
１
　
特
殊
「
高
等
遊
民
」
代
助

『
そ
れ
か
ら
』
は
こ
れ
ま
で
実
に
多
様
な
読
ま
れ
方
を
し
て
き
た
。

し
か
し
、
代
助
が
作
中
で
「
遊
民
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
行
動
原
理
に

「
遊
民
」
と
呼
ば
れ
る
だ
け
の
何
か
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま

り
力
点
を
置
い
て
論
じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼
は
果
し

て
ど
の
よ
う
な
「
遊
民
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
遊
民
」
と
い
う
言
葉
と
の
関
連
で
、
漱
石
が
有
名
に
し
た
言
葉
の

一
つ
と
し
て
、「
高
等
遊
民
」
と
い
う
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
こ
の
「
高
等
遊
民
」
は
漱
石
の
造
語
で
は
な
い
よ
う
だ
。
先

行
研
究1

に
よ
れ
ば
、『
そ
れ
か
ら
』
が
書
か
れ
て
か
ら
二
、
三
年
後
の

社
会
問
題
の
一
つ
に
「
高
等
遊
民
問
題
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。

高
等
教
育
を
受
け
て
も
、
適
当
な
働
き
場
所
が
な
く
、
遊
民
と
し
て
暮

ら
し
て
い
る
人
々
が
自
然
現
象
と
し
て
多
く
な
り
、
社
会
問
題
と
し
て

新
聞
、
雑
誌
等
で
喧
伝
さ
れ
た
の
が
そ
の
実
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
文
で
は
漱
石
の
造
語
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
や
、

漱
石
が
こ
の
語
を
用
い
た
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
い
わ
け
で
は

な
い
。
漱
石
の
用
い
た
「
高
等
遊
民
」
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て

そ
れ
な
り
の
存
在
感
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
が
、
彼

ら
は
、
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
代
助
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
ま

ず
は
見
て
い
き
た
い
。

「
高
等
遊
民
」
と
い
う
言
葉
は
『
そ
れ
か
ら
』
よ
り
も
後
に
書
か
れ

た
『
彼
岸
過
迄
』
に
現
れ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
松
本
は
こ
う
述
べ
る
。

「
田
口
が
好
ん
で
人
に
会
ふ
の
は
何
故
と
云
つ
て
御
覧
。
田
口
は

世
の
中
に
求
め
る
所
の
あ
る
人
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
僕
の
様
な

高
等
遊
民
で
な
い
か
ら
で
す
。
い
く
ら
他
の
感
情
を
害
し
た
つ
て
、

困
り
や
し
な
い
と
い
ふ
余
裕
が
な
い
か
ら
で
す
」2
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さ
ら
に
、「
御
家
族
は
大
勢
」
い
る
か
、
奥
さ
ん
が
い
る
か
、「
貴
方

の
様
な
方
が
、
普
通
の
人
間
と
同
じ
様
に
、
家
庭
的
に
暮
し
て
行
く
事

が
出
来
る
か
」
と
い
う
疑
問
を
持
つ
敬
太
郎
に
対
し
て
、
松
本
は
「
高

等
遊
民
は
田
口
な
ど
よ
り
も
家
庭
的
な
も
の
で
す
よ
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
漱
石
の
用
い
る
「
高
等
遊
民
」
の
一
つ
の
内
実
が
明
ら
か

に
な
る
。「
高
等
遊
民
」
は
世
の
中
に
求
め
る
所
の
な
い
も
の
、
す
な

わ
ち
、
世
の
中
か
ら
完
全
に
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
地
位
や
名
誉
や

職
業
、
財
産
を
求
め
な
い
、
い
わ
ゆ
る
社
会
と
の
し
が
ら
み
な
ど
を
超

越
し
た
、
そ
れ
で
い
て
、
家
庭
的
な
、
家
と
い
う
場
（
制
度
で
は
な
い
）

を
重
要
視
す
る
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の

条
件
と
し
て
は
、
働
か
ず
と
も
生
き
て
い
け
る
だ
け
の
財
産
、
親
の
遺

産
や
、
仕
送
り
な
ど
の
経
済
的
条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
が
必
須
の
も

の
と
し
て
あ
る
。
松
本
は
働
き
た
く
て
も
働
け
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

「
贅
沢
に
遊
ん
で
い
ら
れ
る
」
身
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
趣

味
は
多
様
で
あ
り
、「
茶
の
湯
、
骨
董
、
寄
席
、
芝
居
、
相
撲
」
を
楽

し
む
一
方
、「
社
会
観
と
か
人
生
観
と
い
ふ
小
六
づ
か
し
い
方
面
の
問

題
」
を
持
ち
出
し
、
敬
太
郎
に
「
此
松
本
と
い
ふ
男
は
世
に
著
わ
れ
な

い
学
者
の
一
人
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。

「
高
等
遊
民
」
は
趣
味
の
人
で
あ
り
、
か
つ
、
高
等
教
育
を
受
け
た
敬

太
郎
に
学
者
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
知
性
を
持
っ
て
文
明
批
評
を
行
う
人

