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翻
訳
は
い
つ
も
若
い

伊

藤

嘉

啓

e
翻
訳
の
恩
恵

　
翻
訳
と
い
ふ
も
の
は
、
文
化
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
て
ゐ
ま

す
。
「
極
め
て
重
要
」
と
い
ふ
だ
け
で
は
、
言
葉
が
足
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

画
期
的
－
時
代
を
画
す
る
、
時
代
を
分
け
る
、
と
い
ふ
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
近
代
文
化
に
と
っ
て
、
翻
訳
が
ど
れ
だ
け
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
、

今
さ
ら
云
ふ
ま
で
も
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
所
で
、
翻
訳
が
か
う
い
ふ
風
に
、
画
期
的
な
役
割
を
し
た
の
は
、
日
本
だ
け
の

特
殊
な
出
来
事
で
は
な
い
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
あ
り
ま
し
た
。
中
国
に
も

あ
り
ま
し
た
。

　
ち
よ
つ
と
考
へ
ま
す
と
A
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
翻
訳
が
大
き
な
意
味
を
占
め
る
や
う

な
時
代
は
、
な
か
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
あ
っ
た
の
で
す
。

　
一
般
に
、
私
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
し
て
と
ら
へ
て
み
る
も
の
は
、
基
礎
に
な

る
三
つ
の
も
の
x
融
合
体
だ
と
云
は
れ
て
る
ま
す
。
そ
の
三
つ
と
は
、
e
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
：
マ
の
古
典
文
化
と
、
⇔
キ
リ
ス
ト
教
と
、
⇔
ゲ
ル
マ
ン
精
神
で
す
。
さ

う
し
ま
す
と
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
や
科
学
が
、
す
っ
と
、
直
線
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
つ
な
が
っ
て
み
る
や
う
な
印
象
を
も
ち
ま
す
が
、
必
ず
し
も
、
さ
う
な
っ
て

は
み
な
い
の
で
す
。

　
古
典
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
と
云
ひ
ま
す
と
、
私
た
ち
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
幾
何

学
（
数
学
）
と
か
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
物
理
学
i
ー
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
原
理
で
知

ら
れ
て
み
る
、
あ
の
浮
力
の
原
理
と
か
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
（
哲
学
）

な
ど
を
知
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
十
二
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
云
ひ
ま
す
と
、
大
体
、

十
字
軍
の
時
代
、
そ
の
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
も
、
ア
ル

キ
メ
デ
ス
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
今
日
、
学
問
と
云
ひ
ま
す
と
、
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
で
あ
る
と
云
っ
て

も
、
云
ひ
過
ぎ
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
普
通
、
私
た
ち
は
、
日
本
の
歴
史
を
、

古
代
、
中
世
、
近
代
な
ど
と
分
け
て
、
日
本
の
古
代
と
か
、
中
世
日
本
な
ど
と
云

ひ
ま
す
が
、
こ
の
分
け
か
た
が
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
学
の
影
響
を
受
け
て
ゐ

ま
す
。
や
玉
誇
張
し
て
云
へ
ば
、
私
た
ち
は
、
現
在
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
眼
鏡
を
通
し
て
見
て
み
る
と
も
云
へ
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
学
問
は
大
き
く
、
全
世
界
を
覆
っ
て
ゐ
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
学
術
と
い
ふ
も
の
は
、
歴
史
的
に
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
く
、
十
二
、
r

三
世
紀
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
学
術
的
に
大
き
く
発
展
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
巨
大
な
ヨ
：
ロ
ッ
パ
学
術
の
発
端
に
当
た
る
十
二
、
三
世
紀
に
、
何
が
あ
っ

た
か
と
云
ひ
ま
す
と
、
「
大
翻
訳
時
代
」
と
云
は
れ
る
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
も
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
い
つ
れ
も
イ

ス
ラ
ム
経
由
で
、
十
二
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
来
ま
し
た
。
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
の
有
名
な
『
原
論
』
（
バ
：
ス
の
ア
デ
ラ
ー
ド
訳
）
も
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
訳
さ

れ
た
の
で
す
し
（
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
の
原
典
訳
で
は
な
く
）
、
こ
の
時
代
の
翻
訳

家
の
代
表
の
一
人
で
あ
る
ク
レ
モ
ナ
の
ゲ
ラ
ル
ド
（
O
げ
Φ
同
貫
α
o
レ
目
劇
山
H
。
。
刈
）
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と
い
ふ
人
は
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
『
天
文
大
全
』
（
『
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
』
）
を
は

じ
め
と
し
て
、
七
十
点
以
上
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
書
物
を
翻
訳
し
ま
し
た
。

　
こ
の
や
う
に
、
こ
の
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
や
哲
学
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
か

ら
の
重
訳
で
、
ま
た
、
少
し
は
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
の
直
接
訳
で
、
と
に
か
く
、
い

つ
れ
も
イ
ス
ラ
ム
を
経
由
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
に
も

う
一
つ
、
重
要
な
も
の
が
加
は
り
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
仲
介
だ
け
で
な
く
、

イ
ス
ラ
ム
固
有
の
文
化
も
、
こ
の
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の

中
で
何
と
云
っ
て
も
特
筆
大
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
数
学
の
代
数
学
で

す
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
数
学
と
云
へ
ば
、
幾
何
学
し
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
代

数
学
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
発
達
し
た
も
の
で
す
。
ア
ル
・
フ
ワ
ー
リ
ズ
ミ
ー

（
㊤
7
函
げ
≦
巴
N
巨
糟
¶
o
。
〔
了
。
。
q
O
頃
）
の
『
代
数
学
』
と
い
ふ
本
が
、
翻
訳
さ
れ
た

の
は
、
・
＝
四
五
年
で
あ
り
ま
す
。
代
数
と
い
ふ
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
で
≧
σ
Q
Φ
σ
鐸
噂

英
語
で
巴
α
q
①
び
冨
と
云
ひ
ま
す
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
の
外
来
語
で
あ
り
、
「
再

建
、
再
構
築
」
と
い
ふ
意
味
な
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
特
質

の
第
一
は
、
他
の
地
域
の
学
問
に
比
べ
ま
し
て
、
数
学
が
そ
の
根
底
に
な
っ
て
み

る
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
の
数
学
は
困
ま
つ
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
の
翻
訳
と
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
来
た
の
で
す
。

　
本
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
読
め
な
け
れ
ば
、
何
の
価
値
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
読
め
る
や
う
に
し
て
く
れ
る
の
が
、
翻
訳
で
す
。
例
へ
ば
、
ハ
ソ
ム
ラ
ビ

