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斯
ん
な
こ
と
で
今
日
も
す
ん
で
し
ま
ふ
。

斯
ん
な
こ
と
で
今
年
も
す
ん
で
し
ま
ふ
。
(
一
六
一
頁
)

二
十
四
歳
目
前
の
真
知
子
は
、
「
真
に
よ
く
生
活
し
た
意
識
な
し
に
年
を
送
る
こ
と
の
無
為
と
空
虚
」
(
同
頁
)
を
思
い
、
同
時
に
、

「
暦
の
変
化
が
自
分
の
こ
の
状
態
に
何
等
の
寄
与
も
な
し
得
な
い
」
(
同
頁
)
と
思
う
と
、
「
苛
立
た
し
い
寂
し
さ
」
(
一
六
二
頁
)
を
感

じ
、
「
自
分
を
取
り
巻
く
あ
の
堀
ら
な
い
生
活
か
ら
脱
け
出
し
た
い
」
(
二

O
七
頁
)
と
願
っ
て
い
る
。
真
知
子
は
、
「
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ

ア
の
標
本
的
な
退
屈
と
滑
稽
と
醜
随
に
充
ち
て
ゐ
る
親
類
」
(
七
六
頁
)
や
母
親
か
ら
結
婚
を
せ
か
さ
れ
て
い
る
が
、
「
有
閑
階
級
の
審



修
や
欺
硝
や
鏡
舌
や
暇
潰
し
」
(
一
五
二
頁
)
を
厭
い
、
「
そ
れ
を
軽
蔑
し
な
が
ら
な
ほ
そ
の
集
団
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
自

分
」
(
岡
頁
)
を
も
ど
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
真
知
子
の
前
に
、
二
人
の
男
性
が
登
場
す
る
。
関
三
郎
と
河
井
輝
彦
で
あ
る
。

関
三
郎
は
、
東
北
の
農
村
の
水
車
小
屋
の
息
子
で
、
関
西
の
大
学
に
在
学
中
左
翼
運
動
に
関
係
し
て
起
訴
中
の
身
で
あ
っ
た
。
彼
は

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ト
の
意
識
は
血
の
問
題
だ
と
云
ふ
信
仰
」
(
四
九
頁
)
を
持
っ
て
い
て
、
真
知
子
に
は
よ
そ
よ
そ
し
か
っ
た
。
し
か
し

「
到
来
す
べ
き
新
た
な
時
代
」
(
七
二
頁
)
を
信
じ
、
「
一
切
の
不
公
平
を
取
り
除
く
組
織
の
実
現
」
(
同
頁
)
を
信
じ
て
い
る
関
の
、
「
そ
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れ
を
信
じ
な
い
の
は
、
人
類
を
信
じ
な
い
の
で
す
」
〈
七
三
頁
)
と
い
う
一
言
に
、
真
知
子
は
驚
き
と
憧
れ
を
抱
き
、
自
分
を
取
り
巻
く

世
界
か
ら
の
脱
出
願
望
を
い
っ
そ
う
強
く
す
る
。

関
と
真
知
子
が
初
め
て
出
会
う
の
は
、
真
知
子
の
友
人
大
庭
米
子
の
遠
縁
に
あ
た
る
画
家
の
建
て
た
田
端
の
家
で
あ
る
。
そ
の
家
に

は
、
や
が
て
左
翼
仲
間
の
米
子
、
閥
、
小
峰
が
住
む
こ
と
に
な
る
.
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
家
が
建
つ
丘
の
下
に
「
脳
病

院
」
(
五

O
頁
)
が
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
真
知
子
が
米
子
か
ら
「
関
三
郎
」
と
い
う
名
前
を
初
め
て
聞
い
た
直
後
、
「
気
狂
ひ
」

(
五
一
頁
)
が
叫
び
出
す
。

殺
す
ん
だ
な
。
|
|
畜
生
!

