
國
字
國
語
改
良
問
題
に
對
す
る
管
見

木
下

杢
太
郞

今
夕
は
入
澤
先
生
始
め
先
輩
の
方
々
、
並
に
同
僚
諸
君
の
お
集
ま
り
の
席
に
招
か
れ
ま
し
て
、
國
語

國
字
改
良
問
題
に
關
し
て
何
か
申
上
げ
る
樣
に
御
指
圖
を
受
け
ま
し
た
が
、
洵
に
光
榮
に
存
じ
ま
す
る

と
同
時
に
、
甚
だ
恐
縮
に
も
ま
た
氣
味
惡
く
も
感
ず
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
國
語
協
會
は
日
本
語
を

好
く
し
、
美
し
く
す
る
爲
め
に
長
年
盡
力
な
さ
つ
て
居
る
さ
う
で
蔭
な
が
ら
尊
敬
を
拂
つ
て
居
り
ま

す
。
わ
た
く
し
は
田
舍
に
居
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
い
ふ
事
を
此
協
會
が
な
さ
つ
て
ゐ
る
か
殘
念
乍
ら

よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
殊
に
特
別
の
問
題
と
し
て
、
醫
學
上
の
用
語
に
關
し
て
は
わ
た
く
し
は
何
も
考
へ

て
居
り
ま
せ
ん
の
で
申
上
げ
兼
ね
ま
す
が
、
唯
昨
年
の
秋
頃
必
要
が
あ
つ
て
國
語
國
字
の
問
題
を
少
し

ば
か
り
調
べ
た
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
般
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
少
し
そ
の
事
を
申
上
げ
た
い
と
存

じ
ま
す
。

わ
た
く
し
が
此
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
く
注
意
を
し
、
そ
し
て
逹
し
た
結
論
は
―
―
結
論
と
い
ふ
の
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は
少
し
烏
滸
が
ま
し
い
の
で
す
が
―
―
そ
れ
は
ど
う
い
ふ
事
か
と
云
ふ
と
、
著
し
く
保
守
的
傾
向
に
な

つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
で
は
論
理
的
で
あ
る
と
信
ず
る
考
へ
方
を
進
め
た
所
が
さ
う
い
ふ
所

に
參
り
ま
し
た
。
事
に
よ
る
と
皆
樣
の
御
意
に
愜
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ひ
、
今
夕
は
御
批
判
を
仰

ぐ
爲
め
に
謂
は
ば
こ
の
被
吿
席
へ
着
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

國
字
、
國
語
の
問
題
は
、
實
は
立
場
の
如
何
に
依
つ
て
非
常
に
異
つ
た
結
論
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、
十
年
以
來
の
學
土
會
月
報
な
ど
に
現
は
れ
る
諸
君
の
御
意
見
を
伺
ふ
と
、
多
く
は
能
率
主
義
の
上

に
立
つ
た
考
へ
方
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
が
今
夕
申
上
げ
た
い
と
思
ふ
の
は
國
字
、
國
語
の
問
題
を

考
究
す
る
立
場
は
、
た
だ
能
率
主
義
に
盡
き
る
も
の
か
、
或
は
別
に
他
の
見
方
が
あ
り
は
し
な
い
か
と

い
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
先
づ
初
め
に
、
少
し
乾
燥
無
味
に
な
る
恐
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
し
て
又
皆
樣
の

疾
う
に
御
存
知
の
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
繰
返
す
の
は
御
迷
惑
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
國
字
、
或
は
國
語
の

改
良
の
運
動
の
沿
革
を
簡
單
に
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

こ
の
問
題
は
隨
分
古
い
歷
史
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
旣
に
文
久
末
年
卽
ち
一
八
五
六
年

に
前
島
密
氏
が
「
漢
字
御
廢
止
之
儀
」
と
い
ふ
一
文
を
草
し
長
崎
の
瓜
生
寅
氏
、
何
禮
之
氏
、
靑
江
秀

氏
、
鹿
兒
島
の
重
野
安
繹
氏
な
ど
に
相
談
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
慶
應
二
年
に
は
開
成
所
頭

取
松
本
壽
太
夫
氏
を
介
し
て
之
を
慶
喜
公
に
上
り
、
明
治
五
年
に
は
「
國
文
敎
育
の
儀
に
付
建
議
」
及
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び
「
廢
漢
字
私
見
」
を
集
議
院
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
明
治
五
年
に
は
文
部
卿
大
木
喬
任
氏

が
漢
字
の
數
を
減
ず
る
の
意
が
有
つ
て
田
中
義
廉
、
大
槻
修
三
、
久
保
吉
人
、
小
澤
圭
次
郞
の
諸
氏
に

命
じ
て
新
撰
字
書
を
編
輯
せ
し
め
、
明
治
六
年
に
は
前
島
密
氏
が
「
學
制
御
施
行
に
先
ち
國
字
改
良
相

成
度
卑
見
內
申
書
」
を
右
大
臣
岩
倉
具
視
公
に
上
つ
て
居
り
、
又
西
周
氏
は
「
洋
字
を
以
て
國
語
を
書

す
る
の
論
」
と
題
し
ロ
オ
マ
字
論
を
主
張
し
ま
し
た
。
他
は
略
す
と
し
て
、
先
づ
是
等
が
國
字
國
語
の

改
良
論
の
先
驅
だ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

此
間
に
在
つ
て
今
に
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
有
名
な
話
は
明
治
五
年
、
當
時
ア
メ
リ
カ
公
使
を
し
て
い
ら

つ
し
や
つ
た
森
有
禮
氏
が
、
泰
西
文
物
を
輸
入
せ
ん
と
す
る
に
は
言
語
を
改
む
る
を
以
て
先
決
の
事

と
な
す
と
い
ふ
考
か
ら
一
種
の
新
英
語
を
改
定
し
之
を
日
本
に
移
し
て
新
國
語
と
す
る
が
よ
い
と
い

ふ
意
見
を
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
と
し
て
識
者
に
配
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
所
が
エ
エ
ル
大
學
敎
授

W
.D

.W
hitnay

氏
の
如
き
は
同
年
六
月
、
森
有
禮
氏
に
書
を
送
り
其
意
見
の
不
可
な
る
を
諭
し
た
と

い
ふ
有
名
な
エ
ピ
ソ
オ
ド
が
あ
り
ま
す
。
尤
も
英
語
を
日
本
國
語
と
す
る
と
い
ふ
の
は
今
で
こ
そ
を

か
し
い
の
で
す
が
、
當
時
に
於
て
は
決
し
て
そ
ん
な
に
破
天
荒
の
事
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
明

治
十
八
年
高
田
早
苗
氏
も
英
語
を
以
て
日
本
國
語
と
す
べ
し
と
い
ふ
說
を
樹
て
て
居
り
ま
す
。
又
噂

に
聞
く
所
で
は
末
松
謙
澄
氏
も
同
じ
考
を
そ
の
亡
く
な
る
時
ま
で
持
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
明
治
二
十
年
に
は
、
肥
塚
龍
氏
は
「
日
本
に
第
二
の
日
本
語
を
作
る
べ
し
」
と
い
ふ
題
で
、
世
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界
に
雄
飛
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
採
用
し
て
之
を
第
二
の
國
語
に
す
る
の
が