法
典
、
こ
れ
は
、
今
か
ら
約
三
七
〇
〇
年
と
い
ふ
気
の
遠
く
な
る
程
ま
へ
に
、
模

形
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
法
律
と
し
て
明
確
な
形
で
残
っ
て
み
る

最
も
古
い
も
の
Σ
一
つ
で
す
。
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
ふ
言
葉
は
、

旧
約
聖
書
の
言
葉
と
し
て
有
名
で
す
が
、
同
じ
こ
と
が
、
既
に
ハ
ソ
ム
ラ
ビ
法
典

に
書
か
れ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
、
全
文
二
八
二
条
、
日
本
語
の
訳

が
あ
る
た
め
に
、
今
で
は
誰
で
も
手
軽
に
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
日
本
語
訳
が

出
来
て
は
じ
め
て
、

へ
る
と
思
ひ
ま
す
。

ハ
ソ
ム
ラ
ビ
法
典
が
私
た
ち
日
本
人
の
も
の
に
な
っ
た
と
云

⇔
翻
訳
の
態
度

　
「
翻
訳
す
る
」
と
云
ひ
ま
す
と
、
何
か
簡
単
に
、
右
か
ら
左
へ
、
あ
る
い
は
、

横
か
ら
縦
に
物
を
移
す
程
度
に
、
安
易
に
考
へ
ら
れ
て
る
る
節
も
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
最
近
、
週
刊
誌
の
広
告
で
見
た
の
で
す
が
（
「
ア
エ
ラ
」
平
成
二
年
十

月
九
日
号
）
、
　
「
翻
訳
業
は
女
に
お
ま
か
せ
1
家
で
で
き
る
知
的
な
仕
事
。
十

年
後
に
は
女
性
が
独
占
す
る
一
」
と
い
ふ
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
女
性
を
軽
く

見
る
わ
け
で
は
、
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
x
に
は
、
翻
訳
は
安
直
な
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
考
へ
が
反
映
し
て
み
な
い
で
せ
う
か
。

　
一
口
に
翻
訳
と
い
っ
て
も
、
内
実
は
な
か
一
大
へ
ん
で
す
。
そ
の
最
大
の
問

題
は
、
要
す
る
に
、
直
訳
が
い
玉
か
、
意
訳
が
い
x
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
最
も
古
く
て
、
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
す
で
に
、
大
勢
の
人
々
が
、

そ
れ
ん
～
の
立
場
か
ら
発
言
し
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
」
で
は
、
吉
川
幸
次
郎
、
大
山

定
一
の
二
人
が
、
往
復
書
簡
の
形
で
ま
と
め
た
『
洛
中
書
問
』
を
見
て
お
き
た
い

と
思
ひ
ま
す
。

　
「
翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
方
便
で
あ
り
、
…
…
同
じ
く
方
便
で
あ

る
な
ら
ば
、
原
文
の
も
つ
だ
け
の
概
念
を
、
よ
り
多
か
ら
ず
ま
た
よ
り
少
な
か

ら
ず
伝
え
る
方
が
、
…
…
む
し
ろ
便
利
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
」
（
そ
の
一
、

吉
川
）

「
詩
の
翻
訳
は
〈
詩
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
戯
曲
の
翻
訳
は
〈
戯
曲
〉
で

　　一一



な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
同
様
に
小
説
の
翻
訳
は
〈
小
説
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」
（
そ
の
五
、
大
山
）

　
　
い
ち
い
ち

　
「
一
一
の
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
作
品
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
か
ら
ば
、
〈
詩
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
い
ち

は
、
〈
戯
曲
〉
は
、
〈
小
説
〉
は
、
実
に
一
一
の
言
葉
の
中
に
あ
る
と
い
う
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
い
ち

も
可
能
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
一
一
の
言
葉
を
丹
念
に
追
跡
し
、
翻
訳
し
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
い
ち

く
し
て
丹
念
に
移
さ
れ
た
一
一
の
国
語
に
よ
っ
て
、
再
び
〈
詩
〉
を
、
〈
戯
曲
V

を
、
〈
小
説
〉
を
、
リ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ト
す
る
と
い
う
態
度
も
可
能
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
」
（
そ
の
六
、
吉
川
）

　
翻
訳
と
は
、
「
原
文
の
も
つ
だ
け
の
観
念
を
、
よ
．
り
多
か
ら
ず
ま
た
よ
り
少
な

か
ら
ず
伝
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
吉
川
幸
次
郎
の
主
張
で
す
が
、
そ

れ
に
対
し
て
、
大
山
定
一
は
、
「
詩
の
翻
訳
は
〈
詩
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
戯

曲
の
翻
訳
は
〈
戯
曲
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
同
様
に
小
説
の
翻
訳
は
〈
小
説
〉

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
反
論
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
は
、
〈
詩
〉
に
な
っ
て
み
な

い
詩
の
翻
訳
、
〈
小
説
V
に
な
っ
て
み
な
い
小
説
の
翻
訳
が
、
現
に
巷
に
あ
ふ
れ

で
る
る
か
ら
、
大
山
定
一
は
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
つ
、
た
の
で
す
。
小
説
は
話
の
筋
、

ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
だ
け
で
成
り
立
っ
て
る
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て

詩
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
内
容
を
翻
訳
し
た
父
け
で
は
、
全
く
無
意
味
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
吉
川
幸
次
郎
は
極
め
て
む
つ
か
し
い
要
求
を
聴
す
の
で
す
。
詩
だ
、

戯
曲
だ
、
小
説
だ
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
一
の
言
葉
か
ら
成
り
立
っ
て
る

る
の
で
は
な
い
の
か
、
さ
う
な
ら
ば
、
外
国
語
と
日
本
語
と
を
一
対
一
で
対
応
さ

せ
れ
ば
、
「
詩
も
、
戯
曲
も
、
小
説
も
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
玉
日
本
語
に
移
っ
て
来

る
筈
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
多
く
の
翻
訳
論
の
う
ち
か
ら
も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

も
の
を
翻
訳
し
て
み
る
人
に
、
北
御
門
二
郎
と
い
ふ
人
が
ゐ
ま
す
。
こ
の
人
は
、

非
常
に
ト
ル
ス
ト
イ
に
心
酔
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
だ
け
を
訳
し
て
み
る
人
で
す
が
、

こ
の
人
の
考
へ
は
、
ま
た
独
特
で
す
。

　
北
御
門
二
郎
は
、
X
と
い
ふ
も
の
を
設
定
す
る
の
で
す
。
X
と
は
、
作
者
が
表

現
し
た
い
こ
と
で
す
。
例
へ
ば
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
な
ら
、
こ
の
X