物
で
も
あ
る
。

で
は
、
代
助
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
父
と
の
会
話
を
見
て

み
た
い
。「

そ
れ
は
実
業
が
厭
な
ら
厭
で
好
い
。
何
も
金
を
儲
け
る
丈
が
日

本
の
為
に
な
る
と
も
限
る
ま
い
か
ら
。
金
は
取
ら
ん
で
も
構
は
な

い
。
金
の
た
め
に
兎
や
角
云
ふ
と
な
る
と
、
御
前
も
心
持
が
わ
る

か
ら
う
。
金
は
今
迄
通
り
己
が
補
助
し
て
遣
る
。
お
れ
も
、
も
う

何
時
死
ぬ
か
分
ら
な
い
し
、
死
に
や
金
を
持
つ
て
行
く
訳
に
も
行

か
な
い
し
。
月
々
御
前
の
生
計
位
ど
う
で
も
し
て
や
る
。
だ
か
ら

奮
発
し
て
何
か
為
る
が
好
い
。
国
民
の
義
務
と
し
て
す
る
が
好
い
。

も
う
三
十
だ
ら
う
」

「
左
様
で
す
」

「
三
十
に
な
つ
て
遊
民
と
し
て
の
ら
く
ら
し
て
い
る
の
は
、
如
何

に
も
不
体
裁
だ
な
」3

こ
れ
を
受
け
た
代
助
は
「
遊
民
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い

が
「
決
し
て
の
ら
く
ら
し
て
い
る
と
は
思
」
っ
て
お
ら
ず
、「
た
だ
職

業
の
た
め
に
汚
さ
れ
な
い
内
容
の
多
い
時
間
を
有
す
る
、
上
等
人
種
と

自
分
を
考
へ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
語
り
手
に
よ
り
明
ら
か
に
さ

れ
る
。

代
助
は
父
か
ら
、
お
前
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
が
、
そ

れ
で
は
金
に
な
ら
ん
か
ら
金
を
儲
け
る
こ
と
が
で
き
る
何
か
を
し
ろ
、
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と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
父
か
ら
は
、
代
助
は
何
か

を
成
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
単
に
の
ら
く
ら
し
て
い
る
「
遊
民
」
に

す
ぎ
な
い
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
遊
民
」
と
い
う
言
葉

は
の
ら
く
ら
と
何
も
し
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
父
の
認
識
が
明
ら
か
に

な
る
。
対
し
て
代
助
は
自
ら
を
単
な
る
「
遊
民
」
で
は
な
く
、
内
容
の

多
い
時
間
を
有
す
る
「
上
等
人
種
」
の
「
遊
民
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
代
助
と
門
野
の
関
係
に
明
ら
か
で
あ
る
。
門
野
は
代
助
を

評
し
て
「
い
い
つ
も
り
だ
な
あ
。
僕
も
、
あ
ん
な
風
に
一
日
本
を
読
ん

だ
り
、
音
楽
を
聞
き
に
行
つ
た
り
し
て
暮
し
て
い
た
い
な
」
と
述
べ
る

一
方
、
代
助
は
門
野
を
「
学
校
へ
も
行
か
ず
、
勉
強
も
せ
ず
、
一
日
ご

ろ
ご
ろ
し
て
い
る
」
と
評
し
、
自
分
と
門
野
が
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

「
遊
民
」
だ
と
は
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
代
助
が

「
高
等
遊
民
」
で
、
門
野
は
単
な
る
「
遊
民
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

後
者
に
つ
い
て
は
代
助
の
父
の
言
う
よ
う
な
「
の
ら
く
ら
」
し
た
存
在

に
思
わ
れ
る
の
で
、
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
は
先
ほ
ど
の

「
高
等
遊
民
」
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
否
で
あ
る
。
代
助
は
本
も
よ
く
読

む
し
音
楽
も
絵
画
も
嗜
む
、
そ
の
他
の
娯
楽
に
も
精
通
し
て
い
る
。
ま

た
、
様
々
な
文
明
批
評
め
い
た
こ
と
も
作
中
で
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
に
は
先
ほ
ど
の
「
高
等
遊
民
」
松
本
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
家
庭

す
ら
も
否
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
代
助
は
実
家
か
ら
離
れ
て
一
人

暮
ら
し
を
し
て
い
る
し
、
結
婚
の
す
す
め
に
も
こ
と
ご
と
く
反
対
し
、

独
身
を
貫
く
。
そ
れ
は
徹
底
し
て
お
り
、
女
中
に
関
し
て
も
平
岡
に

「
君
の
家
か
ら
誰
か
連
れ
て
来
れ
ば
好
の
に
」
と
言
わ
れ
て
も
、「
と
に

か
く
家
の
奴
は
好
く
な
い
よ
」
と
答
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
高
等
遊
民
」

は
お
そ
ら
く
、
こ
こ
ま
で
徹
底
的
に
家
庭
を
含
め
た
社
会
性
を
拒
否
す

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
ほ
ど
引
用
し
た
父
と
の
会
話
に
関
し
て
、「
親
爺
が
斯
ん
な
事
を