お
つ
母
さ
ん
|
|
お
母
さ
ん
l
lお
母
さ
ん
|
|
(
五
O
頁
)

そ
れ
は
「
野
獣
の
咽
時
に
近
」
(
同
頁
)
い
「
恐
ろ
し
い
叫
ぴ
声
」
(
同
頁
)
だ
っ
た
。
「
激
し
い
怒
り
と
絶
望
の
訴
に
充
ち
て
響
い
た
」

(
岡
頁
)
こ
の
叫
び
は
、
単
に
「
気
狂
ひ
」
の
も
の
と
読
み
飛
ば
し
て
よ
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。



関
と
の
出
会
い
が
、
最
初
か
ら
狂
気
の
「
気
味
悪
さ
」
〈
五
六
頁
)
の
中
で
用
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
真
知
子
と
関
の
関
係
の
行
く
末

を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
左
翼
運
動
そ
の
も
の
が
、
真
知
子
の
住
む
世
界
か
ら
見
る
と
、
不
気
味
な
印
象
と
と
も
に
語

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
、
作
者
が
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

狂
気
と
は
、
日
常
性
を
離
れ
、
常
識
の
世
界
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
退
屈
と
滑
稽
と
醜
随
に
充
ち
て
ゐ
る
」
真
知
子
の
日
常
と
は

異
次
元
の
人
間
と
し
て
、
真
知
子
の
常
識
の
世
界
を
超
え
た
存
在
と
し
て
関
三
郎
は
登
場
す
る
の
だ
。

関
の
真
知
子
に
対
す
る
「
索
つ
気
な
さ
」
(
五
三
頁
)
「
冷
淡
」
(
五
五
頁
)
「
よ
そ
/
¥
し
」
(
五
六
頁
)
さ
は
、
真
知
子
を
取
り
巻
く
、

社
交
的
な
「
鏡
舌
」
の
世
界
と
は
異
質
で
あ
り
、
真
知
子
は
関
や
小
峰
が
理
解
で
き
ず
、
寂
審
感
や
「
変
な
不
快
感
」
(
五
六
頁
)
を
覚

え
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
闘
は
、
真
知
子
の
中
で
、
自
分
を
「
あ
の
塩
ら
な
い
」
日
常
か
ら
脱
出
さ
せ
て
く
れ
る
か
も

し
れ
な
い
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
く
。
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一
方
、
河
井
輝
彦
は
、
「
有
名
な
旧
家
で
千
万
長
者
の
河
井
家
」
〈
一
二
頁
)
の
後
嗣
で
、
「
ケ
ン
プ
リ
ッ
ヂ
に
留
学
し
て
考
古
学
を
専

攻
し
」
(
同
頁
)
て
い
る
「
上
品
な
風
采
と
強
度
」
(
二
五
頁
)
を
持
つ
紳
士
で
あ
る
。
真
知
子
は
、
娘
〈
あ
ね
)
の
実
家
の
田
口
家
の

園
遊
会
で
初
め
て
河
井
を
知
る
。
柘
植
多
喜
子
の
婚
約
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
数
ヵ
月
後
、
真
知
子
は
、
河
井
か
ら
突
然
と
も
思
え
る
求
婚
を
受
け
る
。

l
「
あ
な
た
に
お
目
に
か
〉
る
ま
で
は
、
自
分

の
お
か
れ
た
位
置
に
対
し
わ
り
と
呑
気
で
ゐ
た
」
(
二
六
七
頁
)
と
い
う
言
葉
か
ら
遡
っ
て
、
河
井
の
真
知
子
に
対
す
る
態
度
を
ふ
り
か

え
る
と
、
た
し
か
に
、
河
井
が
真
知
子
を
特
別
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。



そ
れ
は
、
真
知
子
が
関
へ
の
恋
に
破
れ
、
帰
っ
て
い
く
場
所
と
し
て
、
河
井
と
い
う
男
性
が
当
初
か
ら
作
者
の
中
で
意
図
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

関
と
河
井
は
、
ほ
ぽ
同
時
期
、
真
知
子
の
前
に
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
真
知
子
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
河
井
は
、
関
よ
り
も
、