を
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
ロ
シ
ア
語
で
、
あ
エ
い
ふ
風
に

表
現
し
た
。
も
し
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
日
本
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
X
を
、

お
そ
ら
く
は
、
日
本
語
で
、
か
う
書
い
た
で
あ
ら
う
と
推
定
し
て
書
く
の
が
、
翻

訳
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
す
。

　
翻
訳
が
む
つ
か
し
い
の
は
、
何
も
か
う
い
ふ
文
学
の
場
合
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
律
の
本
を
翻
訳
す
る
に
は
、
訳
者
に
法
律
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す

し
、
経
済
の
本
を
訳
す
に
は
、
経
済
の
知
識
が
必
要
で
す
。
自
然
科
学
に
つ
い
て

も
、
同
様
で
す
。
主
婦
の
副
業
と
し
て
の
翻
訳
に
疑
問
を
も
ち
ま
し
た
の
は
、
か

う
い
ふ
事
情
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

⇔
代
用
品
と
し
て
の
翻
訳

　
し
か
し
、
い
か
な
る
名
訳
と
云
へ
ど
も
翻
訳
は
、
結
局
、
翻
訳
で
あ
り
ま
す
。

「
翻
訳
は
裏
切
り
」
と
云
は
れ
た
り
も
し
ま
し
て
、
翻
訳
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
代

用
品
、
又
は
、
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
は
、
普
通
、
原
文
が
読
め
な
い
か
ら
、
仕
方
な
く
、
翻
訳
で
我
慢
す
る

の
で
す
。
原
文
が
読
め
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
翻
訳
の
欠

点
は
、
い
ろ
一
あ
り
ま
す
が
、
最
大
の
欠
点
は
、
何
と
云
っ
て
も
、
誤
訳
で
せ

う
。
と
こ
ろ
が
ま
た
、
「
誤
訳
の
な
い
翻
訳
は
な
い
」
な
ど
と
云
は
れ
ま
し
て
、

そ
れ
ほ
ど
、
翻
訳
に
誤
訳
は
、
つ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、
あ
と
が
き
な
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ど
に
、
疑
問
の
個
所
は
、
す
べ
て
誰
々
に
教
へ
て
も
ら
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

が
書
い
て
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
翻
訳
に
は
、
誤
訳
が
な
い

か
と
云
ひ
ま
す
と
、
必
ず
し
も
、
そ
の
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、
誤
訳

と
い
ふ
も
の
は
、
訳
者
が
疑
問
に
思
ふ
所
で
は
、
ま
つ
、
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
う
い

ふ
所
は
、
い
ろ
一
の
人
に
酷
き
廻
は
り
ま
す
か
ら
、
誤
訳
し
な
い
の
で
す
。
誤

訳
は
、
訳
者
が
何
の
疑
問
も
持
た
な
か
っ
た
所
で
起
り
ま
す
。
訳
者
の
思
ひ
違
ひ
、

思
ひ
が
け
な
い
読
み
違
ひ
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
誤
訳
は
、
考
へ
や
う
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
程
の
欠
点
で
は
な
い
の
で

す
。
別
の
云
ひ
方
を
す
れ
ば
、
翻
訳
の
も
つ
宿
命
的
な
欠
点
で
は
な
い
の
で
す
。

誤
訳
は
、
努
力
に
よ
っ
て
、
減
ら
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
改
訳
を
重
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
訳
者
を
次
々
と
か
へ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
訳
は
、

　
　
　
ゼ
ロ

無
限
に
0
に
近
づ
き
ま
す
。
例
へ
ば
、
ゲ
ー
テ
の
『
若
い
ウ
ェ
ル
ダ
ー
の
悩
み
』

な
ぜ
は
、
今
ま
で
に
、
約
三
十
種
く
ら
み
の
日
本
語
訳
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

約
三
十
人
の
人
が
、
こ
の
小
説
の
訳
を
し
て
み
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
な
ど
、
そ

の
一
番
新
し
い
訳
か
ら
誤
訳
を
探
し
出
す
の
は
、
む
ず
か
し
い
と
思
ひ
ま
す
。

　
翻
訳
が
も
つ
宿
命
的
と
も
云
へ
る
欠
点
は
、
誤
訳
な
ど
よ
り
は
、
実
は
、
原
文

の
表
現
の
鈍
化
に
あ
る
の
で
す
。

　
川
端
康
成
の
有
名
な
『
雪
国
』
の
冒
頭
、

　
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。

つ
た
。
信
号
所
に
汽
車
が
止
ま
っ
た
。
」

そ
こ
の
所
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー

次
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

夜
の
底
が
白
く
な

（
国
．
○
あ
①
己
Φ
山
鼠
。
犀
曾
）
の
英
訳
で
は
、

罠
。
胃
巴
昌
8
目
Φ
〇
三
〇
h
δ
⇒
σ
q
ε
づ
口
Φ
一
ぎ
↓
o
跨
Φ
撃
。
≦
8
直
三
蔓
．

日
『
Φ
①
壁
渉
冨
矯
薯
ぼ
↓
Φ
⊆
巳
母
け
ず
Φ
巴
o
q
馨
ω
曙
・
日
7
Φ
胃
巴
づ
實
一
δ
ユ

一
も
讐
9
・
・
貫
づ
巴
。
・
8
切
●

原
文
の
「
夜
の
底
が
白
く
な
っ
た
」
は
、
川
端
康
成
が
属
し
て
み
た
新
感
覚
派
に

特
有
な
異
化
の
文
章
、
人
に
「
お
や
？
」
と
思
は
せ
る
文
章
で
す
が
、
そ
こ
の
所
、

英
語
で
は
、
「
大
地
は
夜
空
の
下
に
、
自
く
横
た
は
っ
て
る
た
」
と
日
常
的
な
、

お
だ
や
か
な
表
現
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
や
う
な
表
現
の
鈍
化
は
、
翻
訳
の
場

合
、
避
け
が
た
く
、
つ
き
ま
と
っ
て
み
る
の
で
す
。

四
翻
訳
の
効
用

　
翻
訳
は
、
代
用
品
、
ま
た
は
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
違
ひ
な
い
の
で
す
が
、
そ

れ
は
た
欝
マ
イ
ナ
ス
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
プ
ラ
ス
の
作
用
も
あ