言
う
た
び
に
、
実
は
気
の
毒
に
な
る
。
親
爺
の
幼
稚
な
頭
脳
に
は
、
か

く
有
意
義
に
月
日
を
利
用
し
つ
ゝ
あ
る
結
果
が
、
自
己
の
思
想
情
操
の

上
に
、
結
晶
し
て
吹
き
だ
し
て
ゐ
る
の
が
全
く
映
ら
な
い
」
と
い
う
代

助
の
心
中
が
明
か
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
、
す
で
に
多
く
の
論
者
が
述
べ

て
い
る
よ
う
な
、
そ
し
て
こ
の
論
文
で
言
う
、
松
本
な
ど
と
は
異
な
る
、

特
殊
な
「
高
等
遊
民
」
代
助
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
父
が
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
実
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

こ
と
な
く
独
断
的
に
決
め
付
け
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
原
千
秋
は

こ
の
特
徴
を
「
全
て
の
他
者
性
（
差
異
の
体
系
）
の
拒
否4

」
と
し
て
定

義
し
、
そ
れ
が
故
に
代
助
は
自
己
実
現
の
場
を
失
い
、
社
会
的
価
値
が

ゼ
ロ
に
な
っ
た
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
一
般
的
な
「
高
等
遊
民
」
は

家
庭
に
属
す
る
限
り
「
全
て
の
他
者
性
」
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
他
者
性
あ
る
い
は
社
会
性
と
い
っ
た
も
の
を
排
そ
う
と
し
た
特

殊
「
高
等
遊
民
」
代
助
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
考
察
を
進
め
る
。

２
　
特
異
な
「
遊
び
」
の
構
造
　

さ
て
、
代
助
は
特
殊
な
「
高
等
遊
民
」
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で

― 3 ―



「
遊
民
」
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
「
遊
民
」
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

「
遊
民
」
は
遊
ぶ
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
単
に
「
遊
ぶ
」
と
い
っ
て

も
そ
れ
は
様
々
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
例
え
ば
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
『
ホ

モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
の
な
か
で
「
遊
び
は
（
略
）「
あ
り
き
た
り
の
生

活
」
と
は
「
違
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う5

」
も
の
だ
、
と
前
提
す
る
。

ま
た
、
カ
イ
ヨ
ワ
は
『
遊
び
と
人
間
』
の
中
で
、「
遊
び
は
本
質
的
に

生
活
の
他
の
部
分
か
ら
分
離
さ
れ
、
注
意
深
く
絶
縁
さ
れ
た
活
動6

」
で

あ
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
「
あ
り
き
た
り

の
生
活
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
平
均
的
な
人
間
は
何
ら
か
の
社
会
に

属
し
、
そ
こ
で
の
与
え
ら
れ
た
役
割
を
こ
な
す
。
大
抵
の
人
々
は
家
で

祖
母
、
祖
父
、
母
、
父
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
り
、
学
校
に
通
っ

た
り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
仕
事
を
行
う
な
ど
し
て
必
然
的
に
何
ら
か

の
社
会
性
を
背
負
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
「
あ
り
き
た

り
の
生
活
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
意
図
的
に
逃
れ
よ
う
と

し
て
い
る
の
が
代
助
で
あ
る
。

遊
び
は
ホ
イ
ジ
ン
ガ
や
カ
イ
ヨ
ワ
が
言
う
よ
う
に
、「
あ
り
き
た
り

の
生
活
」
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
代
助
に
と

っ
て
こ
の
よ
う
な
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
は
逃
れ
る
べ
き
も
の
な
の

で
あ
る
。
彼
は
「
生
活
上
世
渡
り
の
経
験
よ
り
も
、
復
活
祭
当
夜
の
経

験
（
引
用
者
注:

直
前
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ニ
コ
ラ
イ
の
復
活
祭
を
楽
し

ん
だ
経
験
を
指
す
）
の
方
が
、
人
生
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
」
だ
と

し
て
い
る
。「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
に
必
要
な
経
験
よ
り
「
復
活
祭

の
経
験
」
が
重
要
な
の
だ
。
彼
は
こ
れ
を
信
念
に
日
常
生
活
を
送
っ
て

い
る
。
代
助
は
自
身
の
具
体
的
な
日
常
生
活
か
ら
離
れ
て
遊
ぶ
の
で
は

な
く
、
想
定
の
、
自
分
が
行
っ
て
も
い
な
い
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

を
離
れ
て
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
遊
ぶ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
代
助
の
日
常
生
活
と
の
関
わ
り
で
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
示
す
「
遊

び
」
の
、
よ
り
具
体
的
な
定
義
を
見
て
み
た
い
。

（
一
）
自
由
な
活
動
。
す
な
わ
ち
、
遊
戯
者
が
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
。

も
し
強
制
さ
れ
れ
ば
、
遊
び
は
た
ち
ま
ち
魅
力
的
な
愉
快
な
楽

し
み
と
い
う
性
質
を
失
っ
て
し
ま
う
。

（
二
）
隔
離
さ
れ
た
活
動
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
明

確
な
空
間
と
時
間
の
範
囲
内
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
三
）
未
確
定
の
活
動
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ー
ム
展
開
が
決
定
さ
れ
て
い

