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人
の
命
の
あ
る
か
ぎ
り

　

人
の
命
の
あ
る
か
ぎ
り
自
由
は
滅
び
ざ
る
な
り
、
と
荷
風
は
書
い
た
。
六
十
一
歳
、
昭
和
十
六
年
元
旦
の
日
記
で
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
前
々
年
に
お
き
た
。
戦
争
色
が
生
活
を
圧
迫
す
る
。
自
由
と
平
和
は
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
る
。
そ
う
な
る

ほ
ど
荷
風
は
つ
よ
く
な
る
。
今
ま
で
自
身
は
病
弱
で
す
ぐ
死
ぬ
か
も
、
い
や
必
ず
早
く
死
ぬ
、
と
言
っ
て
い
た
。
日
記
で
も

作
品
で
も
そ
れ
が
口
癖
だ
っ
た
。
じ
ぶ
ん
が
弱
い
か
ら
、
社
会
に
迫
害
さ
れ
る
弱
い
人
間
の
味
方
な
の
だ
と
宣
言
し
て
い
た
。

逆
で
あ
る
。
戦
争
と
い
う
有
事
に
そ
れ
が
露
呈
し
た
。

　

荷
風
は
つ
よ
い
。
外
か
ら
の
強
制
や
圧
迫
に
決
し
て
負
け
な
い
。
い
か
な
る
こ
と
に
も
折
れ
な
い
芯
を
も
つ
。
つ
よ
い
か

ら
、
弱
い
は
か
な
い
も
の
を
愛
し
た
。
世
の
中
に
水み

屑く
ず

の
よ
う
に
浮
か
ん
で
は
消
え
る
哀
れ
の
も
ろ
も
ろ
を
、
つ
よ
い
筆
の

翼
で
庇
護
し
た
。
そ
れ
が
荷
風
文
学
の
本
質
で
あ
る
。

　

美
し
い
も
の
に
つ
い
て
語
ろ
う
、
と
い
う
声
は
荷
風
の
全
作
品
を
つ
ら
ぬ
い
て
聞
こ
え
る
。
彼
の
愛
す
る
美
は
私
た
ち
に

も
わ
か
り
や
す
い
。
す
な
お
で
明
る
い
。
花
と
木
と
小
鳥
を
愛
し
た
。
平
和
な
お
や
つ
の
時
間
を
愛
し
た
。
人
間
の
戦
う
世

界
と
関
わ
り
な
く
、
空
に
か
が
や
く
月
や
宵
の
明
星
を
熱
愛
し
た
。

　

俗
だ
、
と
い
う
人
も
い
る
。
荷
風
の
哀
愁
は
甘
く
て
い
た
だ
け
な
い
と
す
る
文
学
者
芸
術
家
も
少
な
く
な
い
。
荷
風
が
死

ん
だ
六
日
後
、
女
流
作
家
の
野
上
弥
生
子
が
交
流
あ
つ
い
哲
学
者
の
田
辺
元は
じ
めに

手
紙
で
、「
永
井
さ
ん
の
死
を
ど
う
御
考
え

に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
彼
ら
は
荷
風
と
同
じ
七
十
代
で
あ
る
。
そ
の
独
居
死
は
他
人
事
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
人
と
も
荷
風
は
「
日
本
人
に
は
珍
し
い
強
い
人
間
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
文
学
を
平
俗
だ
と

い
さ
さ
か
見
下
す
点
で
も
共
通
す
る
（『
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子
往
復
書
簡　

下
』
岩
波
現
代
文
庫
）。

　

戦
後
日
本
の
代
表
的
な
文
化
人
で
あ
る
二
人
の
こ
う
し
た
傾
向
が
い
い
悪
い
で
は
な
く
、
改
め
て
荷
風
の
特
質
が
よ
く
解

る
。
荷
風
は
彼
ら
の
よ
う
な
知
識
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
脱
し
て
書
い
て
い
た
。
日
本
に
珍
し
い
独
立
空
間
で
書
い
た
。
ち
ょ

く
せ
つ
読
者
に
向
け
て
書
い
た
。
ふ
つ
う
の
本
好
き
の
人
に
わ
か
り
や
す
く
面
白
く
書
い
た
。
自
由
な
こ
と
ば
で
書
い
た
。
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一
見
当
た
り
前
の
よ
う
だ
が
奇
跡
的
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
属
さ
な
い
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。

精
神
の
自
由
を
説
く
人
は
多
い
が
、
意
識
せ
ぬ
う
ち
に
自
身
も
何
ら
か
の
文
化
の
輪
の
中
に
い
る
。
荷
風
は
ね
ば
り
強
い
決

意
で
輪
を
脱
し
つ
づ
け
た
。
一
切
の
そ
ん
た
く
を
し
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
読
む
人
と
対
話
し
て
書
い
た
。
だ
か
ら
永
遠
に

美
し
い
。
不
滅
の
人
気
を
も
つ
。
真
に
自
由
な
人
か
ら
生
ま
れ
た
自
由
な
こ
と
ば
を
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。



 