真
知
子
と
接
触
す
る
ず
っ
と
多
く
の
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
知
子
の
方
の
受
け
と
め
方
の
違
い
か
ら
、
真
知
子
の
意
識

の
隅
に
追
い
や
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

河
井
の
求
婚
は
、
次
の
厳
し
い
言
葉
で
拒
絶
さ
れ
る
。

同
じ
自
由
と
権
利
を
奪
は
れ
た
人
た
ち
が
、
奪
は
れ
た
も
の
を
取
り
返
さ
う
と
し
て
、
戦
っ
て
ゐ
ま
す
わ
。
:
・
そ
の
中
で
、
ど
う

し
た
ら
一
万
年
前
の
人
間
の
使
っ
た
が
ら
く
た
な
ん
ぞ
問
題
に
し
て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
れ
る
か
と
も
ふ
と
、
・
:
あ
な
た
の
さ
う
云
ふ
生
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活
の
お
相
伴
を
し
よ
う
と
は
恩
ひ
ま
せ
ん
わ
.
(
二
七
二
頁
〉

四

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
こ
の
関
と
河
井
の
位
置
は
逆
転
す
る
。

階
級
的
正
義
の
前
に
は
、
個
人
的
な
恋
愛
に
お
け
る
非
人
間
的
な
行
為
も
、
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
肯
定
す
る
関
に
、
真
知
子

は
失
望
す
る
。
米
子
の
妊
娠
で
そ
れ
は
決
定
的
に
な
っ
た
.
「
非
人
間
的
」
と
い
う
点
で
、
真
知
子
に
と
っ
て
関
は
「
気
狂
ひ
」
だ
っ
た
。

真
知
子
と
関
が
互
い
の
愛
を
告
白
し
た
日
も
そ
う
だ
。
関
は
「
低
い
、
調
子
の
破
れ
た
、
ど
こ
か
崖
下
の
気
狂
ひ
に
似
た
叫
ぴ
」
を
上

げ
、
「
気
狂
ひ
と
同
じ
形
相
」
で
真
知
子
に
『
蔽
ひ
か
ぶ
さ
っ
た
」
(
二
九
四
頁
〉
の
だ
っ
た
。

「
気
狂
ひ
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、
何
か
に
夢
中
に
な
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
と
き
同
時
に
、
別
の
基
本
的
な
も
の
が
欠
落
し
て
し
ま



う
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
何
か
に
夢
中
に
な
る
状
態
を
「
気
狂
ひ
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
階
級
闘
争
に
夢
中
に
な
る
あ
ま
り
、

人
間
ら
し
さ
が
欠
落
す
る
こ
と
に
無
反
省
に
な
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
闘
に
真
知
子
は
絶
望
す
る
の
で
あ
る
。

「
何
も
か
も
」
『
分
ら
な
く
な
っ
た
」
(
三
二
九
頁
)
真
知
子
は
、
三
ヶ
月
後
、
河
井
と
再
会
し
、
河
井
の
中
に
「
人
間
と
し
て
の
真

実
」
(
三
四
八
頁
)
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
と
き
の
情
景
描
写
が
注
目
さ
れ
る
.
雷
雨
が
晴
れ
て
い
く
の
と
、
二
人
の
心
が
打
ち
解
け
て
い
く
の
が
、
同
時
進
行
で
語
ら
れ

る
の
だ
。雷

鳴
は
腺
雨
を
伴
な
っ
て
真
上
に
来
た
。
ぷ
つ
突
か
る
し
ぶ
き
で
、
霜
に
凍
っ
た
朝
の
や
う
に
窓
硝
子
は
、
ま
つ
自
に
な
り
、
電

光
が
そ
れ
を
引
き
裂
い
た
.
家
は
轟
く
音
波
の
中
で
、
海
に
あ
る
船
の
や
う
に
揺
れ
た
。
〈
三
三
九
頁
)
・
:
雷
は
聞
を
加
へ
た
が
、