た
り
、
先
に
結
果
が
分
か
っ
て
い
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
創

意
の
必
要
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
種
の
自
由
が
か
な
ら
ず
遊

戯
者
の
側
に
残
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
四
）
非
生
産
的
活
動
。
す
な
わ
ち
、
財
産
も
富
も
い
か
な
る
種
類
の

新
要
素
も
作
り
出
さ
な
い
こ
と
。

遊
戯
者
間
で
の
所
有
権
の
移
動
を
の
ぞ
い
て
、
勝
負
開
始
時
と

同
じ
状
態
に
帰
着
す
る
。

（
五
）
規
則
の
あ
る
活
動
。
す
な
わ
ち
、
約
束
ご
と
に
従
う
活
動
。
こ
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の
約
束
ご
と
は
通
常
法
規
を
停
止
し
、
一
時
的
に
新
し
い
法
を

確
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
法
だ
け
が
通
用
す
る
。

（
六
）
虚
構
の
活
動
。
す
な
わ
ち
、
日
常
生
活
と
対
比
し
た
場
合
、
二

次
的
な
現
実
、
ま
た
は
明
日
に
非
現
実
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な

意
識
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
。7

（
一
）
〜
（
四
）
な
ど
は
ま
さ
に
、
代
助
の
日
常
生
活
に
あ
て
は
ま

る
も
の
で
あ
ろ
う8

。
彼
は
「
自
由
に
」
活
動
し
、「
隔
離
さ
れ
」、「
未

確
定
で
非
生
産
的
な
活
動
」
を
行
っ
て
い
る
。
代
助
は
日
常
生
活
そ
の

も
の
を
「
遊
び
」
と
し
て
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
恐

ら
く
一
般
的
な
「
高
等
遊
民
」
は
あ
る
程
度
ま
で
家
庭
的
で
あ
る
以
上
、

「
自
由
さ
」
や
、「
隔
離
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
不
十
分
で
あ
る
。

ま
た
、
代
助
の
日
常
生
活
は
前
述
し
た
よ
う
な
彼
独
自
の
信
念
に
基
づ

い
て
厳
密
に
送
ら
れ
た
の
で
、（
五
）
に
も
妥
当
し
て
い
る9

、
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。「
遊
民
」
門
野
は
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
生
活
を
律
し
て

い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
代
助
の
「
遊
び
」
は
想
像
上
の
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

を
離
れ
、
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
遊
ぼ
う
と
し
た
、
と
い
う
点
で
特
異

な
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
う

え
で
具
体
的
に
代
助
の
分
析
を
行
う
。

３
　
道
徳
観
・
身
体
観

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
代
助
は
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

を
拒
否
し
、
そ
の
日
常
生
活
を
「
遊
び
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
た
。
後
に
見
る
よ
う
に
彼
は
「
〜
の
た
め
に
」
行
動
す
る
こ
と
を

否
定
し
、
あ
た
か
も
自
ら
は
そ
れ
か
ら
全
く
逃
れ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に

思
い
、
自
ら
の
生
を
自
ら
の
力
の
み
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
と

し
て
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る10

。
そ
れ
に
関
し
て
代
助
の

平
岡
と
の
関
係
の
変
化
を
見
る
。

代
助
は
今
の
平
岡
に
対
し
て
、
隔
離
の
感
よ
り
も
む
し
ろ
嫌
悪
の

念
を
催
ふ
し
た
。
さ
う
し
て
向
う
に
も
自
己
同
様
の
念
が
萌
し
て

ゐ
る
と
判
じ
た
。
昔
し
の
代
助
も
、
時
々
わ
が
胸
の
う
ち
に
、
斯

う
云
ふ
影
を
認
め
て
驚
い
た
事
が
あ
つ
た
。
其
時
は
非
常
に
悲
し

か
つ
た
。
今
は
そ
の
悲
し
み
も
殆
ど
薄
く
剥
が
れ
て
仕
舞
つ
た
。

だ
か
ら
自
分
で
黒
い
影
を
凝
と
見
詰
め
て
見
る
。
そ
う
し
て
、
こ

れ
が
真
だ
と
思
ふ
。
已
を
得
な
い
と
思
ふ
。
た
ゞ
そ
れ
丈
に
な
つ

た11

平
岡
や
三
千
代
と
交
流
し
て
い
た
時
分
の
代
助
は
特
殊
「
高
等
遊
民
」

と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
平
岡
に
対
し
て
「
流
俗
の
諺
に
降
参
し

て
、
好
加
減
な
事
」
を
言
う
よ
う
な
青
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
引
用

に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
代
助
は
平
岡
に
対
し
て
嫌
悪
の
念
を
感
じ
た

こ
と
に
悲
し
み
を
覚
え
る
。
し
か
し
、
今
の
代
助
は
そ
の
こ
と
を
も
は
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や
悲
し
が
る
こ
と
は
な
く
、
単
に
こ
れ
が
真
な
の
だ
、
と
客
観
的
に
受