自
由
と
平
和
の
歌
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『
紅
茶
の
後
』
序

『
紅
茶
の
後
』
と
は
、
荷
風
が
自
身
の
ひ
き
い
る
「
三
田
文
学
」
に
精
力
的
に
発
表
し
た
文
芸
批
評
や
季
節
エ
ッ
セ

イ
、
劇
評
な
ど
を
あ
つ
め
た
随
筆
集
で
あ
る
。
盟
友
の
籾も
み

山や
ま

仁
三
郎
の
書
店
よ
り
同
題
の
も
と
、
明
治
四
十
四
年
、

一
九
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
序
文
は
そ
の
際
に
初
め
て
付
け
ら
れ
た
。
抄
出
を
か
か
げ
る
。

「
紅
茶
の
後あ
と

」
と
は
静
か
な
日
の
昼
過
ぎ
、
紙
よ
り
も
薄
い
支
那
焼
の
器
に
味
わ
う
暖だ
ん

国ご
く

の
茶
の
一
杯
に
、
い

さ
さ
か
の
コ
ニ
ャ
ッ
ク
酒し
ゆ

を
ま
ぜ
、
或
い
は
ま
た
檸シ
ト
ロ
ン檬

の
実
の
一ひ
と

そ
ぎ
を
浮
べ
さ
せ
て
、
こ
と
さ
ら
に
刺
激
の

薫か
お

り
を
強
く
し
、
ま
ど
ろ
み
勝
ち
な
る
心
を
呼
び
覚
し
て
、
と
り
と
め
も
無
き
事
を
書
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

篇
中
過
去
の
追
憶
に
関
す
る
こ
と
多
き
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
て
時
に
ま
た
、
時
事
に
激
し
て
議
論

め
い
た
事
を
書
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
無
法
無
責
任
の
空
論
た
る
こ
と
を
承
知
し
て
貰
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
自
分
は
己
れ
の
所
論
に
対
し
て
己
れ
自
ら
何
ら
の
権
威
を
も
信
用
を
も
与
え
て
お
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
た

だ
そ
の
云
い
草
が
、
果
し
て
魚
河
岸
の
阿あ
に
い兄

の
如
く
に
気
が
き
い
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
み
、
大
い
に
心

配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

夏
の
朝
風
に
刺ほ
り
も
の青
を
吹
か
せ
、
日
本
橋
の
真
中
で
喧
嘩
す
る
の
快
感
は
、
決
し
て
相
手
を
無
二
無
三
に
傷き
ず
つけ

害
す
る
事
の
み
を
必
要
と
し
な
い
。
相
手
の
も
の
が
心し
ん

か
ら
恐
れ
入
っ
た
か
否
か
を
知
る
事
よ
り
も
、
ま
ず
第
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一
に
、
自
分
の
心
が
す
っ
き
り
と
好
い
心
持
に
な
り
、
次つ
い

で
急
用
を
忘
れ
て
立
ち
留
る
見
物
人
の
方か
た

様さ
ま

へ
も
、

い
さ
さ
か
面
白
い
思
い
を
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
喧
嘩
の
相
手
と
原
因
の
い
ず
れ
が
正
し
き
か
否

か
を
問
う
如
き
は
蓋け
だ

し
最
後
の
最
後
で
あ
る
。

　

三
十
二
歳
の
手
に
よ
る
、
き
わ
だ
っ
て
お
洒
落
な
異
色
の
序
文
で
あ
る
。

　

い
か
め
し
く
な
い
。
肩
の
力
が
抜
け
て
い
る
。
ま
ず
ふ
わ
ん
と
、
お
や
つ
時
の
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
が
優
し
く
香
る
。

そ
の
香
気
の
よ
う
に
、
読
む
人
の
こ
こ
ろ
を
楽
し
く
暖
め
る
文
章
を
書
い
た
の
だ
と
述
べ
る
。

　

と
き
に
激
し
て
現
代
の
時
事
問
題
に
か
み
つ
く
議
論
も
書
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
れ
を
本
気
に
取
っ

て
く
だ
さ
る
な
、
自
分
の
主
張
を
正
し
い
と
権
威
づ
け
る
こ
と
こ
そ
最
も
自
身
の
心
か
ら
遠
い
、
と
強
調
す
る
。

　

荷
風
は
こ
こ
で
素
晴
ら
し
い
ケ
ン
カ
の
や
り
方
を
伝
授
し
て
く
れ
る
。
ケ
ン
カ
の
秘
訣
は
相
手
に
退
路
を
残
し
、

粉
砕
す
る
ま
で
追
い
つ
め
な
い
こ
と
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
怨
み
が
つ
の
り
、
ど
す
黒
い
戦
い
が
新
た
に
始
ま
る
。

　

ケ
ン
カ
の
目
標
は
│
│
ま
ず
悔
し
い
と
思
う
自
身
の
気
も
ち
を
少
し
さ
っ
ぱ
り
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
ケ
ン
カ
を

見
物
す
る
皆
さ
ま
に
も
、
あ
あ
面
白
か
っ
た
胸
が
す
い
た
、
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
シ
ョ
ー
で
あ
る
こ
と
。

　

全
力
で
戦
い
血
を
流
す
な
ど
は
野
暮
の
き
わ
み
で
あ
る
。
こ
こ
は
ぜ
ひ
、
朝
一
番
に
軽
く
ケ
ン
カ
を
片
づ
け
て
喝