り
ま
す
。

　
「
翻
訳
す
る
」
と
は
、
即
ち
、
「
解
釈
す
る
」
で
あ
り
ま
し
て
、
「
翻
訳
は
原
文

を
鈍
化
す
る
」
と
云
ひ
ま
し
た
が
、
「
解
釈
す
る
」
か
ら
、
そ
の
必
然
の
結
果
と

し
て
、
「
鈍
化
す
る
」
の
で
す
。
解
釈
は
意
味
内
容
を
、
よ
り
明
確
に
は
し
ま
す

が
、
説
明
的
に
な
っ
て
、
表
現
の
鋭
さ
を
そ
ぎ
ま
す
。

　
明
治
、
大
正
の
頃
は
、
ロ
シ
ア
文
学
と
か
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
の
日
本
語
訳
は
、

ま
だ
一
少
な
か
っ
た
の
で
、
当
時
の
人
は
、
た
い
て
い
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
英

訳
で
読
み
ま
し
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
だ
と
か
、
『
戦

争
と
平
和
』
、
そ
れ
か
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の

『
イ
：
リ
ア
ス
』
、
　
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
と
い
ふ
や
う
な
叙
事
詩
も
、
多
く
は
、

英
訳
で
読
ん
だ
の
で
す
。
慶
応
大
学
の
塾
長
で
、
有
名
な
経
済
学
者
で
も
あ
っ
た
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小
泉
信
三
も
、
あ
の
長
い
『
戦
争
と
平
和
』
を
英
語
で
読
ん
だ
と
云
っ
て
ゐ
ま
す

（『

墲
ｪ
文
芸
談
』
一
三
九
頁
）
。

　
こ
れ
は
、
さ
う
い
ふ
作
品
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
が
、
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
云
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
重
要
な
目
的
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
で
英
語
の
力
を
つ
け
よ
う
と
い
ふ
の
で
す
。
英
語
の
力
を
つ
け
る

の
に
最
も
い
x
方
法
は
、
英
語
の
本
を
沢
山
読
む
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ

ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
の
書
い
た
英
語
の
本
は
む
つ
か
し
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
外

国
語
か
ら
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
は
、
千
ギ
リ
ス
人
、
ア
メ
リ
カ
人
が
も
と

一
英
語
で
書
い
た
も
の
よ
り
は
、
ず
っ
と
読
み
易
い
の
で
す
。
そ
れ
で
皆
、
英

語
の
勉
強
の
た
め
に
も
、
外
国
語
か
ら
の
英
訳
本
を
読
ん
だ
の
で
す
。
こ
玉
で
は
、

『
雪
国
』
の
原
文
と
英
訳
と
を
あ
げ
、
英
語
の
方
が
、
原
文
よ
り
も
判
り
易
く
な

っ
て
み
る
分
だ
け
、
表
現
が
鈍
く
な
っ
て
み
る
例
と
し
ま
し
た
。

　
翻
訳
は
そ
れ
自
体
が
解
釈
に
な
っ
て
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
翻
訳
に
つ
い
て
み

る
訳
注
が
、
読
者
に
思
ひ
が
け
な
い
刺
戟
を
与
へ
た
り
も
し
ま
す
。
そ
れ
は
自
国

の
人
に
は
自
明
の
こ
と
、
あ
る
い
は
、
問
題
と
も
思
へ
な
い
こ
と
が
、
外
国
人
に

は
疑
問
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
一
つ
の
例
。
『
源
氏
物
語
』
の

「
話
手
」
の
中
で
、
帝
の
こ
と
の
ほ
か
の
寵
愛
を
う
け
た
更
衣
が
、
帝
を
訪
ね
る

の
が
、
あ
ま
り
に
も
頻
繁
な
の
に
嫉
妬
さ
れ
る
所
、
「
…
…
あ
ま
り
に
も
度
重
な

る
折
々
に
は
、
打
橋
だ
の
、
渡
殿
だ
の
、
こ
玉
か
し
こ
の
通
り
道
に
、
け
し
か
ら

ぬ
も
の
が
仕
掛
け
て
あ
っ
て
、
送
り
迎
え
す
る
人
々
の
着
物
の
裾
が
台
な
し
に
な
っ

て
…
…
」
（
谷
崎
潤
｝
郎
訳
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
け
し
か
ら
ぬ
も
の
が
仕
掛

け
て
あ
っ
て
」
（
原
文
、
「
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
玉
」
）
と
は
、
注
釈
書
で
見
て

み
ま
す
と
、
汚
い
も
の
が
撒
き
ち
ら
し
て
あ
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
一
体
、

更
衣
そ
の
人
の
着
物
の
裾
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
せ
う
か
。
私
の
見
た
範
囲
で
は
、

注
釈
書
、
現
代
語
訳
な
ど
で
、
そ
の
点
に
ふ
れ
た
も
の
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
そ
こ
の
所
、
有
名
な
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
ー
リ
ー
（
受
ず
Φ
『
＜
『
巴
①
団
）
の
英

訳
で
は
、
注
が
つ
い
て
み
て
、
「
彼
女
自
身
は
、
も
ち
ろ
ん
、
輿
で
運
ば
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
。
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
れ
た
寝
殿
造
り
の
建
物
か
ら
建
物
へ
の
移
動

に
、
輿
が
使
は
れ
た
か
、
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
間
違
ひ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
更
衣
の
着
物
の
裾
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
、
作
者
の
紫
式

部
は
、
な
ぜ
、
お
伴
の
者
の
着
物
の
裾
に
つ
い
て
だ
け
書
い
て
、
更
衣
の
着
物
の

こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
ふ
疑
問
を
も
た
せ
る
だ
け
の
価
値
は
あ
り
ま

す
。　

も
う
一
つ
、
翻
訳
が
大
き
な
刺
戟
と
な
っ
た
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
が
、
最
初
に
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
五

年
の
内
田
魯
庵
の
訳
で
す
が
、
そ
の
中
で
主
君
公
の
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
、
下