け
止
め
る
だ
け
で
あ
る
。
日
常
生
活
を
対
象
化
し
て
い
る
た
め
、
自
己

と
そ
れ
の
間
に
距
離
が
出
来
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
柄

谷
行
人
は
代
助
の
自
ら
の
無
為
の
弁
明
に
関
し
て
「
社
会
的
・
外
圧
的

な
も
の
で
、
彼
の
内
部
か
ら
遊
離
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る12

」
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
代
助
が
自
ら
の
生
を
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

か
ら
逃
れ
た
も
の
と
し
て
対
象
化
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
代
助
の
道
徳
観
を
見
て
み
た
い
。

代
助
は
凡
て
の
道
徳
の
出
立
点
は
社
会
的
事
実
よ
り
外
に
な
い

と
信
じ
て
ゐ
た
。
始
め
か
ら
頭
の
中
に
硬
張
っ
た
道
徳
を
据
ゑ
付

け
て
、
其
道
徳
か
ら
逆
に
社
会
的
事
実
を
発
展
さ
せ
様
と
す
る
程
、

本
末
を
誤
っ
た
話
は
な
い
と
信
じ
て
ゐ
た
。
従
つ
て
日
本
の
学
校

で
や
る
、
講
釈
の
倫
理
教
育
は
、
無
意
義
な
も
の
だ
と
考
へ
た
。

彼
等
は
学
校
で
昔
し
風
の
道
徳
を
教
授
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
な
け

れ
ば
一
般
欧
州
人
に
適
切
な
道
徳
を
呑
み
込
ま
し
て
ゐ
る
。
こ
の

生
活
慾
に
襲
は
れ
た
不
幸
な
国
民
か
ら
見
れ
ば
、
迂
遠
の
空
談
に

過
ぎ
な
い
。（
略
）
代
助
に
至
つ
て
は
、
学
校
の
み
な
ら
ず
、
現

に
自
分
の
父
か
ら
、
尤
も
厳
格
で
、
尤
も
通
用
し
な
い
徳
義
上
の

教
育
を
受
け
た
。
そ
れ
が
た
め
、
一
時
非
常
な
矛
盾
の
苦
痛
を
、

頭
の
中
に
起
し
た
。
代
助
は
そ
れ
を
恨
め
し
く
思
っ
て
ゐ
る
位
で

あ
っ
た13

こ
の
箇
所
以
外
に
も
散
見
さ
れ
る14

が
、
父
と
代
助
の
道
徳
観
の
違
い

は
明
ら
か
で
あ
る
。
父
は
確
固
た
る
不
動
の
道
徳
の
存
在
を
信
じ
て
い

る
。
一
方
、
代
助
は
、
道
徳
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
社
会

的
事
実
か
ら
出
発
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
生

活
を
対
象
化
し
て
捉
え
る
こ
と
と
か
か
わ
り
を
持
つ
。
自
ら
の
生
に
意

識
的
に
な
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
自
ら
の
本
能
を
優
先
し
よ
う
と
す
る

た
め
、
社
会
的
事
実
と
の
調
整
の
役
割
こ
そ
が
道
徳
で
あ
る
と
捉
え
て

い
る
の
だ
。
父
と
代
助
の
こ
の
対
立
は
た
と
え
ば
ロ
ー
テ
ィ
が
指
摘
す

る
よ
う
な
「
真
理
と
は
発
見
さ
れ
る
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
と
「
真
理

と
は
作
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る15

、
と
い
う
考
え
の
対
立
と
も
読
み
替
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
続
け
て
、
今
度
は
そ
の
身
体
観
を
見
て
み
た
い
。
代
助
は
非

常
に
自
ら
の
身
体
に
意
識
的
で
あ
る
。
こ
の
『
そ
れ
か
ら
』
と
い
う
作

品
は
代
助
が
心
臓
の
上
に
手
を
載
せ
、
血
の
音
を
確
か
め
な
が
ら
眠
に

就
く
描
写
か
ら
始
ま
る
。
彼
は
、「
血
潮
の
緩
く
流
れ
る
様
」
を
「
こ

れ
が
命
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
「
掌
に
応
え
る
、
時
計
に
似
た
響
き
は
、

自
分
を
死
に
誘
う
警
鐘
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
」
考
え
、「
こ
の
警

鐘
を
聞
く
こ
と
な
し
に
生
き
て
い
ら
れ
た
な
ら
」「
如
何
に
自
分
は
絶

対
に
生
を
味
わ
い
得
る
だ
ろ
う
」
と
想
像
す
る
し
、「
歯
並
び
の
好
い

の
を
常
に
嬉
し
く
思
つ
て
」
い
て
、
皮
膚
に
も
髭
に
も
満
足
し
て
い
る
、

「
肉
体
に
誇
を
置
く
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
彼
が
自
己
の
生
を
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対
象
化
し
、
全
て
を
自
ら
の
範
囲
に
お
さ
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と

関
係
を
持
つ
。
彼
は
自
ら
の
身
体
に
も
意
識
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
点
が
考
え
ら
れ
る
。
代
助
は
今
ま
さ