い
い
と
い
ふ
議
論
を
し
ま
し
た
。
肥
塚
氏
の
考
は
、
今
日
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
、
シ
ヤ
ム
、
ま
た
支
那
に
於

い
て
實
現
せ
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
果
し
て
そ
れ
が
よ
か
つ
た
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
る
と
、
ど
う
も
今

昔
の
感
に
堪
へ
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
而
も
森
有
禮
氏
、
高
田
早
苗
氏
、
肥
塚
龍
氏
の
理
想
は
―
―
形

は
變
つ
て
居
る
が
依
然
と
し
て
今
日
國
內
に
存
し
て
ゐ
る
の
あ
つ
て
、
そ
の
一
例
と
し
て
は
大
正
三
年

時
枝
誠
之
氏
の
「N

eo
Japanese

」
の
提
唱
が
有
り
ま
す
。
こ
れ
は
假
名
ま
じ
り
文
を
用
ひ
て
漢
字
の

代
り
に
英
語
を
入
れ
る
と
い
ふ
議
論
で
あ
り
ま
す
。
又
第
二
の
例
は
―
―
或
は
か
う
申
す
と
お
腹
立
の

方
も
有
る
か
も
知
れ
な
い
と
存
じ
恐
縮
で
あ
り
ま
す
が
―
―
そ
れ
は
ロ
オ
マ
字
を
以
て
國
字
と
な
す
べ

し
と
い
ふ
議
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
議
論
は
、
そ
の
表
面
上
の
理
由
と
、
そ
の
深
奧
の
傾
向
と
が
か
な

り
違
つ
た
も
の
を
持
つ
て
居
り
ま
す
。
そ
の
表
面
上
の
理
由
は
所
謂
能
率
主
義
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

深
奧
の
傾
向
は
何
か
と
い
ふ
と
畢
竟
す
る
に
牛
を
馬
に
乘
換
へ
る
。
漢
學
的
古
典
の
牛
を
現
在
外
國

語
の
馬
に
乘
り
換
へ
る
と
い
ふ
要
求
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
詮
じ
つ
め
て
見
れ
ば
森
氏
、
肥
塚
氏
の

理
想
と
同
じ
方
角
に
在
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
に
就
い
て
は
後
に
時
間
が
餘
り
ま
し
た
な
ら

も
う
一
度
申
上
げ
ま
す
。

尙
ほ
、
そ
の
他
に
カ
ナ
モ
ジ
會
や
、
ロ
オ
マ
字
會
の
活
動
が
あ
り
、
假
名
遣
改
定
案
、
漢
字
制
限
案

が
あ
り
、
又
最
近
文
部
省
は
ロ
オ
マ
字
の
形
式
を
統
一
し
よ
う
と
い
ふ
案
を
決
し
て
居
り
ま
す
な
ど
い
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ろ
い
ろ
硏
究
、
吟
味
に
價
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
事
は
省
略
し
ま
す
。

今
迄
に
行
は
れ
て
ゐ
る
國
字
、
國
語
改
良
運
動
の
精
神
の
槪
要
を
申
上
げ
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。

こ
の
運
動
の
根
本
義
は
、
古
來
用
ゐ
て
ゐ
る
漢
字
…
…
從
つ
て
日
本
語
の
中
に
混
つ
て
ゐ
る
漢
語

―
―
漢
語
と
い
ふ
と
語
弊
が
あ
る
か
ら
假
に
漢
系
語
と
申
し
ま
す
が
…
…
こ
の
漢
字
、
漢
系
語
は
多
く

の
弊
害
を
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
先
づ
第
一
の
問
題
と
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
十
年
來
、
或
は
も
つ

と
に
な
り
ま
す
か
、
學
士
會
月
報
あ
た
り
に
は
每
月
多
數
の
之
に
關
す
る
議
論
が
出
ま
す
が
、
そ
れ
ら

を
改
め
て
見
る
と
さ
う
甚
だ
多
く
の
根
據
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
疾
く
の
昔
か
ら
唱
へ
ら
れ
た
範

疇
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
分
け
て
見
る
と
大
體
か
う
い
ふ
事
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ

ま
す
。

先
づ
第
一
が
「
字
體
の
錯
雜
」（
是
れ
は
井
上
哲
次
郞
先
生
が
用
ゐ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
）、
第

二
が
、
字
音
の
錯
雜
（
同
）、
第
三
が
「
字
訓
の
錯
雜
」（
同
）、
第
四
が
字
數
の
多
い
事
（
中
田
秀
穗

氏
）、
第
五
は
文
語
と
口
語
と
背
馳
を
來
す
事
（
是
れ
は
帝
國
協
會
の
明
治
三
十
三
年
の
建
議
書
の
中

に
見
え
て
居
ま
す
）、
第
六
が
學
習
の
困
難
（
同
）、
第
七
は
比
較
的
最
近
の
論
で
あ
り
ま
す
が
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ア
印
刷
に
於
け
る
不
便
（
尤
も
是
れ
も
古
く
は
旣
に
朝
比
奈
知
泉
氏
が
說
い
て
居
リ
ま
す
）、

第
八
は
印
刷
上
の
不
便
、
第
九
は
毛
色
が
少
し
變
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
漢
語
は
外
國
語
で
あ
る
と
い
ふ
說
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で
あ
つ
て
、
福
永
恭
助
氏
の
說
く
所
で
す
。
第
十
に
は
「
漢
字
は
東
洋
の
一
部
の
文
字
に
過
ぎ
ず
と
い

ふ
こ
と
」、
第
十
一
は
「
漢
字
は
支
那
文
明
の
所
產
を
傳
ふ
る
に
過
ぎ
ず
と
云
ふ
こ
と
」、
是
等
は
建
部

遯
吾
氏
の
議
論
に
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
第
十
二
は
「
我
國
民
が
漢
字
を
採
用
し
之
を
便
と
す
る
は
國

語
の
發
逹
上
甚
だ
し
く
妨
げ
あ
り
」（
井
上
哲
次
郞
氏
）、
第
十
三
に
民
族
勢
力
發
展
上
惡
影
響
が
あ
る

（
同
）。
第
十
四
「
漢
字
漢
文
と
云
へ
る
貴
族
制
度
」
是
れ
は
前
島
密
氏
の
說
で
あ
り
ま
す
が
、
此
の
說

は
頗
る
多
く
今
い
ふ
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
思
想
か
ら
發
し
て
ゐ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
或
は
他
に
も
も

つ
と
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で
諸
家
に
よ
つ
て
述
べ
ら
れ
た
漢
字
漢
系
語
の
弊
害
の
說
の
根

據
は
ざ
つ
と
さ
う
い
ふ
範
圍
に
包
括
さ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
近
頃
に
な
つ
て
た
だ
實
例
が
段
々
巧
み

に
な
り
廣
く
な
り
、
例
へ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
小
學
校
に
於
て
子
供
の
國
語
學
習
の
時
間
が
日
本
に
較
べ
て

甚
だ
少
い
と
か
、
三
井
物
產
に
於
て
實
驗
し
た
假
名
書
き
の
「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ア
」
は
、
か
な
り
の
好