宿
の
部
屋
に
と
ち
籠
っ
て
ば
か
り
み
て
、
　
一
体
、
何
を
し
て
み
る
？
と
訊
か
れ
て
、

「
考
へ
る
事
！
」
と
答
へ
る
所
が
あ
り
ま
す
。
「
考
へ
て
る
の
さ
」
で
も
な
く
、

「
考
へ
て
る
ん
だ
よ
」
で
も
な
く
、
や
x
翻
訳
調
の
「
考
へ
る
事
」
を
し
て
み
る
、

と
い
ふ
一
言
が
、
当
時
の
青
年
た
ち
に
与
へ
た
影
響
は
、
大
へ
ん
に
大
き
か
っ
た

ら
し
い
の
で
す
。
そ
れ
は
島
崎
藤
村
の
『
春
』
と
い
ふ
小
説
の
中
で
、
北
村
透
谷

を
モ
デ
ル
と
し
た
と
さ
れ
る
青
木
と
い
ふ
人
物
が
、
か
う
い
ふ
風
に
云
っ
て
み
る

の
で
も
、
分
り
ま
す
。

　
「
内
田
さ
ん
が
訳
し
た
『
罪
と
罰
』
の
中
に
も
あ
る
よ
、
銭
取
り
に
も
出
か

け
な
い
で
一
体
何
を
し
て
居
る
、
と
下
宿
屋
の
脾
に
聞
か
れ
た
時
、
考
へ
る
こ

と
を
し
て
居
る
、
と
あ
の
主
人
公
が
言
ふ
と
こ
ろ
が
有
る
。
あ
匂
い
ふ
事
を
既

に
言
っ
て
る
人
が
あ
る
か
と
思
ふ
と
驚
く
よ
。
考
へ
る
事
を
し
て
み
る
1
丁

度
俺
の
は
あ
れ
な
ん
だ
ね
」
（
『
春
』
二
十
三
）
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北
村
透
谷
の
全
集
で
調
べ
て
み
ま
す
と
、
「
罪
と
罰
」
と
い
ふ
小
文
と
「
『
罪
と

罰
』
の
殺
人
罪
」
と
い
ふ
評
論
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
、
こ
の
「
考

へ
る
事
を
出
て
み
る
」
と
い
ふ
言
葉
が
引
用
し
て
あ
る
所
か
ら
み
ま
し
て
も
、
透

谷
一
た
父
透
谷
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
青
年
た
ち
に
、
こ
の
言
葉
が
い
か
に

衝
撃
的
で
あ
っ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
原
文
で
は
、
員
矯
竃
萄
。
δ
で
あ
り

ま
し
て
、
何
の
こ
と
は
な
い
「
考
へ
て
る
の
さ
」
程
度
の
こ
と
で
す
。
現
に
最
近

の
訳
で
は
、
ど
の
訳
で
も
、
た
い
て
い
、
こ
れ
に
近
い
訳
に
な
っ
て
み
る
と
思
ひ

ま
す
。
内
田
魯
庵
の
訳
は
、
訳
し
過
ぎ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ

り
正
し
い
訳
で
あ
る
「
考
へ
て
る
の
さ
」
で
は
、
透
谷
に
あ
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与

へ
な
か
っ
た
ら
う
と
思
へ
ま
す
。

㈲
若
々
し
い
文
章

　
著
者
の
書
い
た
そ
の
ま
玉
の
文
章
は
、
原
文
と
云
は
れ
、
こ
れ
が
絶
対
的
権
威

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
翻
訳
に
は
、
絶
対
的
権
威
と
な
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。
い
か
な
る
名
訳
も
、
一
つ
の
訳
、
そ
れ
ら
の
訳
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
翻
訳
の
も
つ
弱
み
で
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
、
そ
れ
は
同
時
に
強
み
に
も

な
る
の
で
す
。

　
ど
ん
な
原
文
で
も
、
時
代
と
共
に
年
を
と
り
、
古
め
か
し
く
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
翻
訳
に
は
、
絶
対
的
権
威
と
な
る
訳
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
次
々
と
新
し
い

訳
を
作
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
翻
訳
は
、
い
つ
も
若
々
し
い
の
で
す
。

　
例
へ
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
例
に
と
っ
て
見
ま
す
。
そ
の
『
オ
セ
ロ
ー
』

は
、
一
六
〇
三
、
四
年
頃
の
創
作
、
初
演
と
云
は
れ
て
居
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史

で
云
ひ
ま
す
と
、
大
体
、
関
ケ
原
の
戦
ひ
の
あ
た
り
に
書
か
れ
た
作
品
と
い
ふ
こ

と
に
な
り
、
今
か
ら
約
四
百
年
ま
へ
に
当
た
り
ま
す
。
『
オ
セ
ロ
ー
』
よ
り
八
十

年
ほ
ど
の
ち
に
書
か
れ
た
井
原
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
と
か
、
『
日
本
永
代
蔵
』

な
ど
の
作
品
を
、
私
た
ち
が
読
む
の
に
大
へ
ん
苦
労
す
る
や
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
人

や
ア
メ
リ
カ
人
で
も
、
現
代
英
語
の
知
識
だ
け
で
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
原
文

を
読
む
の
は
、
な
か
一
難
し
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で

は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
現
代
英
語
訳
が
た
く
さ
ん
出
て
ゐ
ま
す
。

　
日
本
語
の
翻
訳
の
方
は
、
と
云
ひ
ま
す
と
、
坪
内
迫
遙
の
最
初
の
訳
が
で
ま
し

た
の
が
、
明
治
時
代
で
、
か
う
い
ふ
文
体
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
た

（
デ
ス
デ
）
其
御
心
底
は
知
っ
て
み
る
。
か
た
じ
け
な
う
ご
ざ
り
ま
す
。
貴
下

　
は
夫
の
親
友
で
久
し
い
久
し
い
知
合
ぢ
や
に
よ
っ
て
、
大
丈
夫
で
ご
ざ
り

　
ま
す
。
よ
し
疎
遠
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
せ
い
、
そ
れ
は
只
世
間
体
だ
け
に

　
さ
せ
ま
せ
う
。

（
キ
ャ
シ
）
で
も
ご
ざ
り
ま
せ
う
が
、
そ
の
世
間
体
と
申
す
こ
と
が
長
う
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と

　
ま
す
る
間
に
は
、
そ
れ
が
水
の
や
う
な
餌
食
で
も
肥
り
、
些
細
な
事
情
が

　
も
と
　
　
お
ひ
た
　
　
　
　
て
ま
へ

　
原
で
生
長
ち
、
私
が
居
ら
ぬ
う
ち
に
代
役
の
者
が
出
来
ま
す
れ
ば
、
将
軍

　
　
て
ま
へ

　
は
私
の
愛
を
も
勤
労
を
も
忘
れ
て
し
ま
は
る
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
。

（
デ
ス
デ
）
其
懸
念
に
は
及
び
ま
せ
ぬ
。
…
…
（
第
三
幕
第
三
場
）

　
今
か
ら
見
る
と
、
ず
る
分
古
め
か
し
い
日
本
語
で
、
こ
れ
で
は
、
今
の
人
た
ち

一
1
特
に
、
若
い
人
た
ち
に
は
、
違
和
感
が
あ
り
、
親
し
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
次
々