に
見
た
よ
う
に
身
体
に
意
識
的
で
あ
る
が
そ
の
対
象
化
の
際
に
問
題
は

生
じ
る
。
身
体
と
い
う
の
は
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
対
象
化
す
る
自

己
自
身
で
も
あ
る
の
だ
。
以
下
の
引
用
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

湯
の
な
か
に
、
静
か
に
浸
つ
て
ゐ
た
代
助
は
、
何
の
気
な
し
に

右
の
手
を
左
の
胸
の
上
へ
持
つ
て
行
つ
た
が
、
ど
ん
ど
ん
と
云
ふ

命
の
音
を
二
三
度
聞
く
や
否
や
、
忽
ち
ウ
エ
ー
バ
ー
を
思
ひ
出
し

て
、
す
ぐ
流
し
へ
下
り
た
。
そ
う
し
て
、
其
所
に
胡
坐
を
か
い
た

儘
、
茫
然
と
、
自
分
の
足
を
見
詰
め
て
ゐ
た
。
す
る
と
其
足
が
変

に
な
り
始
め
た
。
ど
う
も
自
分
の
胴
か
ら
生
え
て
ゐ
る
ん
で
な
く

て
、
自
分
と
は
全
く
無
関
係
の
も
の
が
、
其
所
に
無
作
法
に
横
は

つ
て
ゐ
る
よ
う
に
思
は
れ
て
来
た
。
さ
う
な
る
と
、
今
迄
は
気
が

付
か
な
か
つ
た
が
、
実
に
見
る
に
堪
え
な
い
程
醜
く
い
も
の
で
あ

る
。
毛
が
不
揃
に
延
び
て
、
青
い
筋
が
所
々
に
蔓
っ
て
、
如
何
に

も
不
思
議
な
動
物
で
あ
る
。16

自
ら
の
身
体
が
こ
の
よ
う
に
意
識
的
に
は
っ
き
り
と
対
象
化
さ
れ
る

と
、
奇
妙
な
自
分
の
も
の
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
身
体

が
そ
も
そ
も
他
の
事
象
と
同
様
に
単
純
に
対
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
そ
も
そ
も
身
体
に
意
識
的
と
な
る

原
因
で
あ
る
、
日
常
生
活
の
対
象
化
、
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く

る
。
代
助
は
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
を
拒
否
し
、
そ
の
日
常
生
活
を

対
象
化
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
代
助
は
、

実
際
に
は
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
少
な
く
と
も
彼
は
父
親
や
兄
、
嫂
の
援
助
な
し
で
は
生
き
て
い

け
な
い
し
、
そ
も
そ
も
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
、
よ
ほ
ど
特
殊
な

環
境
下
に
い
な
い
限
り
、
完
全
に
他
者
性
を
排
し
て
あ
る
種
の
超
越
者

と
し
て
振
舞
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

を
排
し
て
日
常
生
活
を
対
象
化
す
る
代
助
は
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」

を
完
全
に
離
れ
ら
れ
な
い
以
上
、
日
常
生
活
を
他
の
事
象
の
よ
う
に
簡

単
に
対
象
化
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
理

解
が
代
助
を
襲
う
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
の
一
つ
の
原
因
と
な
る
。

代
助
は
言
葉
に
で
き
な
い
倦
怠
感
を
感
じ
た
と
き
に
、「
ア
ン
ニ
ユ

イ
」
と
い
う
語
を
持
ち
出
す
。
こ
こ
で
、
最
も
詳
細
に
そ
れ
に
つ
い
て

語
ら
れ
て
い
る
箇
所17

を
見
て
み
た
い
。
代
助
は
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
を
感

じ
る
と
、「
自
己
は
何
の
為
に
此
世
の
中
に
生
れ
て
来
た
か
を
考
へ
る
」

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
都
度
、「
人
間
は
在
る
目
的
を
以
て
生
れ
た
も

の
」
で
は
な
く
、「
生
れ
た
人
間
に
、
始
め
て
あ
る
目
的
が
出
来
て
来

る
」
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
れ
は
前
者
が
「
人
間
の
自
由
な
活
動
」

を
奪
う
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。「
方
便
の
具
」
に
「
自
己
全
体
の
活
動
」
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を
使
用
す
る
な
ら
ば
「
自
己
存
在
の
目
的
」
を
破
壊
し
た
も
同
然
で
あ

る
。
そ
の
「
根
本
義
か
ら
出
立
」
し
た
代
助
は
、「
自
己
本
来
の
活
動

を
、
自
己
本
来
の
目
的
と
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。「
歩
き
た
い
か
ら
、

歩
く
。
す
る
と
歩
く
の
が
目
的
に
な
る
。」
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
こ

で
彼
は
再
び
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
に
罹
る
と
、「
自
ら
そ
の
行
動
の
意
義

を
中
途
で
疑
う
よ
う
に
な
」
り
、
話
は
振
り
出
し
に
戻
る
。

こ
の
反
復
の
原
因
で
あ
る
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
と
は
な
ぜ
生
じ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
代
助
は
「
〜
の
た
め
」
を
否
定
し
、
自
ら
の
欲
求
に
忠
実