采
を
浴
び
る
、
い
な
せ
な
ケ
ン
カ
の
プ
ロ
、「
魚
河
岸
の
阿あ
に
い兄

」
に
学
ぶ
べ
し
。

「
夏
の
朝
風
に
刺ほ
り
も
の青
を
吹
か
せ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
美
し
い
。
朝
顔
の
い
さ
ぎ
よ
い
藍
色
が
匂
い
、
風
鈴
の
音
色

も
川
面
に
響
く
。
冒
頭
の
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
な
紅
茶
の
香
り
と
好
一
対
に
な
る
、
江
戸
前
の
言
葉
の
華
だ
。

「
喧
嘩
」
に
た
と
え
な
が
ら
荷
風
が
こ
こ
で
説
く
の
は
、
評
論
や
批
評
の
明
る
く
華
や
か
な
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
で
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第一部

あ
ろ
う
。
議
論
の
醍
醐
味
は
、
意
見
交
換
立
論
反
論
の
過
程
に
あ
る
。
相
手
を
倒
す
こ
と
で
は
な
い
。

　

と
う
じ
狭
い
文
壇
に
お
け
る
文
士
ど
う
し
の
言
葉
の
戦
い
は
激
越
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
相
手
の
作
家
生
命
を
う
ば

う
殺
気
も
濃
厚
だ
っ
た
。
荷
風
は
そ
う
し
た
殺
風
景
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
ら
し
い
。
ほ
ら
ほ
ら
、
そ
ん
な
に
夢
中

に
な
っ
て
互
い
に
の
の
し
り
合
っ
て
い
る
間
に
、
か
ん
じ
ん
の
お
客
様
、
す
な
わ
ち
読
者
を
放
っ
た
ら
か
し
に
し
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
。

　

こ
の
主
張
ど
お
り
以
降
、
荷
風
の
批
評
は
断
然
ゆ
た
か
な
芸
尽
く
し
で
あ
る
。
つ
ね
に
読
者
を
置
き
去
り
に
せ
ず
、

読
む
人
に
し
き
り
に
呼
び
か
け
る
。
話
題
は
天
候
季
節
、
絵
画
音
楽
、
風
俗
行
事
と
多
彩
に
う
ね
り
変
化
す
る
。
と

き
に
世
に
放
つ
毒
舌
も
必
ず
笑
い
を
と
も
な
う
。

　

三
田
文
学
主
幹
と
し
て
、
発
禁
や
検
閲
の
嵐
の
渦
中
に
立
つ
若
き
荷
風
の
説
く
ケ
ン
カ
の
秘
訣
は
、
私
た
ち
の
日

常
に
も
と
て
も
役
立
つ
。
た
し
か
に
相
手
を
追
い
つ
め
て
も
残
る
の
は
恨
み
と
怒
り
だ
け
。
生
産
性
が
な
い
。
む
し

ろ
相
手
に
適
当
な
逃
げ
道
を
つ
く
っ
て
上
げ
て
、
て
き
と
う
な
頃
合
い
を
見
て
ケ
ン
カ
を
や
め
る
。
怒
り
を
断
ち
切

る
。
こ
れ
は
徹
底
し
て
生
涯
、
非
戦
を
つ
ら
ぬ
い
た
荷
風
か
ら
学
ぶ
貴
重
な
知
恵
で
あ
る
。
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妾し
よ
う

　

宅た
く

　

明
治
四
十
五
年
、
一
九
一
二
年
二
月
、
北
原
白
秋
ひ
き
い
る
文
芸
誌
「
朱ざ
ん
ぼ
あ欒
」
に
前
半
の
五
章
ま
で
が
発
表
さ
れ
、

お
な
じ
年
五
月
の
「
三
田
文
学
」
に
後
半
が
発
表
さ
れ
た
。
題
名
が
色
っ
ぽ
い
の
で
、
小
説
と
混
同
さ
れ
な
い
よ
う
、

表
題
に
「
随
筆
」
と
付
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
年
の
九
月
、
父
の
命
で
結
婚
す
る
荷
風
は
三
十
三
歳
。
欧
米
か
ら
帰
っ
て
よ
け
い
に
、
故
国
の
封
建
制
と
う

わ
べ
ば
か
り
の
近
代
化
に
失
望
し
、
絶
望
す
る
日
々
で
あ
る
。

　

本
作
の
冒
頭
で
、
も
は
や
一
切
全
て
を
あ
き
ら
め
、「
仮
面
」
を
か
む
っ
て
世
過
ぎ
を
す
る
こ
と
に
決
め
た

「
珍
々
先
生
」
な
る
文
筆
家
を
登
場
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
偽
名
で
あ
る
。「
先
生
」
は
荷
風
の
分
身
で
あ
る
。

　

浅
は
か
な
「
西
洋
模
倣
」
を
す
る
芸
術
家
た
ち
に
立
ち
混
じ
り
、
い
ち
お
う
時
代
の
「
生
存
競
争
」
に
つ
い
て
ゆ

