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私
は
現
役
時
代
に
つ
い
て
返
す
返
す
も
残
念
な
思
い
が
一
つ
あ
る
。
た
だ
当
時
は
全
く
思
い
至
ら
ぬ
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
、
今
更
悔
や
ん
で
も
詮
方
な
い
こ
と
で
あ
る
。

現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
経
済
協
力
は
英
語
で
為
さ
れ
て
い
る
。
書
類
は
英
語
で
処
理
さ
れ

る
し
、
相
手
国
の
担
当
者
と
の
会
話
も
英
語
で
行
わ
れ
る
。
私
自
身
も
こ
の
事
に
関
し
不
思
議
に
思
っ
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。

経
済
協
力
に
限
ら
ず
、
民
間
で
も
海
外
事
業
で
は
主
と
し
て
英
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
退
官
し
て
か
ら
勤

め
た
ソ
ニ
ー
で
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ソ
ニ
ー
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
工
場
の
総
務
課
の
女
性
は

筑
波
大
学
に
留
学
し
学
位
ま
で
取
っ
た
が
、
現
場
で
は
英
語
を
使
わ
さ
れ
、
折
角
学
ん
だ
日
本
語
を
使
う

機
会
は
全
く
な
か
っ
た
。

仕
事
上
し
ば
し
ば
バ
ン
コ
ッ
ク
を
訪
れ
、
そ
こ
の
興
銀
の
支
店
長
と
仲
良
く
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
こ
ん

な
こ
と
が
あ
っ
た
。
本
社
の
頭
取
が
バ
ン
コ
ッ
ク
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
地
経
済
人
と
会
談
を
し
た

い
、
つ
い
て
は
日
タ
イ
の
通
訳
を
用
意
せ
よ
と
指
示
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
支
店
長
は
慌
て
た
。
普
段
仕

事
は
英
語
で
し
て
居
る
の
で
、
通
訳
な
ど
使
っ
た
こ
と
が
な
い
。
ど
う
し
た
ら
良
い
か
途
方
に
呉
れ
て
い

た
と
こ
ろ
秘
書
が
自
分
が
通
訳
を
や
っ
て
も
良
い
と
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
秘
書
と
は
も
っ
ぱ

ら
英
語
で
話
し
て
来
た
の
で
日
本
語
が
話
せ
る
と
は
露
知
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
、
笑
い
話
に
も
な
ら
な

い
。

海
外
で
の
意
思
疎
通
を
英
語
に
頼
る
こ
と
に
は
大
き
く
言
っ
て
二
つ
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
効
率
の
問
題
で
あ
る
。
人
材
の
評
価
は
何
語
で
行
う
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。A

さ
ん
の
評
価

は
日
本
語
で
は
１
０
０
で
あ
っ
て
も
、
英
語
だ
と
割
引
し
て
６
０
、
５
０
と
な
る
と
言
っ
た
よ
う
な
こ
と

は
よ
く
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ほ
と
ん
ど
無
価
値
で
あ
る
。
人

材
の
評
価
は
外
国
語
に
よ
る
場
合
割
掛
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。先
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
例
で
言
え
ば
、

現
場
の
日
本
人
の
英
語
は
決
し
て
レ
ベ
ル
は
高
く
な
い
。
”Do this, do that.

” 

な
ど
と
や
っ
て

い
た
。
他
方
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
現
地
人
の
英
語
は
普
通
も
っ
と
レ
ベ
ル
が
低
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
効
率

の
係
数
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
、
例
え
ば0.5x0.3

＝0.15

と
い
う
よ
う
に
極
端
に
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
通
訳
を
介
せ
ば
多
少
時
間
は
掛
か
る
が
、
ま
っ
と
う
な
意
思
疎
通
が
可
能
と
な
る
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
場
合
現
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
劣
悪
な
こ
と
が
深
刻
な
労
働
争
議
を
引
き
起
こ
す
結
果

と
な
っ
た
。



も
う
一
つ
の
問
題
は
日
本
に
留
学
し
た
外
国
人
の
就
職
の
問
題
で
あ
る
。
彼
ら
が
勉
強
し
た
日
本
語
を
活

用
す
る
こ
と
を
し
な
い
か
ら
、
彼
ら
の
青
春
の
貴
重
な
一
時
期
を
全
く
無
駄
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼

ら
の
人
生
設
計
に
つ
い
て
日
本
は
全
く
無
責
任
で
あ
っ
た
。
タ
イ
の
日
本
留
学
生
の
場
合
、
日
本
で
留
学

し
た
後
改
め
て
米
国
や
ド
イ
ツ
に
留
学
し
な
お
し
て
い
る
人
達
が
多
か
っ
た
。

日
本
人
は
外
国
語
を
話
す
こ
と
の
不
得
意
な
こ
と
天
下
一
品
で
あ
る
。
し
か
も
外
国
人
が
日
本
語
を
習
得

す
る
の
も
同
じ
く
至
難
の
業
と
決
め
込
ん
で
い
る
。
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
は
十
分
な
時
間
と
優

れ
た
授
業
が
あ
れ
ば
容
易
に
日
本
語
を
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。

日
タ
イ
経
済
協
力
協
会
の
理
事
長
の
と
き
バ
ン
コ
ッ
ク
で
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
の
元
日
本
留
学
生
の
日
本
語

に
よ
る
討
論
会
に
出
席
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
日
本
語
に
よ
る
国
際
会
議
の
初
の
経
験
で
あ
っ
た
が
、
強

烈
な
印
象
を
受
け
た
。
高
度
な
内
容
の
議
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
は
流
暢
で
、
な
お
か
つ
、

論
理
的
で
遠
慮
が
な
い
か
ら
日
本
人
の
場
合
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
白
熱
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
日
本
語
は

国
際
語
と
し
て
一
級
で
あ
る
と
そ
の
時
思
っ
た
。

日
本
は
発
展
途
上
国
の
援
助
に
莫
大
な
金
を
費
っ
た
。
し
か
し
経
済
が
低
迷
し
て
金
が
続
か
な
く
な
る
と

そ
れ
で
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
経
済
協
力
が
日
本
語
で
行
わ
れ
、
日
本
に
留
学
し
た
現
地

人
が
そ
の
実
務
で
活
躍
し
て
い
た
な
ら
、
今
頃
大
き
な
遺
産
が
残
っ
た
に
違
い
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
悔

や
ま
れ
る
こ
と
と
は
そ
の
事
で
あ
る
。

愛
甲
次
郎



メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
九
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
九
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
九
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
九
号

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
九
号

小
倉
百
人
一
首

小
倉
百
人
一
首

小
倉
百
人
一
首

小
倉
百
人
一
首

小
倉
百
人
一
首 

 
 
   
 
   

九九九九九  
    
    

蝉
丸
蝉
丸
蝉
丸
蝉
丸
蝉
丸

こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
わ
か
れ
て
は
　
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関

  

京
都
府
と
滋
賀
県
の
境
に
あ
る
逢
坂
山
は
、今
は
そ
の
下
に
掘
ら
れ
た
逢
坂
山
ト
ン
ネ
ル
を
、東
海
道
線
が

通
っ
て
ゐ
（
い
）
ま
す
。
し
か
し
大
化
の
世
と
も
伝
へ
（
え
）
ら
れ
る
遠
い
昔
に
、
山
の
上
の
峠
に
関
所
が
設

け
ら
れ
、
京
か
ら
東
国
へ
向
ひ
（
い
）、
あ
る
ひ
（
い
）
は
東
国
か
ら
都
に
上
る
人
た
ち
が
、
通
っ
て
行
き
ま
し

た
。

  

京
か
ら
東
に
行
く
人
は
、必
ず
こ
の
関
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。関
所
を
越
せ
ば
、そ
こ
は
近
江
の

国
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
平
安
時
代
の
人
た
ち
は
、
次
の
や
（
よ
）
う
な
連
想
を
し
ま
し
た
。

　
当
時
逢
坂
山
の
「
逢
」
の
漢
字
を
使
っ
た
「
逢
ふ
（
う
）」
と
い
ふ
（
う
）
言
葉
に
は
、
男
女
が
深
い
関
係
に

な
る
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
頃
は
現
代
の
や
（
よ
）
う
に
、
身
分
に
大
き
な
違
ひ
（
い
）
の
無

い
男
女
が
、
何
の
事
な
く
会
っ
て
言
葉
を
交
は
（
わ
）
す
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
当
時
の
男
女

の「
逢
ふ（
う
）」を
、特
別
の
意
味
に
解
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
「
逢
」

の
字
を
使
っ
た
「
逢
坂
の
関
を
越
え
る
」
と
は
、
男
女
が
深
い
関
係
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
男
と