い
能
率
を
擧
げ
る
な
ど
と
云
つ
た
事
で
あ
り
ま
す
。
孰
れ
に
し
て
も
其
の
根
本
義
に
於
て
は
、
以
上
の

範
疇
の
中
に
含
ま
れ
ま
し
て
、
畢
竟
す
る
に
、
能
率
主
義
、
純
粹
國
語
哺
育
論
、
國
勢
論
乃
至
デ
モ
ク

ラ
シ
イ
の
思
想
―
―
か
う
云
ふ
や
う
な
立
場
に
在
る
主
張
の
集
ま
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
反

し
て
國
民
、
殊
に
兒
童
靑
年
の
精
神
の
啓
發
、
國
民
道
德
の
鍛
練
、
人
道
（
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
の
意
味
に

使
つ
て
居
り
ま
す
が
）、
そ
の
實
行
の
上
に
良
い
に
も
せ
よ
惡
い
に
も
せ
よ
、
漢
字
及
び
漢
系
語
が
ど

う
い
ふ
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
事
に
つ
い
て
は
現
在
に
於
て
は
あ
ま
り
議
論
せ
ら
れ
て
ゐ
な
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い
樣
で
あ
り
ま
す
。

次
に
は
、
然
ら
ば
ど
う
い
ふ
改
良
策
が
案
出
さ
れ
た
か
を
申
し
上
げ
、
私
の
考
を
少
し
述
べ
て
見
た

い
と
思
ひ
ま
す
。
改
良
策
と
し
て
の
第
一
は
、
漢
字
制
限
論
、
並
に
字
畫
の
省
略
附
假
名
遣
の
改
定
、

そ
れ
が
一
つ
の
系
統
で
あ
り
ま
す
。
第
二
は
假
名
文
字
案
、
第
三
、
ロ
オ
マ
字
案
、
第
四
、
速
記
文
字

改
良
使
用
案
、
第
五
は
新
國
字
制
定
案
の
五
つ
に
總
括
さ
れ
得
る
と
思
ひ
ま
す
。
第
一
の
漢
字
制
限
の

事
は
、
只
今
申
上
げ
た
通
り
明
治
五
年
、
大
木
喬
任
氏
が
之
を
企
て
、
ま
た
矢
野
文
雄
氏
の
如
き
も
、

こ
れ
を
三
千
字
に
限
ら
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
併
し
漢
字
を
用
ゐ
る
以
上
は
甚
だ
窮
屈

を
覺
え
た
の
で
あ
り
ま
す
（
朝
比
奈
知
泉
氏
明
治
三
十
三
年
）。
其
他
福
地
源
一
郞
氏
、
三
宅
雄
二
郞

氏
な
ど
も
こ
の
種
の
意
見
を
發
表
し
て
居
り
ま
す
。
御
存
知
の
通
り
、
大
正
十
三
年
十
二
月
に
臨
時
國

語
調
査
會
は
常
用
漢
字
を
千
九
百
六
十
字
に
定
め
、
こ
れ
を
發
表
し
、
各
新
聞
社
も
大
體
こ
れ
に
從
つ

て
新
聞
を
作
り
ま
し
た
。
同
時
に
略
字
を
標
準
字
と
し
て
、
當
時
報
知
新
聞
の
如
き
は
率
先
し
て
略

字
を
用
ゐ
ま
し
た
。
現
在
で
も
東
京
醫
學
會
雜
誌
は
略
字
を
使
つ
て
居
り
ま
す
。
所
が
近
頃
に
な
り
、

新
聞
の
常
用
の
漢
字
が
ず
ん
ず
ん
殖
え
て
來
ま
し
た
。
殊
に
新
聞
小
說
な
ど
に
も
む
づ
か
し
い
漢
字

を
餘
計
に
用
ゐ
出
し
た
と
い
ふ
不
平
が
出
て
參
り
ま
し
た
し
、
又
最
近
支
那
事
件
が
起
り
ま
し
て
か
ら

は
、
漢
字
は
更
に
增
し
恐
ら
く
千
九
百
字
位
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ひ
ま
す
。
か
う
い
ふ
樣
に
、
漢
字
を

使
用
し
て
ゐ
て
は
、
人
工
的
の
制
限
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
ま
た
或
程
度
ま
で
は
寧
ろ
不
可
能
な
こ
と
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で
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
は
假
名
國
字
論
は
ど
う
か
と
云
ひ
ま
す
と
、
そ
の
昔
カ
ナ
モ
ジ
會
な
ど
色
々
と
活
動
し
ま
し

た
が
、
近
頃
は
火
の
消
え
た
樣
な
狀
態
で
あ
り
ま
す
。
此
事
は
何
も
カ
ナ
モ
ジ
會
を
俟
つ
迄
も
な
く
、

我
々
國
民
は
旣
に
平
安
朝
時
代
に
經
驗
し
て
居
り
ま
す
。
御
存
知
の
通
り
日
本
人
は
か
な
り
實
際
的

の
國
民
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
若
し
實
際
に
叶
つ
た
便
利
な
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
ま
り
體
裁
な
ど
に
は
構
は

な
い
の
で
す
が
、
平
安
朝
時
代
に
榮
え
た
女
流
文
學
の
假
名
が
き
の
小
說
、
日
記
の
類
が
、
い
つ
の
間

に
か
廢
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
の
は
旣
に
先
人
も
注
意
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
何
も
女
の
文
學
で
莊
重
で

な
い
と
い
ふ
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
や
は
り
假
名
書
き
が
不
便
で
實
用
に
適
し
な
か
つ
た
故
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
速
記
文
字
を
改
良
し
て
國
字
に
す
る
と
い
ふ
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
旣
に
井
上

哲
次
郞
氏
が
述
べ
て
居
ら
れ
ま
す
。
併
し
井
上
さ
ん
の
意
見
は
隨
分
變
つ
て
、
後
に
は
新
國
字
を
創
製

す
る
の
が
よ
い
と
い
ふ
こ
と
も
い
つ
て
居
り
ま
す
。
實
際
又
幾
種
か
の
新
國
字
は
工
夫
せ
ら
れ
て
居

ま
す
。
そ
の
方
の
沿
革
は
ま
だ
よ
く
調
べ
て
居
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
實
行
の
一
番
む
づ
か
し
い
案
で

は
無
い
か
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
一
番
問
題
に
な
る
の
は
何
と
い
つ
て
も
ロ
オ
マ
字
論
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
漢
字
制
限

の
案
と
か
、
字
畫
を
少
な
く
す
る
案
と
か
、
或
は
文
語
を
排
斥
し
て
口
語
に
す
る
案
と
か
、
眼
に
訴
へ
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國字國語改良問題に對する管見

る
言
葉
を
止
め
て
耳
に
訴
へ
る
言
葉
に
す
る
案
等
が
あ
り
ま
す
が
、
畢
竟
そ
れ
ら
は
ロ
オ
マ
字
に
行
く

前
提
と
私
は
考
へ
て
居
り
ま
す
。
で
、
今
夕
は
專
ら
ロ
オ
マ
字
論
に
つ
い
て
私
の
考
へ
て
ゐ
る
事
を
申

上
げ
て
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
が
其
前
に
、
今
云
つ
た
や
う
に
い
ろ
い
ろ
の
案
に
も
反
對
者
が
無
く
は
無
か
つ
た
こ
と
を
一

寸
附
加
へ
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
少
し
舊
い
と
こ
ろ
で
は
、
西
村
茂
樹
、
金
子
堅
太
郞
、
加
藤
嚴

