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ワ
ン
チ
ー
ム
の
思
い
新
た
に                               

 

平
成
か
ら
令
和
に
元
号
が
改
元
さ
れ
、
振
り

返
れ
ば
富
山
は
何
か
と
注
目
さ
れ
る
一
年
で

し
た
。 

★

ま
ず
は
【
大
相
撲
】
春
場
所
・
五
月
二
十
五

日
、
令
和
最
初
の
優
勝
は
、
富
山
出
身
の
朝
乃

山
英
樹
（
あ
さ
の
や
ま
ひ
で
き
２
５
歳
）
が
飾
り
ま

し
た
。
お
ま
け
に
内
閣
総
理
大
臣
杯
は
約
五
十

年
前
に
富
山
県
出
身
の
銀
器
職
人
ら
が
制
作

さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。
制

作
に
携
わ
っ
た
職
人
ら
は
「
富
山
県
出
身
の
力

士
に
手
渡
さ
れ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
う
」
と
喜

び
を
語
っ
た
。
目
に
見
え
な
い
因
縁
を
感
じ
ま

し
た
。
★
お
次
は
六
月
二
十
日
、【
Ｎ
Ｂ
Ａ
】
ア

メ
リ
カ
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ド
ラ
フ
ト

会
議
で
日
本
人
初
と
な
る
一
巡
目
指
名
を
受

け
た
八
村
塁
（
は
ち
む
ら
る
い
２
１
歳
）
選
手
。

★

更
に
、【
令
和
元
号
】
中
西
進
先
生
は
「
令
和
」

元
号
の
発
案
者
。
東
京
出
身
で
は
あ
り
ま
す

が
、
富
山
在
住
で
高
志
の
国
文
学
館
館
長
。

等
々
。
富
山
県
で
は
嬉
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
多
く

飛
び
か
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
二
〇
一
九
で
は
、
日
本
代
表
選
手
の

ご
活
躍
が
世
間
を
賑
わ
し
ま
し
た
。
実
は
、
私

は
一
試
合
も
観
戦
で
き
ず
・
・
・
残
念
で
し
た

が
、
試
合
の
盛
り
上
が
り
も
去
る
事
な
が
ら
、

私
の
耳
に
心
地
よ
い
響
き
が
聞
こ
え
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
『
ワ
ン
チ
ー
ム
（One Team

）』

と
い
う
合
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
何

か
見
え
な
い
壁
を
越
え
て
、『
皆
が
一
つ
。
皆
で

一
つ
。
全
体
が
私
。』
こ
こ
で
使
わ
れ
る
意
味
合

い
は
多
少
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
自 

身
そ
う
い
っ
た
想
い
と
し
て
受
け
取
っ
た
名
台
詞

で
し
た
。 

◆
《 

希
求
さ
れ
る
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
》 

『
ワ
ン
チ
ー
ム
』
と
い
う
思
い
の
柱
が
あ
れ

ば
、
皆
で
同
じ
方
向
を
向
い
て
歩
み
を
進
め
ら
れ

る
も
の
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
に
様
々
な
『
グ
ル

ー
プ
（
組
織
）』
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
向
か

う
方
向
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
『
グ
ル
ー
プ
』
も

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
『
グ
ル
ー
プ
』

と
い
う
単
な
る
集
ま
り
で
し
か
な
い
集
合
体
に
成

り
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
一
方
の
『
チ
ー
ム
（tea
m

）』
に

は
、
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
存
在
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
グ
ル
ー
プ
に
も
い
る
の
で
す
が
、
確
固
た
る
柱

と
い
う
信
念
を
備
え
た
リ
ー
ダ
ー
と
は
言
い
難
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
今
年
の
十
月
、
神
戸
市
の
公
立
東
須
磨