雨
は
衰
へ
な
か
っ
た
。
(
三
四
二
頁
)
・
:
雨
が
小
降
り
に
な
り
、
風
が
吹
い
た
。
(
三
四
五
頁
〉
:
・
日
光
が
庭
樹
の
し
づ
く
の
聞
か

ら
、
俄
か
に
瀬
刺
と
輝
き
、
額
に
直
射
し
た
。
(
三
四
八
頁
)
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真
知
子
の
河
井
と
の
「
避
遁
」
〈
三
七
六
頁
)
が
「
自
然
」
の
推
移
で
あ
る
か
の
知
く
番
か
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
真
知
子
は
、
米
子
の
田
舎
を
訪
ね
、
彼
女
に
「
私
を
あ
ん
た
達
に
つ
い
て
行
か
れ
な
く
し
た
も
の
も
、
云
は
£
そ
の
不
自

然
さ
だ
わ
」
〈
三
七
O
頁
)
と
言
う
.
そ
し
て
「
足
も
と
の
草
む
ら
に
野
生
の
穫
を
見
つ
け
」
「
何
て
締
麗
な
の
だ
ら
う
」
と
思
う
。
真

知
子
に
は
「
な
に
か
驚
く
べ
き
美
し
い
も
の
に
そ
れ
が
そ
の
瞬
間
見
え
」
、
「
彼
女
は
輝
く
赤
い
斑
点
か
ら
眼
を
離
さ
な
か
っ
た
」
。
(
三

七
回
頁
)五



作
者
は
真
知
子
の
純
粋
さ
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
純
粋
さ
ゆ
え
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
狂
気
」
(
危
険
な
陥
葬
)
を
批
判
し
た
。

何
も
か
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
真
知
子
は
、
「
自
然
」
の
中
に
再
生
の
き
っ
か
け
を
発
見
す
る
。
河
井
に
対
す
る
「
隠
さ
れ
て
ゐ
た
愛
」

(
三
八
二
頁
)
に
気
が
つ
い
た
真
知
子
は
、
か
つ
て
軽
蔑
し
て
い
た
有
閑
階
級
に
戻
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
真
知
子
の

影
響
を
受
け
て
河
井
自
身
も
変
化
し
て
い
る
.

た
だ
し
、
将
来
、
真
知
子
や
河
井
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
は
描
か
れ
ず
、
若
い
真
知
子
の
今
後
の
人
生
は
ま
っ
た
く
の
未

知
数
の
ま
ま
小
説
は
終
わ
っ
て
い
る
.

(
追
記
)

- 29一

野
上
禰
生
子
の
小
説
『
真
知
子
』
は
、
雑
誌
「
改
造
」
や
「
中
央
公
論
」
に
、
昭
和
三
年
五
月
か
ら
昭
和
五
年
十
二
月
に
か
け
て
発

表
さ
れ
た
。
初
刊
は
昭
和
六
年
四
月
。
引
用
は
『
野
上
禰
生
子
全
小
説
』
第
七
巻
(
岩
波
書
庖
・
一
九
九
七
年
)
に
よ
っ
た
。
今
日
か

ら
見
れ
ば
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
現
が
あ
る
が
、
時
代
背
景
と
作
品
価
値
と
を
考
え
、
著
者
が
故
人
で
も
あ
る
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

本
稿
は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
「
自
然
」
と
い
う
概
念
が
近
代
の
詩
人
や
小
説
家
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
て

い
た
卒
論
作
成
前
後
の
研
究
ノ
l
ト
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
京
都
府
立
大
学
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
「
『
梢
の
巣
に
て
』
成
立
前
後
の

山
村
暮
烏

l
詩
風
の
変
化
と
「
人
間
畜
生
の
自
然
」

l
」
は
、
京
都
女
子
中
学
・
高
等
学
校
「
研
究
紀
要
」
第
二
十
六
号
(
昭
和
五
十

六
年
三
月
)
に
活
字
化
し
て
い
る
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
ど
う
ぞ
、
ご
一
読
を
。

(
大
阪
大
谷
大
学
教
育
学
部
・
同
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)