女
は
、
近
江
（
あ
ふ
み
）、
つ
ま
り
「
逢
ふ
（
う
）
身
」
に
な
る
と
の
連
想
が
働
く
や
（
よ
）
う
に
な
り
ま
し
た
。

  

も
ち
ろ
ん
こ
の
蝉
丸
の
歌
に
は
、そ
ん
な
連
想
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、逢
坂
の
関
は
、そ
れ
ほ
ど
当
時
の
都
の

人
に
と
っ
て
、
身
近
な
場
所
で
し
た
。
こ
の
歌
は
、
逢
坂
の
関
に
、
東
か
ら
西
か
ら
、
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て

右
往
左
往
す
る
賑
や
か
な
場
景
を
、歌
っ
た
歌
で
す
。

　
歌
は
次
の
や
（
よ
）
う
な
構
造
に
な
っ
て
お
（
を
）
り
ま
す
。

  

こ
れ
や
こ
の
―
行
く
（
人
）
も
帰
る
（
人
）
も
わ
か
れ
て
は
┘

　
　
　
　
　
　
―
知
る
（
人
）
も
知
ら
ぬ
（
人
）
も
　
　
　
―
├
（
逢
ふ
）
逢
坂
の
関

  

作
者
蝉
丸
は
、伝
説
中
の
人
物
で
す
。百
人
一
首
の
読
み
札
で
は
、僧
な
の
に
頭
に
か
ぶ
り
も
の
を
し
た
異

形
の
絵
姿
で
表
さ
れ
ま
す
。蝉
丸
は
醍
醐
天
皇
の
御
代
、遥
か
な
西
の
国
で
は
大
唐
帝
国
が
滅
亡
し
、唐
の
漢

詩
漢
文
に
熟
達
し
た
菅
原
道
真
が
、京
の
政
治
か
ら
退
け
ら
れ
、最
初
の
和
歌
の
勅
撰
集
、古
今
集
が
編
纂
さ

れ
た
時
代
、つ
ま
り
日
本
古
来
の
和
歌
が
漢
詩
や
漢
文
に
代
っ
て
息
を
吹
返
し
た
時
代
に
、生
き
た
人
の
や（
よ
）

う
で
す
。身
分
の
低
い
盲
目
の
隠
者
で
、逢
坂
の
関
の
近
く
に
庵
を
結
び
、琵
琶
の
名
人
だ
っ
た
と
伝
へ（
え
）

ら
れ
ま
す
。

  

今
も
逢
坂
山
の
あ
た
り
は
、
人
通
り
や
車
通
り
の
激
し
い
場
所
と
な
っ
て
ゐ
（
い
）る
さ（
そ
）う
で
す
。山

の
上
と
麓
に
は
、
蝉
丸
神
社
が
建
っ
て
ゐ
（
い
）
る
と
言
ひ
（
い
）
ま
す
か
ら
、
蝉
丸
は
こ
の
関
の
守
護
神
の

や
（
よ
）
う
な
存
在
な
の
で
せ
（
し
ょ
）
う
。
平
安
時
代
か
ら
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
い
つ
か
蝉
丸
の
身
分
も

上
り
、
平
家
物
語
や
能
で
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
と
さ
れ
て
を
（
お
）
り
ま
す
。

  

蝉
丸
の
霊
は
い
ま
も
、ど
こ
か
昔
の
関
所
の
あ
た
り
の
中
空
に
漂
っ
て
、無
数
の
人
や
車
が
、行
く
人
も
帰

る
人
も
、
知
る
人
も
知
ら
ぬ
人
も
、
慌
た
だ
し
く
行
交
ふ
（
う
）
さ
ま
を
眺
め
な
が
ら
、
朗
々
と
こ
の
歌
を
口

誦
ん
で
ゐ
（
い
）
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

加
藤
淳
平
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「
春
の
や
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」