小
学
校
で
同
僚
の
教
職
員
同
士
の
イ
ジ
メ
問
題
が

発
覚
し
ま
し
た
。 

嫌
が
る
二
十
代
の
男
性
教
師
を
羽
交
い
締
め

に
し
て
、激
辛
カ
レ
ー
を
無
理
矢
理
食
べ
さ
せ
る
。

新
車
を
蹴
っ
た
り
、
車
内
で
わ
ざ
と
飲
み
物
を
こ

ぼ
し
た
り
、車
の
屋
根
に
乗
っ
た
り･･･
と
て
も
教

師
の
所
業
と
は
思
え
な
い
幼
稚
で
卑
劣
な
イ
ジ
メ

で
し
た
。 

こ
の
学
校
教
師
の
リ
ー
ダ
ー
は
本
来
、
校
長
先

生
で
あ
る
は
ず
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
学
校
で
の
勤

務
経
験
日
数
が
長
い
と
い
う
だ
け
の
一
女
性
教
師

が
、
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
は
ず
の
校
長
先
生
よ
り
も

発
言
力
が
あ
り
、
学
校
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
た

と
い
う
現
状
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
教
師
間
の
パ
ワ

ー
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
状
況
の
中
で
、
校
長
先

生
は
イ
ジ
メ
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
実
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
Ｐ
Ｔ

Ａ
会
長
を
務
め
て
い
た
と
き
に
も
驚
か
さ
れ
る
こ

と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
と
親
御
さ
ん
の

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
完
全
に
崩
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
愕
然
と
し
た
事
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
俗

に
言
う
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
で
す
。
挙
げ
れ

ば
切
り
が
無
い
の
で
す
が
、い
ず
れ
に
し
て
も「
リ

ー
ダ
ー
不
在
」
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
勤
務
先
や
会

社
な
ど
、
地
域
社
会
の
中
で
の
組
織
に
リ
ー
ダ
ー

は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
夫
婦
間
、
親
子
間

な
ど
の
家
族
間
に
も
リ
ー
ダ
ー
が
い
な
い
事
に
も

危
惧
し
て
い
ま
す
。
小
さ
く
は
家
族
間
、
大
き
く

は
行
政
間
で
の
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
が
希
求
さ
れ
ま

す
。 

◆
《 

リ
ー
ダ
ー
は
象
徴
》 

 

日
本
の
リ
ー
ダ
ー
だ
け
は
揺
る
ぎ
な
く
、
神
武

天
皇
を
起
源
と
す
る
と
、
二
千
六
百
七
十
年
以
上

も
男
系
の
子
孫
が
ず
っ
と
皇
位
を
継
承
さ
れ
て
お

ら
れ
る
天
皇
陛
下
の
御
存
在
で
す
。
天
皇
皇
后
両

陛
下
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
日
本
の
誇
り
」
で
す
。

日
本
人
の
精
神
性
の
原
点
で
あ
り
、
最
も
象
徴
的

な
の
が
天
皇
陛
下
で
あ
ら
れ
ま
す
。
御
即
位
あ
そ

ば
さ
れ
た
令
和
の
今
上
陛
下
は
初
代
が
神
武
天
皇

か
ら
数
え
て
実
に
百
二
十
六
代
。
世
界
に
冠
す
る

唯
一
無
二
の
御
存
在
で
あ
ら
れ
る
天
皇
皇
后
両
陛

下
は
、
そ
の
御
存
在
そ
の
も
の
が
、
長
い
歴
史
や

伝
統
の
中
で
我
々
が
ず
っ
と
引
き
継
い
で
き
た
日

本
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

◆
《 

民
の
幸
せ
を
祈
っ
て
・・・ま
さ
に
道
場
》 

 
こ
こ
で
は
、
三
十
一
年
と
い
う
長
き
に
亘
っ
た

平
成
年
間
を
振
り
返
り
、
『
平
成
天
皇
皇
后
両
陛

下
』の
ご
活
動
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

と
は
言
え
、
私
も
見
聞
し
た
内
容
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
な
い
内
容
だ
け

に
、
ぜ
ひ
ご
一
読
頂
き
、
深
く
心
に
留
め
置
か
れ

ま
す
れ
ば
幸
い
で
す
。 

ま
ず
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
ご
活
動
は
激
務
の

一
言
で
す
。
両
陛
下
は
毎
朝
六
時
に
は
お
目
覚
め

に
な
り
、
お
二
方
で
吹
上
御
苑(

ふ
き
あ
げ
ぎ
ょ
え
ん)

