が
、
仄

見
え
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
今
や
政
治
と
い
う

新
た
な
る
「
不
可
避
的
悪
」
が
人
類
の
前
に
立

ち
塞
が
っ
て
き
た
か
の
感
が
あ
る
。

○
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
が
「
人
間
に
よ
る
人

間
支
配
」
と
い
う
不
可
避
的
な
罪
悪
性
を
内
含

（
な
い
が
ん
）
し
て
い
る
事
は
、
何
も
今
日
に

な
っ
て
始
め
て
出
現
し
た
事
柄
で
は
な
い
。
否

人
類
に
よ
る
人
間
支
配
と
し
て
の
政
治
の
悪
は
、

人
類
の
刧
初
（
ご
う
し
ょ
）
よ
り
あ
る
の
で
あ

る
。

○
で
は
政
治
と
い
う
も
の
を
な
く
し
て
み
た
ら

ど
う
か
。
恐
ら
く
人
間
社
会
は
、
そ
の
存
立
を

維
持
し
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
社
会
の

成
立
の
基
本
条
件
と
し
て
何
ら
か
の
「
秩
序
」

が
不
可
避
で
あ
る
が
、
同
時
に
秩
序
の
維
持
と

は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
「
人
間
に
よ
る

人
間
支
配
」
を
避
け
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

○
か
く
し
て
戦
争
と
い
う
「
第
一
の
不
可
避
悪
」

の
消
滅
は
、
今
や
時
の
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る

が
、
政
治
と
い
う
「
第
二
の
不
可
避
的
悪
」
は

い
つ
消
滅
す
る
か
見
通
し
さ
え
つ
か
な
い
。
お

そ
ら
く
人
類
の
存
在
す
る
限
り
存
続
す
る
で
あ

ろ
う
。

○
し
か
し
「
人
間
に
よ
る
人
間
支
配
」
や
人
類

の
歴
史
の
刧
初
（
ご
う
し
ょ
）
か
ら
存
在
し
な

が
ら
、
そ
れ
が
人
類
の
不
可
避
的
悪
と
し
て
、

考
え
ら
れ
だ
し
た
と
い
う
事
は
、
今
や
人
類
が

正
面
切
っ
て
政
治
と
取
っ
組
み
出
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
、
長
い
人
類
の
歴
史
の
上
か

ら
見
れ
ば
、
よ
う
や
く
薄
明
の
微
光
が
兆
し
初

め
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
「
開
顕
」
通
巻
第

号

昭
和

年

月
号
）

64

27

11

あ
と
が
き
に
替
え
て

森
信
三
先
生
の
「
読
書
論
」
は
茶
飲
み
話
的
な
感
じ
で
、
全
集

第

巻
の
「
読
書
論
」
と
は
全
く
異
な
る
。
膝
を
崩
し
て
読
め
る

20

と
思
う
。
微
言
は
森
信
三
先
生
一
流
の
洞
察
力
が
漲
る
も
の
で
、

現
代
の
政
界
の
現
状
に
も
当
て
は
ま
ろ
う
。
人
類
は
ど
う
「
権
力
」

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
る
の
か
見
通
し
は
暗
い
。

（

日
二
繁
）
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