「
春
の
や
よ
ひ
」（
明
治
小
學
唱
歌
）

（
明
治
小
學
唱
歌
）

（
明
治
小
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唱
歌
）

（
明
治
小
學
唱
歌
）

（
明
治
小
學
唱
歌
）

花花花花花春
の
や
よ
ひ
の
あ
け
ぼ
の
に
　
四
方
の
山
べ
を
見
渡
せ
ば

花
盛
り
か
も
白
雲
の
　
か
か
ら
ぬ
峯
こ
そ
無
か
り
け
れ

郭
公
郭
公
郭
公
郭
公
郭
公
（
ほ
と
と
ぎ
す
）

花
た
ち
ば
な
も
に
ほ
ふ
な
り
　
軒
の
あ
や
め
も
薫
る
な
り

夕
ぐ
れ
さ
ま
の
五
月
雨
に
　
山
ほ
と
と
ぎ
す
名
の
り
し
て

月月月月月秋
の
は
じ
め
に
な
り
ぬ
れ
ば
　
今
年
の
な
か
ば
は
過
ぎ
に
け
り

我
が
よ
ふ
け
ゆ
く
月
影
の
　
か
た
ぶ
く
見
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ

雪雪雪雪雪冬
の
夜
さ
む
の
朝
ぼ
ら
け
　
契
り
し
山
路
に
雪
深
し

心
の
跡
は
つ
か
ね
ど
も
　
思
ひ
や
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ

花
、
郭
公
（
鳥
）、
月
、
雪
と
い
ふ
題
名
か
ら
、
こ
れ
が
「
花
鳥
風
月
」
や
「
雪
月
花
」
と
い
つ
た
日
本
の

美
し
い
自
然
を
示
す
熟
語
を
聯
想
さ
せ
、そ
れ
を
四
季
に
對
應
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
に
も
氣
付
か
さ
れ
ま
す
。

作
者
は
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
、比
叡
山
を
本
據
と
す
る
天
台
宗
の
座
主
を
つ
と
め
た
慈
圓

と
い
ふ
お
坊
さ
ん
で
す
。
太
政
大
臣
に
も
な
つ
た
藤
原
兼
實
の
弟
で
、
歌
人
と
し
て
も
名
を
知
ら
れ
て
ゐ

ま
す
。
思
付
く
ま
ま
に
直
ぐ
に
歌
を
詠
む
修
練
を
し
た
人
な
の
で
た
く
さ
ん
の
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
が
、

新
古
今
和
歌
集
に
西
行
に
次
い
で
入
集
し
て
ゐ
る
の
は
、
選
ば
れ
る
に
足
る
水
準
だ
つ
た
か
ら
で
せ
う
。

そ
の
個
人
歌
集
『
拾
玉
集
』
の
中
に
あ
る
の
が
こ
の
歌
で
、
指
折
り
數
へ
れ
ば
わ
か
る
や
う
に
、
七
五
七

五
七
五
七
五
で
一
ま
と
ま
り
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
今
樣
と
い
は
れ
る
歌
の
形
式
の
一
つ
で
、
平
氏

や
源
氏
を
手
玉
に
取
つ
た
後
白
河
法
皇
が
殊
の
外
愛
好
し
ま
し
た
。
法
皇
は
こ
と
も
あ
ら
う
に
、
遊
女
達

が
口
ず
さ
ん
で
ゐ
た
こ
の
今
樣
に
若
い
と
き
か
ら
馴
染
み
、
竟
に
は
收
集
編
纂
し
て
『
梁
塵
祕
抄
』（
り
や

う
ぢ
ん
ひ
せ
う
）
と
い
ふ
本
に
仕
立
て
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
れ
け
む
、
戯
れ
せ

ん
と
や
生
れ
け
ん
、
遊
ぶ
子
供
の
声
き
け
ば
、
我
が
身
さ
へ
こ
そ
動
が
る
れ
」
は
、
現
在
で
も
か
な
り
多

く
の
人
に
愛
唱
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

下
賤
の
者
達
が
う
た
つ
た
流
行
歌
と
い
ふ
べ
き
こ
の
今
樣
を
、當
時
天
台
宗
の
最
高
位
に
ゐ
た
座
主
が
作

つ
た
と
は
意
外
で
せ
う
が
、
慈
圓
は
『
越
天
樂
』
と
い
ふ
雅
樂
の
平
調
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
あ
は
せ
て
歌
詞

を
つ
け
た
と
も
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
た
め
越
天
樂
今
樣
を
現
代
風
に
編
曲
し
た
「
黒
田
節
」
と
同
じ
節

廻
し
で
歌
ふ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

『
日
本
の
唱
歌
上
』（
講
談
社
文
庫
）
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
の
一
高
に
、
柔
弱
だ
と
唱
歌
を
嫌
つ
て
ゐ
た