の
森
の
中
を
散
歩
。
一
年
を
通
じ
て
毎
朝
の
お
目

覚
め
時
間
を
変
え
な
い
と
い
う
規
律
を
自
ら
に
課

し
て
お
ら
れ
る
。
ま
ず
午
前
中
、
宮
中
三
殿
で
宮

中
祭
祀(

さ
い
し)

を
執
り
行
わ
れ
た
後
、
午
後
は
宮

殿
に
行
か
れ
て
社
会
福
祉
関
係
者
の
拝
謁
や
認
証

官
任
命
式
（
国
務
大
臣
そ
の
他
の
官
吏
を
任
命
し
、
辞
令

を
交
付
す
る
儀
式
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
新
し
く

着
任
し
た
外
国
大
使
夫
妻
の
た
め
に
お
茶
会
を
な

さ
り
、
夜
は
御
所
で
、
近
く
訪
問
予
定
の
国
の
歴

史
に
つ
い
て
学
者
の
話
を
お
聴
き
に
な
る
。通
常
、

夜
十
時
半
が
御
格
子(

み
こ
う
し
…
陛
下
が
御
寝

(

お
し
ず
ま
り)

に
な
る
こ
と
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

大
抵
両
陛
下
は
そ
れ
以
後
も
、
翌
日
の
行
事
の
為

の
資
料
や
式
典
で
読
ま
れ
る
お
言
葉
の
原
稿
に
目

を
通
し
た
り
、
外
国
の
国
王
王
妃
に
お
手
紙
を
書

か
れ
た
り
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
朝
か
ら
晩
ま

で
次
々
と
性
質
の
異
な
る
お
仕
事
に
取
り
組
ま
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
一
年
を
通
じ
て
続
く
。
大
き
な

行
事
や
式
典
は
、
休
日
や
祝
日
に
行
わ
れ
る
事
が

多
い
た
め
、
五
日
働
い
て
二
日
休
む
と
い
う
生
活

の
リ
ズ
ム
も
な
い
。
公
務
に
邁
進
さ
れ
る
陛
下
の

根
底
に
あ
る
も
の
は
、「
国
民
の
た
め
に
」
と
い
う

思
い
が
お
あ
り
に
な
る
。 

 

陛
下
の
そ
の
思
い
が
一
つ
の
形
と
し
て
具
現
化

さ
れ
る
場
が
「
宮
中
祭
祀
」
。
こ
れ
は
陛
下
が
国

家
国
民
の
安
寧
と
繁
栄
を
お
祈
り
に
な
る
儀
式
。

陛
下
の
一
年
は
元
旦
朝
五
時
半
か
ら
執
り
行
わ
れ

る
「
四
方
拝(

し
ほ
う
は
い)

」
で
始
ま
る
。
外
は
真
っ

暗
、
し
ん
し
ん
と
冷
え
て
い
る
中
、
白
い
装
束
を

身
に
ま
と
い
、
神
嘉
殿(

し
ん
か
で
ん)

の
前
庭
に
敷
か

れ
た
畳
の
上
に
正
座
さ
れ
、
伊
勢
神
宮
を
始
め
四

方
の
神
々
に
拝
礼
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
宮
中
三

殿
に
移
ら
れ
歳
旦
祭(

さ
い
た
ん
さ
い)

を
執
り
行
わ

れ
る
。
宮
中
三
殿
と
は
賢
所(

か
し
こ
ど
こ
ろ)

、
皇
霊

殿(

こ
う
れ
い
で
ん)

、
神
殿
の
総
称
で
、
そ
れ
ぞ
れ
天

照
大
神
、
歴
代
天
皇
と
皇
族
の
御
霊
、
八
百
万
の



神
々
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
五
穀
豊
穣
や
国

民
の
幸
福
を
お
祈
り
に
な
ら
れ
る
。
陛
下
が
執
り

行
わ
れ
る
宮
中
祭
祀
は
年
間
二
十
回
程
度
あ
る
よ

う
で
す
が
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
祭
祀

が
十
一
月
二
十
三
日
の
「
新
嘗
祭(

に
い
な
め
さ
い)