と
新
訳
が
出
る
わ
け
で
す
。
『
オ
セ
ロ
ー
』
だ
け
で
も
、
お
そ
ら
く
十
以
上
の
訳

が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
最
近
の
訳
で
評
判
と
な
っ
た
小
田
島
訳
を
、
適
遙
訳
と

の
比
較
の
た
め
に
、
引
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
五
十
八
年
に
訳
さ
れ
た
も
の
で

す
。
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（
デ
ス
デ
）
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
嬉
し
い
わ
。
あ
な
た
は
主
人
を
愛
し
て
お

　
い
で
だ
し
、
長
い
お
つ
き
あ
い
で
も
あ
る
し
、
大
丈
夫
、
あ
の
ひ
と
の
よ

　
そ
よ
そ
し
い
態
度
は
、
た
だ
世
母
体
を
気
に
し
て
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
キ
ャ
シ
）
し
か
し
、
奥
さ
ん
、
そ
の
世
間
体
へ
の
気
が
ね
も
あ
ま
り
長
く
続

　
き
、
些
細
な
つ
ま
ら
ぬ
噂
な
ど
を
糧
と
し
、
と
る
に
た
ら
ぬ
出
来
事
か
ら

　
栄
養
を
お
と
り
に
な
る
と
、
私
は
お
そ
ば
に
お
ら
ず
、
か
わ
り
の
者
が
お

　
り
ま
す
ゆ
え
、
将
軍
は
私
の
敬
愛
と
忠
節
を
お
忘
れ
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

（
デ
ス
デ
）
そ
れ
も
ご
心
配
な
く
。
・
三
：

　
こ
れ
が
四
百
年
ま
へ
の
作
品
と
は
思
へ
な
い
ほ
ど
、
新
鮮
で
す
。
だ
か
ら
、

『
オ
セ
ロ
ー
』
を
、
鑑
賞
す
る
の
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
よ
り
も
、
私

た
ち
日
本
人
の
方
が
、
む
し
ろ
、
よ
り
有
利
な
立
場
に
あ
る
と
も
云
へ
る
の
で
す
。

　
日
本
文
学
の
作
品
（
例
へ
ば
、
夏
目
漱
石
）
よ
り
も
、
外
国
の
作
品
（
例
へ
ば
、

シ
ェ
：
ク
ス
ピ
ア
）
の
方
が
、
よ
り
新
鮮
に
見
え
る
時
が
《
し
ば
一
あ
る
の
で

は
な
い
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
本
文
学
が
古
く
さ
い
の
で
は
な
く
、
外
国
の
も

の
は
翻
訳
で
読
ん
で
み
る
か
ら
、
新
鮮
に
思
へ
る
の
で
す
。

　
か
う
し
て
、
原
文
は
時
代
と
共
に
年
を
取
り
ま
す
が
、
翻
訳
の
方
は
、
次
々
と

新
訳
を
出
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
し
て
年
を
取
り
ま
ぜ
ん
。
い
つ
も
若
々

し
い
の
で
す
。

丙
現
代
へ
の
蘇
生

　
翻
訳
は
、
次
々
と
新
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
若
々
し
い
だ
け
で
は
な

く
、
一
つ
の
翻
訳
が
古
い
作
品
に
新
し
い
生
命
を
吹
込
ん
で
、
現
代
に
よ
み
が
へ

ら
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
『
源
氏
物
語
』
の
訳
者
と
し
て
名
高
い
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ェ
ー
リ
ー
の
謡
曲
の
英
訳
な
ど
は
、
そ
の
よ
い
例
に
な
り
ま
す
。

　
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
翻
訳
に
『
謡
曲
選
』
（
↓
ゲ
Φ
2
0
陀
β
。
く
。
。
o
h
智
b
き
）
と
い
ふ

も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
入
っ
て
み
る
『
谷
行
』
は
、
め
っ
た
に
上
演
さ
れ
な
い

の
で
す
が
、
な
か
一
注
目
に
値
す
る
作
品
で
す
。

（
ワ
キ
）
こ
れ
は
今
熊
野
の
椰
の
木
の
坊
に
、
帥
の
阿
閣
梨
と
申
す
山
伏
に
て

　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
し

　
候
。
さ
て
も
某
弟
子
を
一
人
持
ち
て
候
が
、
か
の
者
の
父
空
し
く
な
り
、

　
母
ば
か
り
に
添
ひ
て
候
。
又
某
は
近
き
間
に
峯
入
り
を
仕
り
候
程
に
、
暇

　
乞
の
為
に
唯
今
出
京
仕
り
候
。
い
か
に
案
内
申
し
候
。

（
子
方
）
誰
に
て
御
入
り
候
ぞ
。
や
、
師
匠
の
御
出
で
に
て
候
よ
。

（
ワ
キ
）
い
か
に
松
若
。
何
と
て
久
し
く
寺
へ
は
上
り
給
ひ
候
は
ぬ
ぞ
。

（
子
方
）
さ
ん
候
母
御
の
風
の
心
地
に
て
候
程
に
参
ら
ず
候
。

　
こ
の
謡
曲
の
作
者
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
一
お
う
、
金
春
禅

竹
（
一
四
〇
五
－
六
八
）
の
作
と
さ
れ
て
居
り
ま
し
て
、
室
町
時
代
の
作
品
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
今
か
ら
見
る
と
ず
る
分
古
い
言
葉
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
Q
そ
れ
を
、
ウ
ェ
ー

リ
ー
は
英
訳
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
英
語
を
日
本
語
に
直
す
と
、

（
教
師
）
私
は
教
師
で
す
。
都
の
あ
る
寺
で
学
校
を
経
営
し
て
い
ま
す
。
私
の

　
受
持
に
父
親
に
死
な
れ
た
生
徒
が
ひ
と
り
お
り
ま
す
。
そ
の
子
の
身
よ
り

　
と
い
え
ば
母
親
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
そ
の
家
へ
行
っ
て
暇
乞
を
し
て

　
こ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
私
は
近
い
う
ち
に
山
へ
旅
に
出
る
か

　
ら
で
す
。
（
そ
の
家
の
戸
を
ノ
ッ
ク
し
て
）
お
邪
魔
に
あ
が
り
ま
し
た
。

（
少
年
）
ど
な
た
で
す
か
？
お
や
こ
れ
は
、
先
生
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。

（
教
師
）
な
ぜ
君
は
ず
っ
と
お
寺
の
授
業
へ
出
て
来
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

一39一



（
少
年
）

母
が
ず
っ
と
病
気
で
し
た
の
で
出
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
川
祐
弘
訳
）