體
育
教
官
が
、
生
徒
を
引
率
し
て
行
軍
を
し
た
と
こ
ろ
、
歸
路
疲
勞
困
憊
し
た
生
徒
達
が
誰
か
ら
と
も
な

く
こ
の
「
春
の
や
よ
ひ
」
を
歌
ひ
出
し
た
ら
元
氣
を
取
戻
し
て
歸
着
で
き
た
こ
と
か
ら
、
唱
歌
嫌
ひ
を
詫

び
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
歌
が
行
軍
と
い
ふ
集
團
行
動
に
向
い
た
と
は
慈
圓
も
お
ど
ろ
き
で
せ
う
。

谷
田
貝
常
夫
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お
も

う

き

お
な

く
も
ゐ

つ
き

み
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憂
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・・・・・
藤
原
多
子
）

藤
原
多
子
）

藤
原
多
子
）

藤
原
多
子
）

藤
原
多
子
）

ま
さ
る
こ

き
ん
よ
し

む
す
め

が
う
し

　
多
子
は
徳
大
寺
公
能
の
女
な
り
。
生
母
豪
子
は
俊
成
の
姉
な
れ
ば
、
多
子
は
則
ち
定
家
の
從
姉
、
歌
才
に
惠
ま

れ
た
る
も
異
と
す
る
に
足
ら
ず
。

　
容
色
、
當
代
に
無
雙
な
る
を
以
て
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
近
衞
天
皇
に
入
内
せ
ん
と
す
。
徳
大
寺
家
は
清

華
の
家
柄
な
れ
ど
、
今
、
父
の
妹
は
攝
家
の
頼
長
に
嫁
ぎ
て
あ
り
。
頼
長
、
多
子
を
養
女
に
採
り
て
、
然
る
後
に

入
内
せ
し
む
。
た
だ
ち
に
皇
后
に
册
立
、
從
三
位
に
敍
せ
ら
る
。
時
に
主
上
寶
算
十
二
、
多
子
は
十
一
歳
な
り
き
。

　
頼
長
の
兄
、
忠
通
に
も
ま
た
養
女
あ
り
て
、
呈
子
と
い
ふ
。
芳
紀
二
十
一
に
し
て
、
皇
后
の
位
を
多
子
と
爭
ふ

ひ
そ
み

な
ら

に
至
る
。
や
が
て
、
一
條
天
皇
の
一
帝
二
后
の
顰
に
倣
ひ
、
多
子
は
皇
后
、
呈
子
は
中
宮
と
て
並
立
せ
ら
る
。
兄

こ
こ

と
も

弟
の
父
忠
實
は
頼
長
に
加
擔
し
、
是
に
於
て
、
忠
實
と
忠
通
は
、
倶
に
天
を
戴
か
ざ
る
の
父
子
と
な
る
。

そ
ら

し
ん

五
年
の
後
、
天
皇
崩
御
し
給
ひ
、
翌
年
皇
太
后
の
稱
號
を
賜
る
。
こ
の
年
、
保
元
の
亂
勃
發
し
、
頼
長
暗
に
神

て
き

あ
た

よ
し
こ

鏑
に
中
り
て
薨
去
せ
る
も
、
公
能
は
既
に
頼
長
と
訣
別
し
、
か
つ
ま
た
多
子
の
姉
忻
子
は
後
白
河
院
の
寵
を
受
け

て
あ
り
。
こ
れ
が
爲
に
、
徳
大
寺
家
は
安
泰
な
り
き
。

こ
の
年
、
保
元
三
年
（
一
一
五
六
）、
多
子
は
十
七
歳
に
し
て
太
皇
太
后
に
進
む
。

こ
こ
の
へ

平
治
元
年
（
一
一
五
九
）、
平
治
の
亂
の
後
、
椿
事
出
來
せ
り
。
九
重
に
は
、
前
年
、
二
條
天
皇
の
踐
祚
あ
り
け

た
ぐ
ひ

る
が
、
多
子
の
艷
麗
類
な
き
由
天
聽
に
達
し
、
そ
の
入
内
の
こ
と
を
圖
ら
せ
た
ま
ふ
。

天
子
の
后
と
な
り
た
る
女
人
の
、
後
の
天
子
の
後
宮
に
入
り
た
る
例
は
古
今
に
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
思
ひ
の

な
ん
す
れ
ぞ

も
と

外
の
敕
諚
、
何
爲
承
け
奉
り
て
人
倫
に
悖
る
の
道
に
墜
つ
べ
け
ん
や
。
然
れ
ど
も
、
綸
言
汗
の
如
く
に
し
て
、
つ