」

で
す
。
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た
農
産
物
や
海
産
物

を
神
々
に
お
供
え
に
な
り
、
神
恩
を
感
謝
さ
れ
た

後
、
陛
下
自
ら
も
お
召
し
上
が
り
に
な
る
。
夜
六

時
～
八
時
ま
で
と
夜
十
一
時
～
深
夜
一
時
ま
で
の

二
回
、
計
四
時
間
に
わ
た
っ
て
執
り
行
わ
れ
、
そ

の
間
、
陛
下
は
ず
っ
と
正
座
で
儀
式
に
臨
ま
れ
ま

す
。
陛
下
は
「
足
が
痺(

し
び)

れ
る
と
か
痛
い
と
思

う
こ
と
は
一
種
の
雑
念
で
あ
っ
て
、
神
様
と
向
き

合
っ
て
い
る
時
に
雑
念
が
入
る
の
は
よ
く
な
い
。

澄
ん
だ
心
で
神
様
に
お
祈
り
す
る
た
め
に
、
普
段

か
ら
正
座
で
過
ご
し
て
い
る
」
と
お
応
え
に
な
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
元
旦
の
「
四
方
拝
」
・
「
歳
旦

祭
」
に
始
ま
り
、
春
分
の
日
の
「
春
期
皇
霊
祭
」
、

秋
分
の
日
の
「
秋
季
皇
霊
祭
」
、
天
皇
誕
生
日
の

「
天
長
祭
」
な
ど
、
宮
中
祭
祀
の
多
く
は
国
民
の

祝
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
私
達
が
休
ん

で
い
る
時
に
、
陛
下
は
国
民
の
幸
福
を
お
祈
り
さ

れ
て
お
ら
れ
る
。 

 

御
即
位
十
年
の
記
者
会
見
で
「
障
碍
者
や
高
齢

者
（
中
略
）
に
心
を
寄
せ
て
い
く
こ
と
は
、
私
共

の
大
切
な
努
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
仰
っ
て

い
る
よ
う
に
、両
陛
下
は
各
地
を
訪
ね
ら
れ
る
際
、

最
低
で
も
一
ヶ
所
は
近
辺
の
老
人
ホ
ー
ム
や
障
害

者
施
設
、
保
育
所
な
ど
の
福
祉
施
設
に
足
を
運
ば

れ
て
い
ま
す
。
平
成
に
入
っ
て
か
ら
子
供
の
日
、
敬

老
の
日
、
障
害
者
の
日
（
現
在
は
障
害
者
週
間
）
に
、

毎
年
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
あ
る
施
設
を
訪
ね
ら
れ

る
。
こ
れ
ま
で
実
際
に
お
訪
ね
に
な
っ
た
福
祉
施

設
の
数
は
国
内
だ
け
で
も
五
百
を
超
え
て
い
る
そ

う
で
す
。
加
え
て
、
災
害
の
お
見
舞
い
。
両
陛
下
が

平
成
に
な
っ
て
初
め
て
大
災
害
の
お
見
舞
い
に
行

か
れ
た
の
は
、
平
成
三(1

99
1)

年
の
雲
仙
普
賢
岳

噴
火(

う
ん
ぜ
ん
ふ
げ
ん
だ
け
ふ
ん
か)

の
時
で
し
た
。
そ

の
時
か
ら
現
在
ま
で
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
の

は
、
避
難
所
を
お
訪
ね
に
な
り
、
床
に
膝
を
つ
い

て
一
人
一
人
の
被
災
者
と
丁
寧
に
話
し
て
お
ら
れ

る
両
陛
下
の
お
姿
で
す
。
両
陛
下
は
大
災
害
の
時

に
だ
け
国
民
の
こ
と
を
心
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
自
然
災
害
の
多
い
国
だ
か

ら
、
台
風
や
地
震
、
川
の
氾
濫
な
ど
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
度
に
、
ど
こ
の
誰
が
ど
う