　
こ
れ
で
す
と
、
目
の
前
が
パ
ッ
と
明
る
く
な
っ
た
や
う
に
、
理
解
が
鮮
明
に
な

り
ま
す
。
い
ま
、
書
か
れ
た
ば
か
り
の
作
品
の
や
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
翻
訳
な
の
で
す
。

　
そ
れ
な
ら
、
古
典
の
現
代
語
訳
で
も
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
云
は
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
典
の
現
代
語
訳
で
は
、
か
う
ま
で
は
行
き
ま
せ
ん
。
例

へ
ば
、
い
ま
の
謡
曲
の
冒
頭
、
「
こ
れ
は
今
熊
野
梛
の
木
の
坊
に
、
帥
の
阿
闇
梨

と
申
す
山
伏
に
て
候
」
は
、
現
代
語
訳
に
す
る
と
す
れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
、
「
私
は

京
都
今
熊
野
の
梛
の
木
の
坊
に
住
む
帥
の
阿
閣
梨
と
い
ふ
山
伏
で
す
」
と
し
か
な

り
ま
せ
ん
。
英
訳
の
「
私
は
教
師
で
す
」
に
は
、
到
底
か
な
ひ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

原
文
の
「
駆
入
り
」
は
何
だ
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
英
訳
で
は
、
あ
っ
さ
り

「
山
へ
旅
に
出
る
」
と
な
っ
て
み
て
よ
く
分
か
り
ま
す
。
古
い
作
品
に
、
新
し
い

生
命
を
吹
き
込
む
の
に
は
、
古
典
の
現
代
語
訳
よ
り
は
、
か
け
離
れ
た
二
つ
の
言

語
の
間
の
翻
訳
の
方
が
、
ず
っ
と
う
ま
く
行
く
の
で
す
。

　
前
に
例
を
あ
げ
ま
し
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
場
合
も
同
様
で
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
の
古
い
英
語
を
、
現
代
英
語
訳
で
読
む
よ
り
は
、
日
本
語
訳
で
読
む
方
が
、
ず

っ
と
新
鮮
で
す
。
シ
ェ
：
ク
ス
ピ
ア
を
鑑
賞
す
る
の
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ

カ
人
よ
り
も
、
日
本
人
の
方
が
よ
り
有
利
な
立
場
に
あ
る
と
も
云
へ
る
と
い
ふ
根

拠
は
こ
玉
に
あ
り
ま
す
。

　
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
『
谷
行
』
の
翻
訳
が
、
現
代
の
私
た
ち
に
ど
れ
だ
け
の
刺
戟
を

与
へ
た
か
の
例
と
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
が
あ
り
ま
す
。
現
代
ド
イ
ツ
の
最
大
の
劇
作

家
の
一
人
で
あ
る
ブ
レ
ヒ
ト
（
切
Φ
訴
6
舜
酔
　
じ
d
『
Φ
O
げ
け
矯
　
H
o
o
⑩
Q
o
l
H
ゆ
α
①
）
は
、
英
訳

『
谷
行
』
を
読
ん
で
興
味
を
も
ち
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
『
は
い
、
と
云
ふ
人
』

（一

j
Φ
『
　
智
吻
9
船
四
Φ
『
）
と
『
い
い
え
、
と
云
ふ
人
』
（
U
霞
完
Φ
ぼ
ω
角
σ
q
o
同
）
と
い
ふ
教

育
劇
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
主
要
作
の
中
に
数
へ
ら
れ
て
を
り
、

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
翻
訳
の
成
果
で
す
。

㊨
能
楽
か
ら
オ
ペ
ラ
へ

　
ウ
ェ
ー
リ
ー
の
謡
曲
の
訳
は
、
完
全
な
翻
訳
で
す
が
、
次
に
、
翻
案
と
も
い
ふ

可
き
も
の
で
成
功
し
た
例
が
あ
り
ま
す
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
作
曲
家
ブ
リ
ッ
テ
ソ
（
b
u
Φ
⇒
』
馨
一
昌
　
切
『
一
け
酔
Φ
昌
”
　
］
．
O
H
ω
1
刈
①
）
は
、

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
年
）
二
月
に
日
本
に
妬
ま
し
て
、
約
二
週
間
滞
在
し
、

そ
の
間
に
、
能
『
隅
田
川
』
を
、
偶
然
に
も
二
度
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ブ
リ
ッ
テ
ソ
自
身
の
言
葉
に
よ
り
ま
す
と
、
「
そ
れ
は
私
に
恐
ろ
し
い
程
の
印

象
を
与
へ
た
」
と
云
ひ
、
「
全
く
新
し
い
オ
ペ
ラ
的
体
験
で
あ
っ
た
」
と
い
ふ
こ

と
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
帰
る
と
、
ブ
リ
ッ
テ
ソ
は
旧
制
新
潟
高
校
で
英
語
の
教
師

の
経
験
が
あ
り
、
目
凹
の
事
情
に
も
通
じ
て
み
る
詩
人
の
プ
ル
：
マ
ー

（d

ｭ
昌
一
一
m
b
P
　
勺
一
〇
日
Φ
『
鰯
　
H
㊤
O
ω
1
刈
ω
）
に
オ
ペ
ラ
台
本
の
執
筆
を
依
頼
し
ま
し
た
。

ブ
ル
ー
マ
ー
は
、
あ
ま
り
日
本
語
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
既
に
日
本
人
が

訳
し
て
み
た
『
隅
田
川
』
の
英
訳
本
に
よ
り
な
が
ら
、
台
本
を
書
き
ま
し
た
。
そ

れ
に
ブ
リ
ッ
テ
ソ
が
作
曲
し
て
出
来
上
っ
た
の
が
、
オ
ペ
ラ
『
カ
：
リ
ュ
ー
・
リ

ヴ
ァ
ー
』
（
∩
U
⊆
「
一
〇
類
　
閑
一
く
Φ
円
）
で
す
。
　
「
カ
ー
リ
ュ
ー
」
と
い
ふ
の
は
、
「
だ
い

し
ゃ
く
し
ぎ
」
と
訳
さ
れ
る
シ
ギ
の
仲
間
で
、
そ
の
鳴
声
が
非
常
に
悲
し
く
聞
こ

え
る
鳥
だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
『
隅
田
川
』
の
例
の
「
都
鳥
」
が
、
「
だ
い
し
ゃ

く
し
ぎ
」
に
変
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
『
カ
！
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
』
と
は
、