ひ
に
違
背
す
る
を
得
ず
。

ぶ
も

治
天
の
君
た
る
後
白
河
院
の
訓
戒
せ
さ
せ
給
ふ
も
、「
天
子
に
父
母
な
し
」
と
仰
せ
出
だ
さ
れ
、
俄
に
宣
旨
を
發

し
て
、
入
内
を
強
ひ
給
ふ
。

時
に
、
帝
十
七
歳
、
多
子
二
十
歳
。

程
經
ず
し
て
、
父
公
能
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
る
。

　
こ
の
歌
は
、
多
子
、
二
條
天
皇
の
宮
中
に
入
り
て
後
に
詠
み
た
る
な
り
。
平
家
物
語
に
收
め
ら
れ
、
正
和
元
年

ぎ
よ
く
え
ふ

に
つ
し
ふ

（
一
三
一
二
）、
十
三
代
集
の
第
六
な
る
玉
葉
和
歌
集
に
入
集
せ
り
。

　
玉
葉
和
歌
集
に
は
左
の
如
く
あ
り
。

　
　
二
條
院
御
時
さ
ら
に
入
内
侍
り
け
る
に
、
月
あ
か
か
り
け
る
夜
お
ぼ
し
い
づ
る
こ
と
あ
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
衞
皇
太
后
宮

　
　
　
知
ら
ざ
り
き
憂
き
身
な
が
ら
に
め
ぐ
り
き
て
同
じ
雲
居
の
月
を
見
む
と
は

　
平
家
物
語
は
「
思
ひ
き
や
」
な
れ
ど
も
、「
玉
葉
集
」
に
撰
び
た
る
と
き
、
初
句
を
「
知
ら
ざ
り
き
」
に
變
ふ
る

の
こ
と
あ
り
。「
思
ひ
き
や
」
の
人
口
に
膾
炙
し
た
る
を
以
て
、
ま
た
、
口
調
優
れ
た
る
を
以
て
、
今
冒
頭
に
掲
げ

た
り
。

こ
ま

嘆
き
つ
つ
入
内
し
た
る
多
子
な
れ
ど
、
帝
の
寵
濃
や
か
な
り
け
る
を
以
て
、
慰
め
ら
る
る
こ
と
多
か
り
き
。
然

ゑ
ん
あ
う

る
に
、
鴛
鴦
の
睦
み
僅
々
六
年
、
二
條
帝
二
十
三
歳
に
し
て
崩
御
し
給
ふ
。

な
ほ
、
帝
は
世
に
名
高
き
美
男
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

多
子
は
落
飾
し
て
兩
帝
の
後
世
を
弔
ひ
、
六
十
三
歳
に
し
て
鬼
籍
に
入
る
。
時
既
に
鎌
倉
の
世
、
建
仁
二
年
（
一

二
〇
二
）
の
こ
と
な
り
き
。

高
田
友

こ
の
ゑ
た
い
く
わ
う
た
い
ご
う
の
み
や 

ふ
じ
は
ら
の
ま
さ
る
こ
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昭
和
二
十
一
年
八
月
二
日
、
福
井
縣
武
生
市
に
て
男
六
人
女
一
人
の
七
人
兄
弟
の
五
男
と
し
て
出
生
す
。

明
治
三
十
年
生
れ
の
父
は
、佛
師
を
生
業
と
し
近
在
の
社
寺
或
は
富
裕
家
か
ら
の
注
文
に
よ
り
彩
色
又
は
木

地
の
儘
の
佛
像
・
神
像
を
制
作
す
。
大
東
亞
戰
前
、
父
少
壯
の
折
に
は
好
景
氣
に
て
注
文
仕
事
多
く
比
較
的

裕
福
な
り
し
が
、
戰
後
は
主
た
る
注
文
主
た
る
農
家
の
疲
弊
せ
る
が
故
か
大
仕
事
は
殆
ど
無
き
有
樣
に
て
、