い
う
被
害
を
受
け
た
か
と
い
う
事
を
心
に
か
け
て

お
ら
れ
る
。
陛
下
は
い
つ
、
い
か
な
る
時
も
国
民
の

安
全
や
幸
福
を
第
一
に
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
両
陛
下
は
、
決
し
て
物
事
を
蔑
ろ
に
し
た

り
、
い
い
加
減
に
し
た
り
な
さ
ら
な
い
。
陛
下
の

ご
公
務
の
一
つ
に
、
閣
議
で
決
ま
っ
た
法
律
や
条

約
の
批
准
書(

ひ
じ
ゅ
ん
し
ょ)

な
ど
を
認
証
な
さ
る

と
い
う
国
事
行
為
が
あ
り
ま
す
。
閣
議
が
終
わ
る

と
内
閣
の
事
務
官
が
分
厚
い
書
類
を
入
れ
た
箱
を

陛
下
に
お
渡
し
す
る
。
陛
下
は
全
て
御
覧
に
な
っ

て
、
署
名
や
捺
印
を
さ
れ
る
。
そ
の
膨
大
な
書
類

の
一
つ
一
つ
に
キ
チ
ン
と
目
を
通
さ
れ
、
分
か
ら

な
い
事
が
あ
る
と
質
問
な
さ
る
事
も
あ
る
そ
う
で

す
。
両
陛
下
の
そ
の
姿
勢
は
多
く
の
外
国
人
に
も

強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
。
常
に
本
気
で
質
問
を

な
さ
り
、
本
気
で
話
を
聞
い
て
お
ら
れ
る
。
も
う

一
つ
は
非
常
に
勤
勉
で
あ
ら
れ
る
。
那
須
の
ご
用

邸
に
ご
静
養
に
行
か
れ
て
も
、
必
ず
近
く
の
農
家

を
見
に
行
く
と
仰
っ
て
、
農
家
の
人
々
を
激
励
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

「
日
本
国
憲
法
で
、
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ

り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
規
定
と
、
国
民
の
幸
せ
を
常
に
願
っ

て
い
た
天
皇
陛
下
の
歴
史
に
思
い
を
致
し
、
国
と

国
民
の
た
め
に
尽
く
す
事
が
天
皇
の
務
め
で
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
平
成
十(1

99
8)

年
の
天
皇
誕
生
日
で
の
記
者
会
見
の
席
で
、
天
皇

の
務
め
は
何
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
陛
下
が
仰

っ
た
お
言
葉
で
す
。
そ
の
上
で
、
「
象
徴
と
し
て

最
も
相
応
し
く
あ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

か
と
い
う
事
を
日
々
模
索
し
な
が
ら
今
日
ま
で
や

っ
て
き
ま
し
た
。
私
に
言
え
る
事
は
そ
れ
だ
け
で

す
」
と
。 

 

常
に
国
家
国
民
の
真
の
幸
福
を
願
わ
れ
、
絶
え

間
な
く
働
か
れ
て
い
る
両
陛
下
の
ご
日
常
は
、
ま

さ
に
道
場
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
両
陛
下
の
御
存

在
は
、
我
等
日
本
国
民
に
と
っ
て
、
い
や
世
界
に

お
い
て
も
、
紛
れ
も
な
く
象
徴
で
あ
り
、
誇
り
で

あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
私
達
は
私
達
に

与
え
ら
れ
て
い
る
道
場
を
歩
む
と
い
う
使
命
が
あ

る
事
に
思
い
を
致
し
ま
し
ょ
う
。 

◆
《 

ブ
ッ
ダ
最
後
の
説
法
は
？
》 

台
風
を
始
め
と
す
る
天
変
地
異
の
猛
威
を
思

い
知
ら
さ
れ
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
大
き
な

天
変
地
異
を
経
験
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
何
の
疑
い

も
な
く
生
き
て
来
た
人
生
観
が
、
根
底
か
ら
揺
さ

ぶ
ら
れ
ま
す
。
自
然
の
権
威
は
、
人
間
が
作
り
出

し
た
文
明
と
い
う
名
の
快
適
な
生
活
を
、
一
瞬
に

し
て
破
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
人
間
の
作
る

文
明
社
会
と
は
、
ま
る
で
映
画
の
セ
ッ
ト
の
よ
う

に
も
ろ
い
も
の
だ
な
」と
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
更
な
が
ら
、
自
然
は
人
間
の
尺
度
や
予
想
な
ど