つ
ま
り
、
『
だ
い
し
ゃ
く
し
ぎ
の
川
』
と
い
ふ
意
味
に
な
り
ま
す
。

　
『
隅
田
川
』
の
粗
筋
は
、
だ
い
た
い
、
次
の
や
う
な
も
の
で
す
。
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人
買
ひ
に
子
ど
も
を
、
さ
ら
は
れ
た
母
親
は
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
発
狂
し
ま
す

が
、
子
ど
も
を
探
し
な
が
ら
、
都
か
ら
は
る
ぐ
と
東
国
ま
で
下
っ
て
来
ま
し
て
、

隅
田
川
の
ほ
と
り
に
辿
り
つ
き
、
そ
の
渡
し
舟
に
乗
り
、
そ
こ
で
、
丁
度
一
年
ま

へ
に
、
こ
の
渡
し
舟
に
、
人
買
ひ
と
我
が
子
が
乗
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
が
、

子
ど
も
は
旅
の
疲
れ
か
ら
病
気
に
か
二
り
、
死
ん
で
了
つ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。

（
シ
テ
）
な
う
舟
人
、
今
の
物
語
は
い
つ
の
事
に
て
候
ぞ
。

（
ワ
キ
）
去
年
三
月
今
日
の
事
に
て
候
。

（
シ
テ
）
さ
て
そ
の
稚
児
の
年
は
、

（
ワ
キ
）
十
二
歳
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
中
略
〕

　
　
　
　
　
　
　
の
ち

（
シ
テ
）
さ
て
そ
の
後
は
親
と
て
も
尋
ね
ず
、

（
ワ
キ
）
親
類
と
て
も
尋
ね
来
ず
、

（
シ
テ
）
ま
し
て
母
と
て
も
尋
ね
ぬ
よ
な
う
。

（
ワ
キ
）
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ
り

（
シ
テ
）
な
う
親
類
と
て
も
親
と
て
も
、
尋
ね
こ
ぬ
こ
そ
理
な
れ
。

　
者
こ
そ
、
こ
の
物
狂
が
尋
ぬ
る
子
に
て
さ
む
ら
へ
と
よ
。

そ
れ
に
対
応
す
る
所
、
オ
ペ
ラ
で
は
、
か
う
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

（
狂
女
）
渡
し
守
よ
、
私
に
教
え
て
お
く
れ
、

　
い
っ
そ
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
を
、

　
お
前
が
私
た
ち
に
話
し
て
く
れ
た
こ
の
物
語
が
？

（
渡
し
守
）
去
年
の
今
時
、

　
一
年
前
の
、
し
か
も
こ
の
日
に
。

そ
の
幼
き

（
狂
女
）
渡
し
守
よ
、
そ
の
男
の
子
は
い
く
つ
で
し
た
？

（
渡
し
守
〉
お
話
し
申
し
ま
し
た
よ
、
そ
の
子
は
十
二
歳
だ
っ
た
と
、

　
そ
の
子
は
十
二
歳
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
中
略
〕

（
狂
女
）
そ
れ
か
ら
両
親
の
ど
ち
ら
も
、

　
ど
ち
ら
も
こ
こ
に
は
こ
な
か
っ
た
の
か
ね
？

（
渡
し
守
）
身
寄
り
の
者
は
誰
一
人
き
ま
せ
ぬ
。

（
狂
女
）
そ
の
子
の
母
と
て
も
尋
ね
こ
ぬ
の
か
え
？

（
渡
し
守
）
そ
の
子
の
母
と
て
も
、
き
ま
せ
ぬ
。

（
狂
女
）
誰
も
そ
の
子
を
探
し
に
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

　
不
思
議
は
な
い
！

　
そ
の
子
は
こ
の
狂
女
が
探
し
て
い
る

　
子
ど
も
だ
っ
た
。
（
三
浦
淳
史
訳
）

　
ブ
リ
ッ
テ
ソ
は
、
『
カ
ー
リ
ュ
i
・
リ
ヴ
ァ
ー
』
を
作
る
に
当
っ
て
、
能
か
ら

多
く
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
例
へ
ば
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
出
演
者
は
、
男
性
だ
け

で
す
。
狂
女
も
男
性
が
歌
ひ
ま
す
。
能
面
に
代
っ
て
、
オ
ペ
ラ
で
は
、
半
仮
面
が

使
は
れ
て
る
ま
す
。
楽
器
も
、
演
奏
者
が
た
っ
た
七
人
と
、
オ
ペ
ラ
と
し
て
は
極

端
に
少
な
く
、
舞
台
の
上
の
動
き
も
、
簡
潔
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
そ
の
音
楽
に
は
、
私
た
ち
が
オ
ペ
ラ
と
い
ふ
と
思
ひ
浮
か
べ
る
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の

『
リ
ゴ
レ
ッ
ト
』
と
か
、
プ
ッ
チ
ー
二
の
『
蝶
々
夫
人
』
と
か
の
や
う
に
、
美
し

い
歌
は
出
て
き
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
ワ
ー
グ
ナ
：
の
や
う
に
、
と
ぎ
れ
ず

に
何
処
ま
で
も
つ
慧
く
音
楽
と
も
違
ひ
ま
す
。

　
音
楽
は
、
二
十
世
紀
に
入
り
ま
す
と
、
現
代
音
楽
と
云
は
れ
ま
す
や
う
に
、
そ

れ
ま
で
と
は
、
す
っ
か
り
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
大
ま
か
に
云
へ
ば
、
そ
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れ
ま
で
の
音
楽
が
、
耳
に
快
い
音
で
あ
り
ま
し
た
の
に
対
し
て
、
現
代
音
楽
は
、

必
ず
し
も
、
耳
に
快
く
響
く
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
時
に
は
、
私
た
ち
を
、
ひ
ど
く
不

安
に
し
た
り
も
す
る
の
が
、
現
代
音
楽
で
す
。

　
『
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
』
の
音
楽
も
ま
た
、
現
代
音
楽
の
一
つ
で
あ
り
ま

し
て
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
プ
ッ
チ
ー
二
と
は
、
ず
る
分
違
ひ
ま
す
。
か
う
し
ま
し
て
、

『
カ
！
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
』
は
、
い
ろ
一
の
面
か
ら
見
て
、
大
へ
ん
現
代
的

な
作
品
と
な
り
ま
し
た
。
今
か
ら
六
百
年
ま
へ
の
室
町
時
代
に
日
本
で
作
ら
れ
た

謡
曲
は
、
英
語
の
オ
ペ
ラ
と
し
て
、
見
事
に
現
代
に
蘇
っ
た
と
云
へ
ま
す
。
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