七
人
の
子
供
養
育
の
爲
雜
多
な
る
端
た
金
の
手
間
仕
事
に
追
は
れ
た
り
。

　
然
る
に
「
高
度
成
長
時
代
へ
の
突
入
」
と
軌
を
一
に
し
て
、
父
に
大
チ
ャ
ン
ス
が
到
來
せ
り
。
天
台
宗
中

興
の
祖
の
一
人
な
る
眞
盛
上
人（
圓
戒
國
師
）の
等
身
大
彩
色
坐
像
を
比
叡
山
延
暦
寺
に
納
入
す
る
の
注
文

舞
込
め
り
。齋
戒
沐
浴
し
尊
像
彫
琢
に
打
込
み
し
父
の
姿
は
鬼
氣
迫
り
氣
高
く
さ
へ
あ
り
し
。吾
人
亡
き
父

を
誇
り
と
せ
る
由
縁
な
り
。

　
昭
和
三
十
四
年
秋
、
門
徒
衆
多
數
を
供
に
武
生
の
眞
盛
宗
本
山
引
接
寺
を
輿
に
て
出
立
せ
し
ご
上
人
像

は
、
北
陸
街
道
を
徒
歩
に
て
上
り
、
琵
琶
湖
南
畔
坂
本
よ
り
更
に
衆
徒
の
手
に
よ
り
比
叡
山
上
に
到
達
せ

り
。
父
・
雅
雲
の
絶
頂
の
日
な
り
き
（
號
な
る
雅
雲
の
雲
は
彼
が
尊
敬
せ
し
高
村
光
雲
よ
り
採
り
し
も
の
と

ぞ
聞
く
。尋
常
小
卒
後
の
指
物
屋
の
丁
稚
生
活
に
飽
足
ら
ず
光
雲
に
弟
子
入
り
せ
ん
と
家
出
せ
し
も
壯
圖
成

ら
ず
横
濱
驛
に
て
保
護
せ
ら
る
と
聞
く
）。

　
吾
人
年
中
行
事
と
し
て
正
月
に
比
叡
山
登
山
を
成
す
。延
暦
寺
根
本
中
堂
上
手
な
る
大
講
堂
に
同
寺
に
て

修
行
な
さ
れ
し
名
僧
の
像
を
安
置
し
、
其
の
右
よ
り
二
番
目
に
吾
が
「
眞
盛
上
人
」
坐
し
ま
せ
り
。
そ
の
御

尊
顏
は
吾
が
父
の
か
ん
ば
せ
な
り
。
吾
人
、
ご
上
人
に
對
面
し
前
の
年
の
報
告
と
今
年
の
願
ひ
を
祈
る
。

　
吾
が
生
地
の
武
生
は
、古
へ
越
前
の
國
府
が
置
か
れ
、北
陸
街
道
の
要
衝
の
地
に
し
て
物
産
の
集
散
地
と

し
て
榮
え
し
商
都
な
り
と
聞
け
ど
も
、當
今
の
有
樣
は
他
の
地
に
異
な
ら
ず
往
年
繁
華
の
街
竝
は
駐
車
場
と

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
み
目
立
ち
、更
に
一
昨
年
流
行
の
市
町
村
合
併
を
斷
行
し
二
千
年
來
の
武
生
の
名
を
越
前
市

と
替
ふ
る
に
至
り
、
當
に
「
昔
の
姿
無
か
り
け
り
」
の
慘
状
を
な
す
。

　
昭
和
四
十
年
春
、
福
井
市
な
る
藤
島
高
校
（
舊
制
福
井
中
學
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
南
部
陽
一
郎
氏
の
出
身
校

と
し
て
一
時
世
の
耳
目
を
集
む
）
卒
業
後
東
京
大
學
に
入
學
し
、
學
内
の
駒
場
寮
に
て
新
生
活
を
始
む
。
既

に
し
て
大
學
構
内
は
學
生
運
動
喧
し
く
な
り
つ
つ
あ
り
き
。第
一
次
安
保
の
騷
動
よ
り
十
年
を
經
て
學
内
漸

く
靜
謐
を
取
戻
せ
し
折
柄
、
此
頃
進
め
ら
れ
し
日
韓
條
約
締
結
交
渉
が
學
生
運
動
の
テ
ー
マ
と
し
て
浮
揚

し
、學
内
立
看
と
擴
聲
器
の
ア
ジ
演
説
溢
れ
、次
第
に
落
著
き
を
缺
く
殺
伐
の
雰
圍
氣
日
常
化
す
る
に
至
れ

り
。

内
藤
賦
一

た
け
ふ

し
ん
せ
い
　
　
　
　
　
ゑ
ん
か
い
こ
く 

し

い
ん
ぜ
ふ
じ

か 

ち