夫
、
井
上
圓
了
の
諸
氏
で
あ
り
ま
す
。
就
中
、
西
村
氏
の
如
き
大
に
傾
聽
す
べ
き
意
見
を
述
べ
て
居
り

ま
す
。
岩
波
文
庫
中
の
「
日
本
道
德
論
」
の
如
き
は
今
で
も
一
讀
す
る
價
値
が
あ
り
ま
す
。
さ
て
ロ
オ

マ
字
論
に
つ
い
て
申
上
げ
る
順
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
間
を
節
約
す
る
爲
め
に
唯
結
論
だ
け
を
言
つ
て

見
ま
す
。

第
一
に
は
、
ロ
オ
マ
字
主
義
は
主
と
し
て
功
利
主
義
、
或
は
能
率
主
義
の
上
に
立
つ
議
論
で
あ
る
と

申
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
功
利
主
義
、
能
率
主
義
は
ロ
オ
マ
字
論
者
か
ら
は
旣
に
批
評
を
超
越
し
た
原

則
と
し
て
取
扱
は
れ
、
そ
の
原
則
に
は
議
論
の
餘
地
が
無
い
か
の
如
く
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
其
反
對
者
に
於
て
も
餘
り
此
立
脚
地
に
對
す
る
批
評
は
し
て
居
ま
せ
ん
、
然
し
そ
れ
が
果

し
て
批
評
を
容
れ
な
い
、
旣
に
決
定
し
た
先
決
問
題
と
見
做
し
て
可
い
も
の
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
と
云

ふ
と
、
其
事
は
大
に
吟
味
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
能
率
主
義
の
後
に
、
も
つ
と

基
礎
の
廣
い
根
據
が
控
へ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
ふ
事
が
出
來
ま
す
。
能
率
と
い
ふ
言
葉
は
恐
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ら
く
機
械
工
業
の
言
葉
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
成
る
可
く
勞
力
、
費
用
を
少
く
し

て
、
大
き
い
效
果
を
上
げ
る
と
い
ふ
事
で
あ
り
、
人
間
に
も
機
械
的
の
方
面
が
多
大
に
あ
り
ま
す
か

ら
、
或
る
程
度
ま
で
は
無
論
そ
れ
を
當
嵌
め
る
事
が
出
來
ま
す
。
然
し
機
械
に
適
用
す
べ
き
事
を
、
す

つ
か
り
そ
の
ま
ま
人
間
に
應
用
し
得
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
大
い
に
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
然
る
に
能
率
的
に
物
を
考
へ
る
人
は
機
械
に
於
け
る
能
率
論
と
人
生
に
於
け
る
―
―
ヒ
ユ
マ
ニ
テ

イ
に
於
け
る
―
―
人
間
の
活
動
の
原
則
と
を
全
く
同
一
に
見
倣
す
樣
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
先

に
一
寸
申
し
ま
し
た
が
能
率
論
の
後
に
更
に
大
き
な
一
つ
の
根
據
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
申
し
た
い
。

日
本
語
で
い
ふ
よ
り
西
洋
の
言
葉
を
借
り
て
言
つ
た
方
が
明
瞭
で
す
が
、
そ
れ
は
別
で
は
な
い
、
ヒ
ユ

マ
ニ
テ
イ
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
總
て
の
言
葉
は
歷
史
を
持
つ
て
ゐ
ま
し
て
我
邦
で
用
ゐ
る
人
道
主
義

或
は
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
い
ふ
言
葉
は
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
用
ゐ
る
や
う
な
意
味
で
專
ら
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
、
歐
羅
巴
で
用
ゐ
る
も
の
と
は
少
し
違
つ
て
ゐ
る
や
う
で

あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
は
寧
ろ
歐
羅
巴
的
の
意
味
に
於
て
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
、
或
は
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
い

ふ
言
葉
を
用
ゐ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
云
ふ
も
の
に
就
い
て
今
こ
こ
で
烏
滸
が
ま
し
く
も
長
々

と
申
上
げ
る
事
も
な
い
と
思
ひ
ま
し
て
、
唯
便
利
で
あ
る
か
ら
此
の
言
葉
を
用
ゐ
、
且
つ
其
意
味
を
少

し
擴
げ
、
假
に
西
洋
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
及
び
東
洋
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
と
分
け
て
申
上
げ
ま
せ
う
。
東
洋

の
道
德
と
か
、
東
洋
の
文
化
と
か
い
ふ
事
よ
り
も
、
東
洋
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
と
云
つ
た
方
が
今
の
狀
態
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に
於
て
は
一
層
適
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
ま
た
其
上
に
、
假
に
古
典
的
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
と

モ
ダ
ン
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
乃
至
自
然
科
學
的
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
と
か
う
云
ふ
風
に
分
け
て
用
ゐ
て
見
ま

せ
う
。
か
く
は
分
け
て
見
ま
す
も
の
の
、
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
い
ふ
も
の
は
、
其
本
來
の
性
質
か
ら
絕
對

に
「
過
去
」
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
別
言
す
れ
ば
歷
史
主
義
、
古
典
主
義
無
し
の
ヒ
ユ
マ

ニ
テ
イ
と
い
ふ
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
假
に
ク
ラ
シ
ツ
ク
の
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
對

し
て
モ
ダ
ン
の
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
、
自
然
科
學
的
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
い
ふ
こ
と
を
對
立
さ
せ
て
見
ま
し
て

も
、
孰
れ
の
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
し
て
も
、
自
然
科
學
や
法
律
學
の
思
想
を
唯
當
座
の
實
用
の
範
圍
內
で

使
役
す
る
だ
け
の
事
の
名
稱
で
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
や
は
り
多
か
れ
少
か
れ
古
學
の
助
を
必
要

と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
恐
ら
く
か
う
云
ふ
風
に
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
を
對
立
せ
し
め
る
と

云
ふ
事
が
間
違
ひ
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
と
も
角
、
人
間
の
行
爲
の
標
準
と
な
る
も
の
は
ヒ
ユ
マ
ニ

ス
ム
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
云
ふ
風
に
解
釋
す
べ
き
か
、
若
し
そ
れ
に
今
申
し
た
や
う
な
差
別

が
有
る
と
す
る
と
、
其
ど
う
云
ふ
取
り
合
せ
が
最
も
今
の
世
に
適
當
す
る
か
と
云
ふ
や
う
な
問
題
は
、

歐
米
に
於
て
も
、
常
に
攻
究
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
點
大
に
我
々
の
參
考
に
も
な
る

の
で
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
あ
た
り
で
も
近
年
屢
々
此
の
問
題
は
社
會
に
於
て
、
議
會
に
於
て
、
ま
た

學
界
に
於
て
議
論
せ
ら
れ
、
わ
た
く
し
は
一
九
二
二
年
―
三
年
に
巴
里
に
居
り
ま
し
た
が
、
其
頃
日
々

の
新
聞
紙
上
で
も
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
其
後
、
其
頃
の
官
報
を
買
ひ
集
め
て
讀
ん
で
見
る
と
甚
だ
興
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味
が
あ
り
、
そ
れ
以
來
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
機
緣
と
し
て
日
本
に
於
け
る
國
字
國
語
の
問
題
を
考
へ
て

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
持
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
議
會
に
於
け
る
此
問
題
の