く
。
し
か
し
真
に
ほ
っ
と
し
て
仮
面
を
ぬ
ぐ
「
隠
れ
家
」
が
必
要
だ
。
そ
こ
で
先
生
は
お
気
に
入
り
の
芸
者
を
花
街

か
ら
引
か
せ
、
下
町
の
川
べ
り
の
四
間
し
か
な
い
古
い
借
家
を
妾
宅
と
し
て
、
彼
女
と
と
も
に
住
ま
う
。
こ
こ
は
唯

一
の
「
心
の
安
息
所
」
で
あ
る
。

　

古
い
。
寒
い
。
暗
く
て
気
味
わ
る
い
。
建
付
け
が
貧
相
で
、
吹
き
こ
む
川
風
に
ふ
る
え
る
。
当
代
の
文
化
人
な
ら

ば
逃
げ
出
す
で
あ
ろ
う
古
家
を
あ
え
て
根
城
と
し
、
猫
を
ひ
ざ
に
置
き
ご
た
つ
に
背
を
丸
め
る
老
人
く
さ
い
視
点
か

ら
、
さ
あ
、
若
い
荷
風
の
さ
っ
そ
う
た
る
現
代
批
判
が
次
々
に
飛
び
出
す
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
い
い
。
フ
ラ
ン
ス
帰
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り
の
荷
風
の
中
か
ら
意
表
を
つ
い
て
、
勝
気
な
意
地
悪
お
じ
い
さ
ん
が
生
ま
れ
た
…
…
！

　

皮
相
な
文
明
文
化
へ
の
毒
舌
が
爆
裂
す
る
ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
、
最
後
の
八
、
九
章
よ
り
二
か
所
を
抄
出
す
る
。

希ギ
リ
シ
ヤ臘

、
羅ロ
ー
マ馬

以
降
泰
西
の
文
学
は
い
か
ほ
ど
熾さ
か
んで

あ
っ
た
に
し
て
も
、
未
だ
一
人
と
し
て
我
が
俳
人
一
茶
、
大

江
丸
の
如
く
に
、
放ほ
う

屁ひ

や
小
便
や
野
糞
ま
で
も
詩
化
す
る
ほ
ど
の
大
胆
を
敢あ
え

て
す
る
も
の
は
無
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
日
常
の
会
話
に
も
下し
も

が
か
っ
た
事
を
軽
い
可ユ
ー
モ
ア

笑
味
と
し
て
取
扱
い
得
る
の
は
日
本
文
明
固
有
の
特
徴
と

云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
徴
を
形
造
っ
た
大
天
才
は
、
や
は
り
凡す
べ

て
の
日
本
的
固
有
の
文
明
を
創
造

し
た
籠ろ
う

居き
よ

の
「
江
戸
人
」
で
あ
る
事
は
今
更
こ
こ
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
も
し
以
上
の
如
き
珍
々
先
生
の
所

論
に
対
し
て
不
同
意
な
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
請こ

う
試
み
に
、
旧
習
に
従
っ
た
極
め
て
平
凡
な
る
日
本
人
の
住じ
ゆ
う
か家

に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
便
所
な
る
も
の
が
椽え
ん

側が
わ

と
座
敷
の
障
子
と
庭
な
ぞ
と
相あ
い

俟ま

っ
て
、
い
か
な
る
審
美
的
価

値
を
有
し
て
い
る
か
を
観
察
せ
よ
。
本お
も

家や

か
ら
別
れ
た
そ
の
小
さ
な
低
い
柹こ
け
ら
ぶ
き

葺
の
屋
根
と
云
い
、
竹
格
子
の
窓

と
い
い
、
入
口
の
杉
戸
と
い
い
、
特こ
と

に
手
を
洗
う
椽
先
の
水
鉢
、
柄
杓
、
そ
の
傍
に
は
極き
ま

っ
て
葉
蘭
や
石つ
わ
ぶ
き蕗

な

ど
を
下
草
に
し
て
、
南
天
や
紅
梅
の
如
き
庭
木
が
眼
隠
し
の
柴
垣
を
後う
し
ろに

し
て
立
っ
て
い
る
有
様
。
春
の
朝あ
し
たに

は
鶯
が
こ
の
手
水
鉢
の
水
を
飲
み
に
檜ひ
し
や
く杓
の
柄
に
と
ま
る
。
夏
の
夕ゆ
う
べに
は
椽
の
下
か
ら
大
き
な
蟇
ひ
き
が
え
るが
湿
っ
た

青
苔
の
上
に
そ
の
腹
を
引ひ
き

摺ず

り
な
が
ら
歩
き
出
る
。
家
の
主
人
が
石せ
き

菖し
よ
うや

金
魚
の
水
鉢
を
椽
側
に
置
い
て
楽
し

む
の
も
大
抵
は
こ
の
手
水
鉢
の
近
く
で
あ
る
。
宿
の
妻
が
虫む
し

籠か
ご

や
風
鈴
を
吊
す
の
も
や
は
り
便
所
の
戸
口
近
く

で
あ
る
。
草
双
紙
の
表
紙
や
見
返
し
の
意
匠
な
ぞ
に
は
便
所
の
戸
と
掛
け
た
手
拭
と
手
水
鉢
と
が
、
い
か
に
多

く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
分
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
都
会
に
於
け
る
家
庭
の
幽ゆ
う