全
く
意
に
介
さ
な
い
、
無
情
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
し
ま
す
。
人
間
の
思
い
（
情
）
を
捨
て
、

無
情
な
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
摂
理
に
素
直
に

従
う
と
こ
ろ
に
、
非
力
な
自
分
（
人
間
）
の
存
在

を
感
じ
る
事
が
で
き
ま
す
し
、
「
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
」
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

ブ
ッ
ダ
最
後
の
説
法
は
、
「
自
ら
を
灯
明
と

し
、
自
ら
を
よ
り
ど
こ
と
せ
よ
（
自
帰
依
自
灯
明

＝
じ
き
え
じ
と
う
み
ょ
う
）
」
で
す
。
い
か
に
不
条
理

で
絶
望
的
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、
自
ら
が
灯
明
と

な
っ
て
光
を
投
げ
か
け
、
環
境
を
救
わ
ん
と
す
る

主
体
性
に
こ
そ
人
間
の
尊
厳
が
あ
る
こ
と
を
、
天

皇
皇
后
両
陛
下
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の

被
災
さ
れ
た
人
達
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
が

身
を
も
っ
て
示
さ
れ
ま
し
た
。
私
達
の
心
は
、
い

つ
も
、
あ
な
た
と
共
に
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
『
ワ

ン
チ
ー
ム
』
。
ブ
ッ
ダ
も
仰
る
よ
う
に
、
一
人
一

人
が
自
分
ら
を
灯
明
と
し
て
自
覚
し
、
そ
の
自
立

し
た
人
間
同
士
の
連
帯
に
よ
り
、
今
こ
こ
の
リ
ア

ル
な
課
題
に
取
り
組
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
を
救

い
、
よ
り
良
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
途
上
に
あ
る

限
り
、
い
つ
で
も
私
達
の
心
は
被
災
地
で
困
難
に

耐
え
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
る
人
達
と
共
に
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。 

伝
教
大
師
・
最
澄
（
で
ん
ぎ
ょ
う
だ
い
し
・
さ
い
ち
ょ
う
）

が
「
一
隅
を
照
ら
す
、
こ
れ
す
な
わ
ち
国
宝
な
り
」

と
喝
破
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
灯
明
で
あ

る
と
自
覚
し
て
生
き
る
人
は
皆
、
素
晴
ら
し
い
「
国

宝
」
な
の
で
す
。 

私
達
人
間
の
理
屈
で
説
明
で
き
る
ほ
ど
、
大
宇

宙
は
そ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
了
見
に
収
ま
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
で
言
え
ば
「
南
無
の
心
」
で

す
。
南
無
と
は
、
帰
依
す
る
。
信
頼
す
る
と
い
う

こ
と
。
世
界
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
陛
下
の
ご
活
動

の
根
幹
は
「
祈
り
」
で
す
。
つ
ま
り
「
南
無
の
心
」

と
言
え
ま
す
。 

目
に
見
え
な
い
物
事
を
疎
か
に
し
が
ち
な
現

代
社
会
に
あ
っ
て
、
実
は
そ
こ
に
こ
そ
大
切
な
も

の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
自
ら
が
自
灯
明
と

し
て
日
々
の
生
活
を
送
る
そ
の
時
、
あ
な
た
は
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
の
光
を
放
っ
て
い
る
も
の
と
思
い

ま
す
。
そ
ん
な
人
が
一
人
ま
た
一
人
と
出
現
し
て

く
だ
さ
る
世
の
中
で
こ
そ
、互
い
に
補
い
合
え
る
、

依
存
と
は
ほ
ど
遠
い
、
支
え
合
い
の
社
会
「
ワ
ン

チ
ー
ム
」
な
世
の
中
へ
と
変
革
し
て
い
け
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
間
も
な
く
今
年
も

終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
来
た
る
年

に
向
け
て
、
皆
さ
ま
の
『
い
の
ち
へ
合
掌
』 
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