討
論
の
抄
錄
で
あ
り
ま
す
（「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
敎
育
改
革
」「
文
化
」、
昭
和
十
二
年
四
月
號
）。

獨
逸
に
於
て
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
こ
の
國
で
は
逸
早
く
モ
ダ
ン
の
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
必
要

を
感
じ
、
所
謂
「
レ
ア
ル
・
シ
ユ
ウ
レ
」
と
云
ふ
制
度
を
立
て
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
パ
ウ
ル
ゼ
ン
な

ど
の
書
い
た
も
の
を
讀
む
と
レ
ア
ル
・
シ
ユ
ウ
レ
は
必
ず
し
も
、
ギ
リ
シ
ヤ
・
ラ
テ
ン
の
如
き
古
典
の

敎
育
を
全
廢
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
必
要
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
と
云
つ
て
居
り
ま
す
。
イ
ギ

リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
事
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
の
諸
國
に
も
必
ず
や
、
古
典
的
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
、

現
代
的
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
議
論
と
選
擇
と
が
行
は
れ
て
居
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
是
等
の

問
題
は
必
ず
し
も
旣
に
解
決
し
た
の
で
な
く
、
現
在
で
も
依
然
と
し
て
硏
究
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り

ま
す
。

そ
れ
で
、
極
く
內
輪
に
見
積
つ
て
も
、
か
う
い
ふ
事
が
言
へ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
一
國

の
道
德
、
品
性
、
傳
承
、
風
俗
、
更
に
學
問
、
精
神
を
よ
く
保
つ
爲
め
に
は
、
少
く
と
も
國
民
の
一
部
に

於
て
古
學
の
硏
究
が
斷
え
ず
旺
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
、
破
る
可
か
ら
ざ

る
原
則
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
古
學
と
い
ふ
も
の
は
、
何
處
の
國
で
も
困
難
な
言
語
と
關
係
し
て
居

り
ま
す
。
例
へ
ば
、
歐
羅
巴
に
於
て
は
ギ
リ
シ
ヤ
語
、
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
我
國
に
在
つ
て
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厄
介
な
事
は
、
そ
の
困
難
な
一
言
語
が
、
一
層
困
難
な
文
字
と
宿
命
的
に
不
可
離
に
結
合
し
て
ゐ
る
事

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
講
究
、
習
得
を
廢
し
た
ら
、
一
國
の
精
神
は
立
ち
ど
こ
ろ
に

下
落
し
て
、
其
國
民
を
し
て
、
植
民
地
的
、
功
利
的
の
國
民
と
な
ら
し
め
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

か
う
い
ふ
事
は
明
治
年
代
に
旣
に
論
ぜ
ら
れ
ま
し
た
が
殊
に
明
治
三
十
三
年
に
西
村
茂
樹
氏
は
同

じ
意
見
を
述
べ
て
居
り
ま
す
。
少
し
長
い
け
れ
ど
も
引
用
し
て
見
ま
せ
う
。「
又
世
の
漢
字
排
斥
論
者

は
漢
字
を
論
ず
る
每
に
其
害
の
み
を
論
じ
て
其
利
を
論
ぜ
ず
。
今
漢
字
が
本
邦
の
爲
に
宏
益
を
な
し

た
る
一
、
二
を
擧
ぐ
れ
ば
、
第
一
元
來
本
邦
に
は
文
字
な
か
り
し
を
以
て
只
傳
說
を
以
て
語
り
傳
へ
し

の
み
な
り
し
が
、
漢
字
の
入
り
し
よ
り
、
是
を
文
字
に
現
は
す
こ
と
を
得
て
始
め
て
古
事
記
以
下
の
著

述
あ
り
。
第
二
本
邦
は
言
語
甚
だ
貧
し
く
し
て
十
分
に
人
意
を
逹
す
る
こ
と
能
は
ず
…
…
漢
字
の
助

け
あ
る
に
依
つ
て
是
等
の
別
々
の
意
を
了
解
す
る
を
得
る
な
り
」。「
我
邦
の
古
書
は
此
く
の
如
し
、
支

那
の
書
は
如
何
せ
ん
と
す
る
や
。
支
那
の
書
を
讀
む
に
及
ば
ず
と
言
は
ん
か
、
是
亦
妄
論
に
し
て
…

（
寫
字
不
明
）、
我
邦
の
漢
學
は
西
洋
の
希
臘
拉
典
の
學
を
廢
せ
ざ
る
と
同
じ
く
、
本
邦
に
て
漢
學
を

廢
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
。
少
く
と
も
六
經
諸
子
及
び
歷
史
の
大
略
は
之
を
學
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず

―
―
」。
當
時
と
現
代
と
は
い
ろ
い
ろ
の
事
情
が
違
ひ
ま
せ
う
が
、
然
し
今
に
於
て
も
や
は
り
同
じ
事

は
い
へ
る
と
思
ひ
ま
す
。
手
近
い
例
を
と
つ
て
見
る
と
、
今
我
々
は
日
支
事
件
と
い
ふ
大
事
件
に
直
面

し
て
居
り
ま
す
が
、
さ
て
其
後
に
來
る
も
の
は
何
か
。
國
家
の
文
化
及
び
道
德
の
顯
揚
で
あ
り
ま
す
。
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そ
の
時
に
至
つ
て
古
學
の
必
要
を
痛
感
す
る
事
は
火
を
看
る
よ
り
も
明
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
外
務
省

の
或
る
人
々
よ
り
出
さ
れ
た
聲
明
が
朝
日
新
聞
の
投
書
欄
あ
た
り
の
投
書
家
か
ら
非
難
せ
ら
れ
る
や

う
で
は
心
許
な
い
。
個
人
の
場
合
と
同
じ
く
、
國
家
に
於
て
も
、
其
行
爲
の
根
元
に
な
る
所
の
も
の
は

道
德
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
道
德
は
「
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
で
あ
り
ま
し
て
、
か
の
敎
育
を
宗
敎
か
ら
獨
立
せ
し

め
たJules

Ferry
の
「
そ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
道
德
で
す
。
ま
た
我
々
の
道
德
で
す
。
唯
一
無
二
の
も

の
で
す
」
と
云
つ
た
フ
ラ
ン
ス
道
德
の
そ
の
原
則
に
は
我
々
も
同
意
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
道
德
を
明
に
す
る
の
に
は
、
モ
ダ
ン
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
亦
古
今
に
通
じ
て
誤
ら
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
就
い
て
好
い
例
が
あ
り
ま
す
。
滿
洲
奉
天
の
圖
書
館
の
か
た
か
ら
四
五
年
前
の
事
、
私
が
奉

天
に
往
つ
た
時
に
聞
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
今
迄
閑
散
で
あ
つ
た
奉
天
の
圖
書
舘
が
、
滿
洲
事
變

の
あ
と
急
に
閱
覽
人
で
賑
か
に
な
つ
た
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
大
部
分
は
わ
か
い
士
官
逹
で
、
ど
ん

な
本
を
借
り
て
讀
む
か
と
云
ふ
と
、
そ
れ
は
孔
子
、
孟
子
で
あ
つ
た
相
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
王
道

主
義
が
急
に
わ
か
い
人
た
ち
の
間
に
喧
傳
せ
ら
れ
、
論
議
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
事
が
本
當
で