雅が

な
る
方
面
、
町
中
の
住
居
の
詩
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的
情
趣
を
、
も
っ
ぱ
ら
便
所
と
そ
の
周
囲
の
情
景
に
仰
い
だ
の
は
実
際
日
本
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
西
洋
の
家
庭

に
は
何
処
に
便
所
が
あ
る
か
決
し
て
分
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
あ
る
。
習
慣
と
道
徳
と
を
無
視
す
る
い
か
に
狂
激
な

る
仏ふ
ら
ん
す

蘭
西
の
画
家
と
い
え
ど
も
、
ま
だ
便
所
の
詩
趣
を
主
題
に
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
へ
行
く

と
、
江
戸
の
浮
世
絵
師
は
便
所
と
女
と
を
配
合
し
て
、
巧
み
な
る
冒
険
に
成
功
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
細
帯

し
ど
け
な
き
寝ね
ま
き衣
姿
の
女
が
、
懐
紙
を
口
に
啣く
わ

え
て
、
例
の
艶な
ま
めか
し
い
立
膝
な
が
ら
に
手
水
鉢
の
柄
杓
か
ら
水

を
汲
ん
で
手
先
を
洗
っ
て
い
る
と
、
そ
の
傍
に
置
い
た
寝
屋
の
雪ぼ
ん
ぼ
り洞

の
光
は
、
こ
の
流
派
の
常
と
し
て
極
端
に

陰
影
の
度
を
誇
張
し
た
区
劃
の
中
に
夜
の
小
雨
の
い
と
蕭し
め
や
か条

に
海か
い

棠ど
う

の
花は
な

弁び
ら

を
散
ら
す
小
庭
の
風
情
を
見
せ
て

い
る
な
ど
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
、
誰
で
も
喜
ぶ
、
誰
で
も
誘い
ざ
なわ

れ
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
微
妙
な
無
声
の
詩
で

は
な
い
か
。

　

日
本
列
島
は
狭
い
小
国
で
あ
る
。
い
か
ほ
ど
欧
米
を
手
本
に
し
た
と
て
、
豊
満
な
大
平
地
と
活
発
な
生
産
力
か
ら

う
ま
れ
る
彼
ら
の
「
大
き
な
芸
術
」
に
は
か
な
わ
な
い
。

　

国
土
に
似
あ
う
、
さ
さ
や
か
な
愛
ら
し
い
芸
術
が
日
本
に
は
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
今
む
し
ろ
世
界
に
お
い

て
も
現
代
的
で
あ
る
。
暮
ら
し
の
随
所
に
詩
情
を
見
い
だ
し
、
日
常
生
活
を
楽
し
む
小
さ
な
芸
術
│
│
江
戸
の
浮
世

絵
や
俳
句
は
モ
ダ
ン
だ
。

　

た
と
え
ば
偉
大
な
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
文
学
と
て
発
見
し
て
い
な
い
テ
ー
マ
が
日
本
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
人
類
の

永
遠
の
普
遍
、
す
な
わ
ち
糞
尿
だ
。
大
胆
に
も
江
戸
の
俳
人
狂
歌
作
者
は
世
界
文
学
の
先
頭
を
切
り
、
人
類
の
排
泄

を
詩
と
し
て
歌
っ
た
。
い
く
ら
威
張
っ
て
も
澄
ま
し
て
も
、
み
な
人
間
。
お
な
ら
や
お
し
っ
こ
、
う
ん
こ
は
誰
で
も
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す
る
。
そ
の
も
の
哀
し
さ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
詠
む
。
す
ば
ら
し
い
人
間
詩
で
あ
る
。

　

も
し
や
こ
の
説
に
不
服
の
あ
る
人
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
平
凡
な
木
造
の
日
本
家
屋
を
思
い
出
し
て
み
よ
。
そ
の

縁
側
、
障
子
と
庭
の
よ
さ
、
そ
れ
ら
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
か
な
で
る
「
便
所
」
の
美
し
さ
を
改
め
て
省
み
て
ほ
し
い
。

　

西
洋
で
は
排
泄
の
場
所
を
徹
底
的
に
隠
す
。
日
本
の
家
は
隠
す
と
い
っ
た
発
想
が
な
い
。
便
所
を
母
屋
か
ら
離
れ

た
庭
の
一
角
の
趣
あ
る
小
家
と
す
る
。
う
す
い
木
材
を
き
れ
い
に
並
べ
て
屋
根
と
し
、
柴
の
垣
根
で
か
こ
う
。
母
屋

と
つ
な
が
る
廊
下
に
は
手
を
洗
う
鉢
を
置
き
、
水
を
受
け
と
め
る
涼
し
げ
な
植
物
を
生
や
す
。
春
は
う
ぐ
い
す
が
鉢

の
水
を
飲
み
、
夏
は
用
を
足
す
人
の
目
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
戸
口
に
風
鈴
や
虫
か
ご
が
吊
る
さ
れ
る
。

　

日
本
人
の
暮
ら
し
の
知
恵
は
、
排
泄
の
場
を
忌
む
べ
き
汚
ら
わ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
ほ
っ
と
一
息
つ
く
小
さ
な