に
な
ろ
う
と
す
る
。
日
常
生
活
を
、
完
全
に
自
ら
で
統
御
し
よ
う
と
す

る
の
だ
。「
自
己
本
来
の
活
動
を
自
己
本
来
の
目
的
」
と
し
よ
う
と
す

る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

彼
は
こ
の
よ
う
に
「
自
己
本
来
の
活
動
」
す
な
わ
ち
彼
の
欲
望
を

「
自
己
本
来
の
目
的
」
と
し
よ
う
と
す
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
「
自

己
本
来
の
活
動
」
す
な
わ
ち
代
助
の
欲
望
で
あ
る
。
人
間
の
欲
望
と
は

食
欲
、
睡
眠
欲
な
ど
の
動
物
的
欲
求
な
ど
を
除
け
ば
、
ジ
ラ
ー
ル
の
欲

望
の
三
角
形
な
ど
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
何
ら
か
の
他

者
性
を
含
む
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
ア
ン
ニ
ユ

イ
」
が
生
じ
る
と
き
の
代
助
の
想
定
し
て
い
る
欲
求
は
動
物
的
欲
求
に

類
す
る
も
の
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
〜
の
た
め
」
を
否
定
す
れ

ば
そ
こ
に
残
る
も
の
は
自
己
の
本
能
に
関
わ
る
欲
求
だ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
動
物
的
な
欲
求
が
「
自
己
本
来
の
目
的
」
と
な
る

こ
と
に
落
ち
着
け
る
わ
け
も
な
い
。
こ
う
し
て
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。
代
助
は
他
者
性
を
切
り
離
し
、「
あ
り
き
た
り
の
生

活
」
を
拒
否
す
る
が
、
そ
こ
に
残
る
の
は
動
物
的
欲
望
だ
け
で
あ
る
。

し
か
も
実
際
に
は
彼
は
、
父
親
や
兄
、
嫂
の
援
助
な
し
で
は
生
き
て
い

け
な
い
以
上
、「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
日
常
生
活
を
完
全
に
対
象
化
す
る
こ
と
の
限
界

が
こ
こ
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
「
あ
り
き
た
り
の
生
活
」
＝
「
〜
の
た
め
の
生
活
」
を
、
実
際

は
自
ら
も
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
に
、
意
識
の
上
だ
け
の
も
の

と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
自
ら
の
日
常
生
活
を
対
象
化
し
、
遊

ぶ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
日
常
生
活
は
意
識
の
上
で
始
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
以
上
、
実
際
は
意
識
の
上
で
の
遊
び
に
し
か
な
り
得
な
か
っ
た
。

彼
の
日
常
生
活
が
彼
の
意
識
を
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
代
助
の
自
身
に
対
す
る

心
理
描
写
の
み
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
小
谷
野
敦
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
三
千
代
の
内
面
を
語
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
代
助
が
思
い

描
い
た
三
千
代
の
内
面
す
ら
描
こ
う
と
し
て
い
な
い18

」
の
で
あ
る
。

４
　
『
そ
れ
か
ら
』
の
そ
れ
か
ら

こ
こ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
他
者
性
を
排
し
日
常
そ
の
も
の
を
遊

び
と
し
て
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
特
殊
「
高
等
遊
民
」
代
助
に
は

限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
父
親
に
援
助
を
打
ち
切
ら
れ
、
兄
や
嫂
に
も

見
捨
て
ら
れ
た
場
合
そ
の
成
立
条
件
を
失
う
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
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遺
産
で
暮
ら
し
て
い
た
『
彼
岸
過
迄
』
の
須
永
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

果
し
て
そ
の
危
機
は
訪
れ
る
。
そ
れ
を
迎
え
代
助
に
変
化
は
起
こ
る
で

あ
ろ
う
か
。
結
末
部
分
を
見
て
み
た
い
。

彼
の
頭
は
電
車
の
速
力
を
以
て
回
転
し
出
し
た
。
回
転
す
る
に
従

つ
て
火
の
よ
う
に
焙
つ
て
来
た
。

こ
れ
で
半
日
乗
り
続
け
た
ら
焼
き
尽
す
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
思

つ
た
。

忽
ち
赤
い
郵
便
筒
が
眼
に
付
い
た
。
す
る
と
其
赤
い
色
が
忽
ち

代
助
の
頭
の
中
に
飛
び
込
ん
で
、
く
る
く
る
と
回
転
し
始
め
た
。

傘
屋
の
看
板
に
、
赤
い
蝙
蝠
傘
を
四
つ
重
ね
て
高
く
釣
る
し
て
あ

つ
た
。
傘
の
色
が
、
ま
た
代
助
の
頭
に
飛
び
込
ん
で
、
く
る
く
る

と
渦
を
捲
い
た
。

（
略
）

仕
舞
に
は
世
の
中
が
真
赤
に
な
っ
た
。
さ
う
し
て
、
代
助
の
頭
を

中
心
と
し
て
く
る
り
く
る
り
と
焔
の
息
を
吹
い
て
回
転
し
た
。
代

助
は
自
分
の
頭
が
焼
け
尽
き
る
迄
電
車
に
乗
つ
て
行
か
う
と
決
心

し
た19

カ
イ
ヨ
ワ
は
先
ほ
ど
あ
げ
た
『
遊
び
と
人
間
』
の
な
か
で
遊
び
を
ア

ゴ
ン
（
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
）、
ア
レ
ア
（
賭
け
な
ど
）、
ミ
ミ
ク
リ
（
物
ま