あ
る
と
し
た
ら
、
漢
字
、
漢
學
は
旣
に
用
の
終
つ
た
道
具
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
申
さ
れ
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
今
度
の
日
支
事
變
は
、
滿
洲
事
變
に
較
べ
る
と
遙
か
に
大
事
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
理
想
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を
闡
明
す
る
爲
め
に
は
古
學
は
是
非
必
要
で
夙
く
に
用
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま

す
。
殊
に
今
度
の
事
變
の
あ
と
、
わ
が
國
で
は
恐
ら
く
は
支
那
の
古
典
の
み
で
は
足
ら
ず
、
歐
羅
巴
の

古
典
的
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
を
も
必
要
と
す
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
事
を

ば
誰
が
す
る
か
と
云
ふ
と
、
そ
れ
は
學
者
及
び
大
學
生
が
主
に
な
つ
て
や
る
べ
き
事
で
あ
り
ま
す
。
是

等
の
人
々
は
一
國
の
選
良
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
乏
し
い
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
の
知
識
を
持
つ

て
居
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
馬
が
つ
け
て
く
れ
た
道
を
あ
と
か
ら
步
む
や
う
に
現

代
の
民
衆
の
用
ゐ
訛
つ
た
口
語
を
追
つ
て
、
そ
の
音
便
を
寫
音
の
字
で
現
す
こ
と
の
み
を
以
て
、
之
を

國
語
の
眞
髓
だ
と
思
ひ
誤
つ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
馬
に
乘
る
術
に
熟
せ
な
い
人
は
馬
に

導
か
れ
ま
す
。
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
に
就
い
て
潛
思
し
な
い
人
は
能
率
主
義
、
功
利
主
義
に
引
ず
り
ま
は
さ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
其
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
は
さ
つ
き
申
し
た
や
う
に
、
モ
ダ
ン
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ

イ
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
。
古
典
的
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
が
大
い
に
重
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
別
言
す

れ
ば
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
唯
現
在
生
き
て
ゐ
る
同
志
が
思
想
を
交
換
す
る
だ
け
の
用
に
使
は
れ
る
も

の
で
な
く
、
そ
れ
に
も
劣
ら
ず
、
必
要
な
過
去
の
人
道
家
と
の
會
話
の
手
段
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
ロ
オ
マ
字
を
用
ゐ
る
こ
と
に
よ
つ
て
果
た
し
て
純
粹
の
日
本
語
が
分
化
し
て
豐
饒
に
な
る
か

と
云
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
ロ
オ
マ
字
論
者
は
一
も
二
も
な
く
、
こ
の
豫
想
を
肯
定
し
て
居
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
甚
だ
疑
は
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
疑
を
秩
序
立
つ
て
申
す
こ
と
は
他
の
機
會
に
讓
り
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ま
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
は
出
來
な
い
相
談
だ
と
い
ふ
推
斷
の
み
を
述
べ
て
置
き
ま
す
。
ロ
オ
マ

字
の
便
利
を
說
く
ロ
オ
マ
字
論
者
は
、
自
分
が
漢
系
語
で
敎
育
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
利
用
し
、
ロ
オ
マ
字

書
き
を
理
解
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
ロ
オ
マ
字
を
讀
ん
だ
時
に
、

こ
れ
は
專
門
家
の
硏
究
に
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
腦
髓
の
ど
こ
か
に
ま
づ
漢
字
の
イ
メ
エ
ジ

が
現
は
れ
然
る
の
ち
に
始
め
て
ロ
オ
マ
字
の
示
す
意
味
を
理
解
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

ま
た
ロ
オ
マ
字
論
者
は
「
言
葉
直
し
」
と
云
ふ
こ
と
を
主
張
し
て
居
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
實
は
言
葉

直
し
で
は
な
く
、
極
く
不
完
全
な
新
造
語
運
動
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
嘗
て
あ
る
機
會
に
述
べ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
黴
菌
や
ヒ
ド
ラ
蟲
の
樣
に
、
一
つ
の
種
子
か
ら
新
ら
し
い
も
の

が
無
限
に
生
れ
て
行
く
こ
と
は
出
來
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
殖
え
る
と
き
に
は
是
非
ヘ
テ
ロ
ジ
エ
ン
の
も

の
が
入
つ
て
來
ま
す
。
其
爲
め
に
は
、
日
本
に
於
て
は
從
來
漢
系
語
が
非
常
に
役
に
立
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
日
本
語
は
英
語
と
似
て
ゐ
る
所
が
あ
つ
て
、
こ
の
ヘ
テ
ロ
ジ
エ
ン
の
言
葉
を
造
作
な
く
吸
收
す

る
こ
と
が
出
來
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
英
語
の
や
う
に
融
通
が
き
き
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
に
ア
カ
デ
ミ
イ

フ
ラ
ン
セ
エ
ズ
と
い
ふ
關
門
が
あ
つ
て
、
之
を
制
限
し
ま
す
か
ら
、
言
葉
を
殖
す
爲
め
に
は
ギ
リ
シ

ヤ
、
ラ
テ
ン
等
の
古
語
か
ら
轉
用
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
フ
ラ
ン
ス
で
は
ギ
リ
シ
ヤ
、
ラ
テ
ン

語
と
い
ふ
も
の
は
最
早
用
の
な
い
死
語
で
は
な
く
言
葉
の
分
化
の
爲
め
の
必
要
な
母
胎
で
あ
り
ま
す
。
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日
本
語
に
於
て
は
、
そ
れ
で
も
と
は
漢
語
を
こ
の
言
葉
の
分
化
の
母
胎
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い

ふ
の
は
、
ロ
オ
マ
字
論
者
の
所
謂
「
純
粹
の
日
本
語
」（
こ
の
槪
念
は
實
證
的
の
も
の
で
は
な
く
、
觀

念
的
の
も
の
で
あ
り
ま
す
）
は
甚
だ
數
が
少
く
、
そ
れ
か
ら
新
語
を
分
化
せ
し
め
る
こ
と
は
到
底
不
可

能
だ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

卽
ち
、
次
に
か
う
云
ふ
推
斷
が
下
さ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
ロ
オ
マ
字
運
動
は
（
漢
系
語
に
代
へ
て
）

現
代
の
歐
米
語
を
取
り
入
れ
る
方
法
の
準
備
で
あ
る
と
。

言
葉
と
い
ふ
も
の
は
さ
う
自
由
に
新
造
す
る
こ
と
の
出
來
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
ま
で

の
日
本
語
か
ら
漢
系
語
を
除
い
て
し
ま
つ
た
と
す
る
と
、
そ
の
あ
と
に
生
ず
る
空
虛
が
急
に
「
純
粹
の

日
本
語
」
及
び
そ
れ
か
ら
の
新
造
語
で
埋
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
隨
つ
て
新
に
生
ず
る
こ
と
は
現
代
外

國
語
を
そ
の
ま
ま
、
或
は
少
し
變
更
し
て
取
り
入
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
れ
も
い
や

だ
と
い
ふ
と
日
本
の
文
化
の
進
步
向
上
は
一
時
休
憩
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

現
代
外
國
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
然
科
學
の
論
文
な
ど
で
は
現
在
旣
に
や
つ

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
醫
學
の
論
文
な
ど
見
る
と
直
ぐ
氣
の
付
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
橫

書
き
に
な
つ
た
と
い
ふ
事
は
比
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
十
分
足
り

る
所
を
さ
へ
橫
文
字
に
し
て
平
氣
で
ゐ
る
。
第
一
號
と
か
一
番
目
と
か
い
ふ
所
をN

o.1

と
書
き
ま
す
。

四
月
十
日
を10.