別
天
地
と
し
た
。
浮
世
絵
に
は
よ
く
、
こ
の
秘
か
な
愛
ら
し
い
場
所
が
描
か
れ
る
。
ト
イ
レ
ッ
ト
を
画
材
と
し
た
の

は
前
人
未
到
、
江
戸
人
の
み
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
生
活
と
芸
術
の
理
想
の
合
致
で
あ
る
。

日
本
の
御
老
人
連
は
英イ
ギ
リ
ス

吉
利
の
事
と
さ
え
云
え
ば
何
で
も
す
ぐ
に
安
心
し
て
喜
ぶ
か
ら
丁
度
よ
い
。
健
全
な
る

ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
が
理
想
の
流
れ
を
汲
ん
だ
近
世
装
飾
美
術
の
改
革
者
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
オ
リ
ス
と
い
う
英

吉
利
人
は
、
現
代
の
装
飾
お
よ
び
工
芸
美
術
の
堕
落
に
対
し
て
常
に
、
趣
味Goût

と
贅
沢Luxe

と
を
混
同

し
、
ま
た
美Beauté

と
富
貴Richesse

と
を
同
一
視
せ
ざ
ら
ん
事
を
説
き
、
趣
味
を
も
っ
て
贅
沢
に
代
え
よ

と
叫
ん
で
る
。
モ
オ
リ
ス
は
そ
の
主
義
と
し
て
芸
術
の
専
門
的
偏
狭
を
憎
み
飽
く
ま
で
そ
の
一
般
的
鑑
賞
と
実

用
と
を
欲
し
た
た
め
に
、
時
に
は
却か
え

っ
て
極
端
過
激
な
る
議
論
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
、

あ
え
て
英
国
の
み
な
ら
ず
、
殊こ
と

に
わ
が
日
本
の
社
会
な
ぞ
に
対
し
て
は
こ
の
上
も
な
い
教
訓
と
し
て
聴
か
れ
べ
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き
も
の
が
少
く
な
い
。
そ
の
一
例
を
上
ぐ
れ
ば
、
現
代
一
般
の
芸
術
に
趣
味
な
き
点
は
金
持
も
貧
乏
人
も
つ
ま

り
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
事
か
ら
、
モ
オ
リ
ス
は
世
の
い
わ
ゆ
る
高
尚
優
美
な
る
紳
士
に
し
て
伊イ

タ

リ

ヤ

太
利
亜
、

埃エ
ジ
プ
ト及

な
ど
を
旅
行
し
て
古
代
の
文
明
に
対
す
る
造ぞ
う

詣け
い

深
く
、
古
美
術
の
話
と
さ
え
い
え
ば
人
に
劣
ら
ぬ
熱
心
家

で
あ
り
な
が
ら
、
平
然
と
し
て
何
の
気
に
す
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
請う
け

負お
い

普ぶ

請し
ん

の
よ
う
な
醜
し
ゆ
う

劣れ
つ

俗
悪
な
居
室
の
中

に
住
ま
っ
て
い
る
人
が
あ
る
と
慨
嘆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
知
識
あ
る
階
級
の
人
す
ら
が
家
具
及
び
家
内
装
飾
等

の
日
常
芸
術
に
対
し
て
、
一
向
に
無
頓
着
で
あ
る
事
を
痛つ
う

罵ば

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
日
本
の
社
会
に
於

て
も
ま
た
同
様
。
書
画
骨
董
と
称
す
る
古
美
術
品
の
優
秀
清
雅
と
、
そ
れ
を
愛
好
す
る
と
か
称
す
る
現
代
紳
士

富
豪
の
思
想
及お
よ
び

生
活
を
比
較
す
れ
ば
、
誰
れ
か
啞あ

然ぜ
ん

た
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
し
か
し
て
こ
こ
に
更
に
更
に
一

層
啞
然
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
は
新
し
き
芸
術
、
新
し
き
文
学
を
唱と
な

う
る
若
き
近
世
人
の
立
居
振
舞
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
口
に
伊
太
利
亜
復
興
期
の
美
術
を
論
じ
、仏ふ
つ

国こ
く

近
世
の
叙
情
詩
を
云う
ん

々ぬ
ん

し
て
、芸
術
即す
な
わち

生
活
、生
活
即

ち
美
と
ま
で
云
い
做な

し
な
が
ら
そ
の
言
行
の
一
致
せ
ざ
る
事
寧む
し

ろ
憐
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
看み

よ
。
彼
ら
は
己お
の

れ
の
容
貌
と
体
格
と
に
調
和
す
べ
き
日
常
の
衣
服
の
品
質
縞し
ま

柄が
ら

さ
え
、
満
足
に
は
撰
択
し
得
な
い
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
言
っ
て
も
ま
だ
、
糞
尿
の
話
な
ど
鼻
に
つ
く
、
お
行
儀
が
悪
い
、
と
顔
を
し
か
め
る
老
大
家
は
多
か
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
維
新
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
文
明
び
い
き
の
彼
ら
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
旬
の
英
国
芸
術
家
、
ウ
イ

リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
生
活
芸
術
の
思
想
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
説
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
の
美
術
家
に
し
て
職
人
、
詩
人
に
し
て
社
会
主
義
者
で
あ
る
全
能
の
芸
術
家
は
、
貧
富
の
差
な
く
日
々
の
生
活

を
美
し
く
し
て
楽
し
む
こ
と
は
、
人
間
の
い
の
ち
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
た
。
芸
術
と
は
王
侯
貴
族
の
み
の
も
の
で
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は
な
い
。
ふ
つ
う
の
家
庭
に
も
美
と
芸
術
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
が
、
社
会
を
よ
く
す
る
。

　

芸
術
は
王
宮
や
寺
院
の
中
で
化
石
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
の
時
代
の
ざ
わ
め
き
の
中
で
多
く
の
人
に
愛
さ
れ

る
も
の
だ
│
│
こ
れ
が
自
ら
工
房
を
つ
く
り
、
椅
子
や
食
器
や
家
具
に
い
た
る
ま
で
手
し
ご
と
の
芸
術
的
な
モ
ノ
づ

く
り
を
実
践
し
た
モ
リ
ス
の
信
念
だ
。

　

こ
の
生
活
芸
術
の
考
え
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
現
今
の
日
本
で
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

芸
術
家
顔
す
る
作
家
や
画
家
。
あ
る
い
は
モ
リ
ス
も
指
弾
す
る
上
流
階
級
の
紳
士
。
彼
ら
は
美
術
と
い
え
ば
、
古

代
の
話
や
骨
董
談
し
か
し
な
い
。
自
分
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
に
生
き
て
役
立
つ
美
術
に
思
い
及
ば
な
い
。
エ
ジ
プ

ト
文
明
に
明
る
い
知
識
人
が
、
か
ん
じ
ん
の
自
身
の
家
は
一
律
平
凡
な
建
売
住
宅
に
住
ん
で
平
気
だ
。

　

日
本
の
場
合
は
も
っ
と
ひ
ど
い
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
古
典
を
称
揚
し
、
フ
ラ
ン
ス
詩
を
愛
吟
す
る
若
い
作
家
た

ち
な
ど
、
自
分
に
似
あ
う
衣
服
の
布
質
や
柄
さ
え
選
ぶ
セ
ン
ス
が
な
い
。
美
を
愛
す
る
意
識
が
ま
っ
た
く
身
に
つ
い

て
い
な
い
。
そ
の
言
行
不
一
致
に
啞
然
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

│
│
啞
然
。
荷
風
が
ひ
と
き
わ
憤
激
す
る
折
に
つ
か
う
漢
語
で
あ
る
。「
妾
宅
」
は
一
見
い
か
に
も
凡
々
た
る
花

柳
小
説
の
皮
を
か
む
る
。
下
町
の
小
家
で
お
妾
と
先
生
が
仲
よ
く
心
尽
く
し
の
手
料
理
を
か
こ
む
時
間
が
軸
と
な
る
。

し
か
し
皮
を
む
い
て
み
る
と
、
中
身
の
果
実
か
ら
は
若
々
し
い
最
新
の
生
活
芸
術
論
の
汁
が
飛
び
散
る
。

　

美
術
と
工
芸
の
境
を
取
り
払
い
、
両
者
を
生
活
に
か
か
わ
る
芸
術
と
し
て
活
性
化
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
革
命
家
、

モ
リ
ス
の
日
本
へ
の
紹
介
は
と
び
き
り
新
し
い
。「
妾
宅
」
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
経
験
を
い
か
し
て
工

芸
家
の
富
本
憲
吉
が
モ
リ
ス
制
作
の
家
具
・
壁
紙
・
織
物
・
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
を
美
術
雑
誌
に
紹
介
し
た
。
富

本
憲
吉
と
荷
風
。
こ
の
二
人
が
モ
リ
ス
の
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
も
っ
と
も
早
い
紹
介
者
で
あ
る
。
日
本
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近
代
文
化
史
に
刻
印
さ
れ
る
快
挙
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
荷
風
は
モ
リ
ス
に
照
合
さ
せ
て
、
日
本
家
屋
の
ト
イ
レ
ッ
ト
を
し
き
り
に
生
活
芸
術
の
一
つ
の
理
想
と

説
く
点
に
た
い
そ
う
ワ
サ
ビ
が
利
い
て
い
る
。

　

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
夜
中
に
恐
怖
で
ふ
る
え
な
が
ら
暗
く
な
が
い
廊
下
を
あ
る
き
、
ト
イ
レ
ッ
ト
に
通
っ
た
荷
風
に

と
っ
て
、
そ
こ
は
家
の
中
で
も
一
種
ど
く
と
く
の
神
秘
の
場
所
だ
っ
た
。
気
に
な
っ
て
し
か
た
な
か
っ
た
。

　

大
正
二
年
に
「
三
田
文
学
」
に
発
表
し
た
日
本
文
化
論
に
、「
厠か
わ
やの

窓
」
と
題
す
る
も
の
も
あ
る
。
便
所
、
厠
、

雪
隠
、
は
ば
か
り
、
と
色
々
な
名
で
そ
の
場
所
を
呼
ぶ
。
小
説
で
登
場
人
物
を
よ
く
そ
こ
に
行
か
せ
る
。
自
身
、
お