ね
な
ど
）、
イ
リ
ン
ク
ス
（
メ
リ
ー
・
ゴ
ー
・
ラ
ウ
ン
ド
な
ど
）
の
四

つ
に
分
類
し
、
歴
史
を
見
た
と
き
に
、
ま
ず
、
ミ
ミ
ク
リ
・
イ
リ
ン
ク

ス
が
遊
び
と
し
て
在
り
、
そ
こ
か
ら
ア
ゴ
ン
・
ア
レ
ア
の
状
況
に
進
化

す
る
と
論
じ
る
。
代
助
の
日
常
生
活
の
遊
び
は
ア
ゴ
ン
あ
る
い
は
ア
レ

ア
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
最
後
の
部
分
の
代
助
の
生
は
も
は

や
イ
リ
ン
ク
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
多
用
さ
れ
る
「
赤
」
は
情

熱
や
三
千
代
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
し
て
本
文
を
通
し
て
登
場
し
て
い

た
。
こ
の
部
分
は
三
千
代
と
関
わ
っ
た
代
助
の
今
後
を
暗
示
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
日
常
生
活
＝
遊
び
は
も
は
や

完
全
に
形
態
を
変
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
代
助
が
こ
の
ま
ま
単
純

に
、『
そ
れ
か
ら
』
の
続
編
と
さ
れ
る
『
門
』
の
宗
助
の
よ
う
に
な
っ

て
行
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

注1

熊
坂
敦
子
「「
高
等
遊
民
」
の
意
味
」『
国
文
学
』
三
三
号
、
伊
豆
利
彦

「
夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
の
「
高
等
遊
民
」」『
横
浜
市
立
大
学
論
叢
人
文

科
学
系
列
』
四
一
号
、
西
崎
美
登
利
「「
高
等
遊
民
」
で
あ
る
こ
と
―
『
彼

岸
過
迄
』
論
―
」『
成
城
国
文
学
』
一
八
号
を
参
照
し
た
。

2
「
彼
岸
過
迄
」『
漱
石
全
集
』
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
六

三
│
一
六
四
頁
。
以
下
漱
石
作
品
の
引
用
は
全
て
こ
の
全
集
に
よ
る
。

3
「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
三
八-

三
九
頁
。

4

石
原
千
秋
「
反
＝
家
族
小
説
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
」『
漱
石
作
品
論
集
成
第
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六
巻
　
そ
れ
か
ら
』、
一
九
九
一
年
、
一
九
五
頁
。

5

ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
里
見
元
一
郎
訳
、
河
出

書
房
新
社
、
一
九
七
一
年
、
五
七
頁
。

6

ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
『
遊
び
と
人
間
』
多
田
道
太
郎
、
塚
崎
幹
夫
訳
、
講

談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
三
五
頁
。

7

前
掲
、
四
〇
頁
。

8

も
ち
ろ
ん
厳
密
に
言
え
ば
多
少
の
ず
れ
は
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

「
遊
び
」
一
般
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

9

カ
イ
ヨ
ワ
自
身
、（
五
）
と
（
六
）
は
相
反
す
る
も
の
だ
と
認
め
て
い
る
た

め
、（
六
）
も
妥
当
す
る
必
要
は
な
い
。

10

こ
れ
は
前
述
し
た
遊
び
の
定
義
（
五
）
と
か
か
わ
る
も
の
で
も
あ
る
。

11
「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
一
四
〇
頁
。

12

柄
谷
行
人
『
増
補
　
漱
石
論
集
成
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
四
頁
。

13
「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
一
四
三
│
一
四
四
頁
。

14

た
と
え
ば
父
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

た
ゞ
応
へ
る
の
は
、
自
分
の
青
年
時
代
と
、
代
助
の
現
今
と
を
混
同
し

て
、
両
方
共
大
し
た
変
り
は
な
い
と
信
じ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
、
自
分
の
昔
し
世
に
処
し
た
時
の
心
掛
け
で
も
つ
て
代
助
も
遣
ら

な
く
つ
て
は
、
嘘
だ
と
い
ふ
論
理
に
な
る
。（「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
三

四
頁
。）

15

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
『
偶
然
性
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
・
連
帯
―
リ
ベ
ラ

ル
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
可
能
性
―
』
齋
藤
純
一
、
山
岡
龍
一
、
大
川
正
彦
訳
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

16
「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
一
〇
八
頁
。

17

前
掲
、
一
七
六
│
一
七
七
頁
。

18

小
谷
野
敦
『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
』、
中
公
新
書
、
一
九
九
五
年
、

一
二
二
頁
。

19
「
そ
れ
か
ら
」、
前
掲
、
三
四
三
頁
。
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