IV

と
い
ふ
や
う
に
書
き
ま
す
。
橫
書
の
場
合
に
は
實
際
漢
字
は
不
便
で
仕
樣
が
な
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い
。
そ
れ
で
英
語
な
り
ド
イ
ツ
語
な
り
の
混
用
が
段
々
と
殖
え
て
來
る
。
ロ
オ
マ
字
書
き
に
し
た
ら
、

こ
の
傾
向
は
一
層
强
く
な
る
で
せ
う
と
思
ひ
ま
す
。
卽
ち
時
枝
誠
之
氏
の
「
ネ
オ
・
ジ
ヤ
パ
ニ
イ
ズ
」

の
提
唱
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
畢
竟
英
語
を
日
本
語
と
し
よ
う
と
言
つ
た
森
有
禮
氏
の

亡
靈
の
鼓
煽
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
漢
系
語
の
代
り
に
現
代
外
國
語
を
入
れ
た
新
日
本
語
が
出
來
た
ら
其
結
果
は
ど
う

な
る
か
と
云
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
具
象
的
な
事
物
の
名
稱
、
簡
單
な
槪
念
の
如
き
は
外
國
語
を
籍
り
て

之
を
現
は
し
て
も
何
等
面
倒
な
事
は
な
い
。「
シ
ヤ
ボ
ン
」、「
シ
ヤ
ツ
ポ
」、「
ベ
エ
ス
ボ
オ
ル
」
…
…

唯
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
然
し
思
想
的
の
言
葉
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
個
々
の
語
彙
は
決

し
て
獨
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
或
る
體
系
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
り
ま
す
。
例
へ
ば
硏
究
者
の
見
る

所
は
同
じ
で
も
、
或
る
病
理
的
變
化
を
ド
イ
ツ
語
で
書
く
の
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
の
と
、
そ
の
書
き

現
は
し
方
が
餘
程
違
つ
て
來
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
學
派
の
系
統
に
左
右
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
油
繪
具
で
か
か
れ
た
日
本
の
風
景
、
人
物
は
、
我
々
が
日
常
見
る
と
こ
ろ
と
、
か
な
り
違
つ
て
ゐ

る
事
に
お
氣
が
附
く
で
せ
う
。
そ
れ
は
油
繪
の
畫
家
が
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
最
近
の
流
行
に
影
響
せ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
別
言
す
れ
ば
油
繪
具
に
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
風
土
、
文
化
へ
の
ト
ロ
ピ
ヌ
ム
が
有
つ

て
、
そ
れ
が
外
へ
現
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
文
字
や
言
葉
は
、
油
繪
具
以
上
の
生
き
も
の
で
あ
り
ま

し
て
、
多
く
の
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
語
を
籍
り
る
と
い
ふ
こ
と
は
思
索
の
方
法
―
―
廣
く
い
ふ
と
、
ヒ
ユ
マ
ニ
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テ
イ
の
種
類
の
上
に
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
的
―
―
或
は
ド
イ
ツ
的
、
イ
ギ
リ
ス
的
、
フ
ラ
ン
ス
的
、
ロ
シ
ヤ
的

―
―
の
も
の
に
引
つ
ぱ
つ
て
ゆ
か
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
固
よ
り
昔
、
漢
字
の
使

用
に
よ
つ
て
漢
文
化
、
漢
道
德
に
引
つ
ぱ
つ
て
ゆ
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
千
年
二
千
年
の
陶
冶

に
よ
り
、
そ
れ
が
完
全
に
我
國
の
文
化
、
道
德
、
思
想
の
道
具
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
卽
ち
古
典
的
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
い
ふ
も
の
の
重
要
性
で
あ
り
ま
す
。

卽
ち
、
こ
の
事
は
單
に
便
宜
主
義
、
能
率
主
義
の
問
題
に
止
ら
ず
、
果
し
て
我
々
は
東
洋
的
古
典
の

精
神
―
―
假
に
わ
た
く
し
が
「
東
洋
的
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
」
と
申
し
た
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
て
、
西
洋
的
ヒ

ユ
マ
ニ
テ
イ
に
就
く
べ
き
か
と
い
ふ
根
本
問
題
に
な
る
の
で
、
先
づ
こ
の
詮
議
を
完
全
に
し
た
上
で
な

い
と
、
い
き
な
り
能
率
主
義
か
ら
出
發
し
た
議
論
は
偏
見
に
な
る
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
大
體
わ
た
く
し
の
申
上
げ
よ
う
と
思
ふ
こ
と
は
終
つ
た
の
で
す
が
、
最
後
に
一
寸
言
ひ
た
い

事
は
、
ロ
オ
マ
字
、
假
名
を
以
て
國
字
と
し
よ
う
と
い
ふ
人
々
の
說
に
は
、
往
々
一
種
の
利
己
主
義
が

隱
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
自
分
逹
は
漢
學
と
い
ふ
も
の
で
此
處
ま
で
到
逹
し
て
來
た
。

併
し
乍
ら
お
前
逹
は
も
つ
と
や
さ
し
い
も
の
で
や
つ
て
行
け
、
と
か
う
い
ふ
の
な
ら
、
そ
れ
は
甘
や
か

し
で
な
け
れ
ば
利
己
主
義
で
あ
る
。
自
分
た
ち
は
艱
難
も
し
た
が
、
醍
醐
味
も
嘗
め
た
。
今
後
の
人

に
は
そ
れ
を
さ
せ
ま
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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今
ま
で
の
漢
字
、
漢
系
語
は
捨
て
去
り
そ
し
て
實
用
的
の
現
代
外
國
語
を
少
し
ば
か
り
容
れ
て
、
そ

れ
で
中
學
生
を
敎
育
し
或
者
を
ば
そ
の
ま
ま
大
學
ま
で
送
り
入
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
次
の
時

代
を
し
て
「
故
郷
な
き
人
々
」
の
集
團
た
ら
し
め
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
旣
に
其
萌
芽
は
現
代
に
於
て

見
ら
れ
ま
す
。
一
國
民
を
し
て
悉
く
植
民
地
的
の
人
種
た
ら
し
む
る
や
り
方
が
今
の
敎
育
に
見
え
て

居
な
い
で
せ
う
か
。

そ
れ
な
ら
ば
古
典
は
現
代
語
の
翻
譯
で
間
に
合
ふ
か
と
い
ふ
と
、
殘
念
な
が
ら
そ
れ
は
間
に
合
は
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
ち
や
う
ど
ロ
オ
プ
を
持
つ
て
困
難
し
て
山
に
登
り
、
夜
は
火
を
焚
い
て
宿
し
、
朝

は
星
を
見
て
靈
氣
を
吸
ふ
こ
と
に
よ
り
山
の
精
神
が
理
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
む
づ
か
し
い
言
葉
の
習

得
と
、
古
註
の
厄
介
な
硏
究
と
に
よ
つ
て
始
め
て
古
典
の
精
神
に
參
通
す
る
を
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

卽
ち
一
見
能
率
主
義
と
反
對
な
こ
と
が
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
に
は
役
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
い
き
な
り
外