と
な
に
な
っ
て
か
ら
も
夜
中
の
厠
の
窓
越
し
の
風
に
ふ
る
え
、
雨
や
虫
の
音
を
聞
き
、
小
さ
な
窓
か
ら
月
を
見
て
も

の
思
っ
た
。

　

家
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
わ
り
の
自
然
と
つ
な
が
る
厠
は
荷
風
の
気
に
な
る
愛
し
い
場
所
で
あ
る
。
近
代
日

本
の
う
わ
べ
だ
け
綺
麗
に
取
り
繕
う
ニ
セ
モ
ノ
文
化
に
舌
戦
を
い
ど
む
に
お
い
て
、
誰
も
が
口
を
つ
ぐ
ん
で
タ
ブ
ー

視
す
る
排
泄
の
小
天
地
は
、
彼
が
皮
肉
と
諷
刺
の
矢
を
放
つ
絶
好
の
と
り
で
で
も
あ
っ
た
。

　

荷
風
に
押
さ
れ
て
文
壇
に
華
々
し
く
出
た
谷
崎
潤
一
郎
は
、
こ
う
し
た
荷
風
の
こ
と
さ
ら
の
排
泄
趣
味
に
大
き
く

啓
発
さ
れ
て
い
る
。
か
の
大
作
『
細
雪
』
は
美
人
姉
妹
を
描
く
に
つ
き
、
何
か
と
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
下
痢
に
つ
い
て

語
る
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
一
世
を
風
靡
し
た
谷
崎
の
日
本
文
化
論
『
陰
翳
礼
讃
』
に
は
、
純
白
で
こ
う
こ
う
た
る

電
気
の
か
が
や
く
西
洋
の
ト
イ
レ
ッ
ト
の
単
調
に
対
し
、
家
屋
の
外
の
自
然
の
中
に
つ
く
ら
れ
、
草
や
鳥
の
羽
で
ふ

ん
わ
り
と
落
下
し
た
糞
尿
を
隠
す
日
本
の
厠
の
優
雅
に
つ
い
て
熱
心
に
語
る
箇
所
が
あ
っ
て
目
を
引
く
。
荷
風
の
批

評
精
神
の
継
承
に
他
な
ら
な
い
。
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歌
舞
伎
座
の
稽
古

　

昭
和
二
年
、
一
九
二
七
年
八
月
に
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
。
原
題
は
「
梅
雨
日
記
」。
な
る

ほ
ど
六
月
二
十
三
日
よ
り
三
十
日
ま
で
、
し
だ
い
に
梅
雨
の
季
節
の
深
ま
る
日
録
の
形
を
と
る
。
の
ち
に
昭
和
八
年

刊
行
の
単
行
本
『
荷
風
随
筆
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
。
二
か
所
を
か
か
げ
る
。

予
は
炎
暑
の
日
に
も
開
け
放
ち
た
る
窓
に
近
く
坐ざ

す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
ま
た
煽
風
器
の
風
に
吹
か
る
ゝ
こ
と

を
厭い
と

ふ
が
故ゆ
え

、
こ
の
カ
フ
ヱ
ー
に
入
り
て
楼
に
登
る
も
階
段
に
近
く
し
て
窓
に
遠
き
と
こ
ろ
を
択え
ら

び
て
坐
を
占

む
る
な
り
。
酔
客
の
格
闘
す
る
は
こ
れ
酒し
や

肆し

に
て
は
殆
ほ
と
ん
ど

毎
夜
の
こ
と
な
り
。
さ
れ
ば
階
段
に
近
き
あ
た
り
に

坐
を
占
む
れ
ば
、
い
ざ
喧
嘩
と
な
り
て
、
コ
ツ
プ
ビ
ー
ル
壜
な
ど
投
げ
付
け
ら
る
ゝ
も
、
後う
し
ろに

硝ガ
ラ
ス子

窓
な
け
れ

ば
硝
子
の
破
片
の
飛
散
る
虞お
そ
れな

く
、
か
つ
は
速
す
み
や
かに

身
を
か
は
し
て
逃の
が

る
る
こ
と
を
得
べ
し
。
諺
こ
と
わ
ざに

も
家
の
閾し
き
みを

ま
た
げ
ば
仇
か
た
き

七
人
あ
り
と
の
誡
い
ま
し
め

今
の
世
に
て
も
な
ほ
心
得
お
く
べ
き
こ
と
な
る
べ
し
。

　

梅
雨
に
入
っ
た
と
い
う
の
に
珍
し
く
空
の
青
く
晴
れ
る
日
々
。
木
村
錦き
ん

花か

の
脚
色
で
、
為
永
春
水
の
小
説
「
梅
ご

よ
み
」
を
歌
舞
伎
座
に
て
上
演
す
る
に
つ
き
、
ご
意
見
番
を
た
の
ま
れ
た
荷
風
。
は
な
や
か
な
舞
台
に
出
入
り
す
る

こ
と
も
嬉
し
い
し
、
春
水
の
名
作
の
リ
バ
イ
バ
ル
も
喜
ば
し
い
。
ぜ
ひ
応
援
し
な
く
て
は
、
と
熱
心
に
六
月
の
後
半
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