科
の
手
術
を
習
は
な
い
で
、
ま
づ
解
剖
學
を
習
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

畢
竟
す
る
に
日
本
の
精
神
を
興
す
の
に
は
日
本
現
代
の
文
學
と
自
然
科
學
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

現
代
に
於
て
は
あ
ま
り
に
自
然
科
學
偏
重
の
弊
害
が
見
ら
れ
て
居
り
ま
す
。

然
ら
ば
な
ぜ
古
典
的
の
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
が
必
要
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
古
典
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て

死
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
き
物
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
想
ひ
出
し
ま
す
の
は
、
數
年
前
わ
た
く
し
が
滿
洲
へ
參
り
ま
し
た
時
に
、
鄭
總
理
に
お
目
に
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か
か
る
こ
と
が
出
來
ま
し
た
。
そ
の
息
子
さ
ん
の
非
常
に
よ
く
日
本
語
の
出
來
る
方
が
通
譯
を
し
て

下
さ
つ
た
の
で
、
我
々
の
意
志
は
互
に
誤
解
な
く
通
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
わ
た
く
し
は
か
う

し
て
滿
洲
國
が
成
立
し
た
以
上
は
、
啻
に
目
先
の
利
害
の
問
題
ば
か
り
に
か
ま
け
る
事
な
く
、
一
方
に

新
ら
し
い
メ
ト
ヂ
ツ
ク
を
以
て
支
那
の
古
典
を
硏
究
す
る
こ
と
を
、
こ
の
國
の
重
要
な
仕
事
と
し
て
貰

ひ
た
い
と
申
し
た
の
で
す
。
か
う
い
ふ
事
を
漢
學
者
が
い
へ
ば
當
り
前
で
す
が
、
我
々
は
乏
し
い
乍
ら

自
然
科
學
の
事
を
や
つ
て
ゐ
る
人
間
で
、
か
う
い
ふ
事
を
い
ふ
の
だ
か
ら
特
に
考
へ
て
下
さ
い
と
い
ふ

と
そ
の
返
事
に
「
何
も
支
那
の
古
學
を
硏
究
す
る
に
態
々
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
哲
學
や
、
そ
の
メ
ト
ヂ
ツ
ク

を
應
用
し
て
や
ら
な
く
て
も
可
い
。
新
し
い
人
が
古
典
を
讀
め
ば
新
ら
し
い
解
釋
が
出
來
て
、
そ
れ
が

新
時
代
の
役
に
立
つ
の
だ
」
と
、
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
お
つ
し
や
り
ま
し
た
。
こ
の
御
返
事
に
わ
た
く

し
は
大
い
に
感
服
し
ま
し
た
。
之
れ
に
つ
い
て
思
ひ
出
す
事
は
、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
小
說
に

「
吾
人
は
イ
リ
ヤ
ツ
ド
、
或
は
神
曲
の
一
行
を
も
そ
の
初
め
考
へ
ら
れ
た
通
り
の
意
味
で
解
し
は
し
な

い
。
生
き
る
と
い
ふ
事
は
變
化
す
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
記
述
せ
ら
れ
た
、
我
々
の
思
想
の
來
世
の

生
活
も
亦
こ
の
法
則
か
ら
脫
却
す
る
事
は
出
來
な
い
」。
卽
ち
良
い
古
典
は
又
人
の
代
と
共
に
更
生
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
議
會
に
於
い
て
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
た

時
に
ブ
ラ
ツ
ク
と
い
ふ
ギ
リ
シ
ヤ
學
者
、
此
人
は
か
な
り
左
黨
の
議
員
で
あ
り
ま
し
た
が
、
大
に
ギ
リ

シ
ヤ
語
庇
護
の
討
論
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
節
に
古
學
と
い
ふ
も
の
は
神
話
に
あ
る
ア
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ン
テ
オ
ス
の
樣
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
ア
ン
テ
オ
ス
の
足
は
一
度
地
に
着
け
ば
又

力
を
恢
復
す
る
。
古
代
の
文
化
、
古
典
と
い
ふ
も
の
は
ア
ン
テ
オ
ス
に
對
す
る
地
面
の
樣
な
も
の
で
、

國
家
或
は
民
族
が
衰
へ
た
時
、
一
度
古
典
に
觸
れ
れ
ば
力
を
得
る
。
そ
れ
で
此
事
を
ル
ネ
サ
ン
ス
と

も
、
レ
ヌ
ワ
シ
オ
ン
と
も
、
レ
ジ
エ
ネ
ラ
シ
オ
ン
と
も
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
古
典
と
い
ふ
も
の
の
中

に
は
、
之
れ
丈
の
力
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
過
去
は
決
し
て
過
ぎ
去
つ
た
も
の
で
な
く
、
背
中
の
方
に

廻
つ
た
未
來
だ
と
考
へ
る
こ
と
が
出
來
ま
す
。

か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
、
先
刻
內
論
に
計
算
し
て
申
し
ま
し
た
が
少
く
と
も
國
民
の
中
の
一
部
分
は

否
で
も
應
で
も
古
典
、
日
本
な
ら
ば
古
事
記
、
萬
葉
等
の
日
本
の
古
典
の
外
に
古
漢
籍
を
學
ぶ
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
專
門
の
人
に
委
せ
て
置
け
ば
よ
い
と
言
は
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
專
門
家
に

任
せ
て
お
い
て
は
、
古
學
は
ア
ン
テ
オ
ス
の
地
面
に
な
ら
な
い
。
卽
ち
シ
ユ
ツ
ツ
コ
ロ
イ
ド
と
い
ふ
樣

に
周
圍
に
保
護
す
る
環
境
が
な
け
れ
ば
、
裸
の
醍
醐
味
は
墮
ち
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
し
て
學
者
と
か
大

學
生
が
そ
の
擁
護
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
高
等
學
校
を
入
學
試
驗
の
準
備

學
校
た
ら
し
め
ず
、
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
イ
の
道
場
た
ら
し
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
少
く
と
も
大
學
生
に
向

つ
て
、
千
九
百
字
の
漢
字
で
用
を
足
せ
と
い
ふ
の
は
間
違
つ
た
方
針
で
あ
り
ま
す
。

以
上
は
、
多
少
わ
た
く
し
の
嗜
好
も
入
つ
て
は
居
ま
せ
う
が
、
成
る
可
く
公
平
に
、
且
つ
理
詰
め
に

考
へ
た
議
論
だ
と
思
つ
て
居
り
ま
す
。
醫
學
の
術
語
の
改
定
と
い
ふ
や
う
な
問
題
に
は
直
接
役
に
立
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た
ぬ
議
論
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
便
宜
主
義
的
な
、
通
俗
的
な
立

場
の
み
か
ら
し
て
、
言
葉
で
も
、
術
語
で
も
、
性
急
に
改
革
し
よ
う
と
い
ふ
努
力
は
、
下
手
に
す
る
と

利
益
よ
り
不
利
益
を
齎
ら
す
恐
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
少
し
柄
に
無
い
事
を
長
々
と
申
上
げ
ま
し
て
、

皆
さ
ん
の
御
審
判
を
願
ふ
次
第
で
あ
り
ま
す
。（
國
語
協
會
醫
學
部
第
三
回
例
會
講
演
）
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