
せ
は
毎
日
十
通
近
く
来
ま
す
、
こ
ん
な
に
志
願
者
が
あ
る
の
に
打
ち
棄
て
4

置
く
と
云
ふ
こ
と
は
氣
の
毒
で
な
り
ま
せ
ん
青
年
の
男
女
が
共
學
す
る
と

云
ふ
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と
云
へ
ば
本
校
な
ど
で
は
裸
罷
婦
人
を
モ
デ
ル
に

使
っ
て
ゐ
る
の
に
到
し
て
大
き
な
矛
盾
で
す
か
ら
文
部
省
貨
局
が
申
請
に
到

し
て
認
可
を
延
引
し
て
ゐ
る
の
は
そ
ん
な
理
由
で
は
あ
る
ま
い
と
信
じ
ま

す
、
問
ひ
合
せ
の
志
願
者
の
方
々
に
は
少
し
待
っ
て
く
れ
と
云
ふ
返
書
を
出

し
て
居
り
ま
す
が
何
れ
近
日
中
に
は
女
子
部
を
設
け
る
と
も
設
け
ぬ
と
も
明

ら
か
に
通
知
が
あ
る
筈
で
す
』
と

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
入
学
希
望
者
た
ち
も
本
校
も
文
部
省
の
認
可
を
期
待

し
て
い
た
が
、
政
府
の
財
政
緊
縮
の
理
由
を
以
て
、
本
校
が
計
上
し
た
約
三
万

円
の
女
子
部
開
設
予
算
は
認
め
ら
れ
ず
、
大
正
十
二
年
度
も
開
設
は
見
送
ら
れ

た
。
そ
れ
以
後
も
本
校
は
毎
年
要
請
を
繰
り
返
し
た
。
正
木
直
彦
の
『
十
三
松

堂
日
記
』
第
一
巻
（
昭
和
四
十
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）
に
は
「
（
大
正
十
四
年

六
月
十
日
）
…
…
午
後
文
部
省
會
計
課
豫
算
課
長
一
行
来
り
て
明
年
度
の
豫
算

に
提
出
し
た
る
女
子
部
設
置
陳
列
館
建
築
に
就
き
て
余
の
説
明
を
求
む
る
所
あ

り
た
り
…
・
:
」
な
ど
と

い
う
記
述
も
あ
る
が
、
何
ら
具
体
的
進
展
は
無
く
、

翌

十
五
年
に
は
岡
田
文
相
が
高
等
、
専
門
学
校
を
直
ち
に
女
子
に
開
放
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
反
動
的
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
は
寧
ろ

後
退
し
て
し
ま

っ
た
。
本
校
の
年
報
の
「
将
来
施
設
上
重
要
卜
認
ム
ル
件
」
の

項
を
見
る
と
、

「
女
子
部
新
設
ノ
件
」
は
昭
和
六
年
度
ま
で
は
引
続
ぎ
掲
載
さ

れ
、
同
七
年
度
か
ら
は
あ
ら
た
め
て
「
女
子
共
学
に
関
す
る
件
」
と
し
て
要
請

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
同
九
年
度
以
降
は
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後

第
二
次
大
戦
末
期
に
再
び
こ
の
問
題
が
浮
上
し
、
昭
和
二
十
一
年
に
至
っ
て
共

伊
太
利
の
山
に
籠
つ
て
書
き
あ
げ
た

②

矢
代
幸
雄
の
在
外
研
究

矢
代
幸
雄
は
大
正
四
年
本
校
の
英
語
、
西
洋
美
術
史
、
西
洋
彫
刻
史
授
業
嘱

託
と
な
り
、
同
七
年
教
授
に
昇
格
、
同
十
年――
一月
一
日
、
文
部
省
よ
り
西
洋
美

術
史
研
究
の
た
め
満
二
年
間
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ

ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
在
外
研
究
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
年
同
月
二
十
七

日
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
ヘ
向
け
て
出
発
。
そ
の
後
、

二
度
に
亙
る
滞
欧
延
期
願
い

（
私
費
）
を
申
請
し
て
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の
研
究
を
遂
げ
、
同
十
四
年
に
帰

国
し
復
職
し
た
。
帰
国
し
た
年
に
は
ロ
ソ
ド
ン
の
メ
デ
ィ
チ

・
ソ
サ
エ
テ
ィ
か

ら
大
著
ぶ
＾
S
a
n
d
r
o
Botticelli
"
が
刊
行
さ
れ
、
彼
の
業
績
は
西
欧
の
学
界

で
高
く
評
価
さ
れ
た
。

矢
代
の
留
学
と
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
彼
を
推
賞
、
支
援
し
た
正
木
直
彦

が
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー

・
ヤ
シ
ロ
」
（
『
回
顧
七
十
年
』
昭
和
十
二
年
、
学
校
美
術
協

会
出
版
部
）
に
詳
し
く
記
し
て
い
る
が
、
彼
が
い
か
に
華
々
し
い
名
声
を
担
っ

て
帰
国
し
た
か
は
当
時
の
新
聞
に
よ

っ
て
如
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
紙

が
矢
代
の
肖
像
写
真
入
り
で
そ
の
栄
誉
を
称
え
て
い
る
な
か
で
、
例
え
ば
大
正

十
四
年
二
月
十
五
日
付
『
時
事
新
報
』
な
ど
は
矢
代
の
大
著
出
版
の

い
き
さ
つ

を
紹
介
し
た
上
で
、
矢
代
と
正
木
の
談
話
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

矢
代
氏
語
る

流
感
で
静
養
中
の
病
床
に
氏
を
訪
へ
ば
『
最
初
は
フ
ロ
レ
ン
ス

美
術
全
髄
の

研
究
を
し
後
に
希
騰
に
渡
る
の
で
し
た
が
フ
ロ
レ
ン
ス
が
氣
に
入
り
到
々
其

学
が
実
現
す
る
。
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た
』
と

せ
う
』

正
木
校
長
語
る

十
七
歳
尚
ほ
獨
身

こ
れ
は

〔
ペ
レ
ソ
ソ
ソ
〕

慮
で
ベ
ル
ナ
ル
ド
、
ベ
ン
ソ
ン
と
云
ふ
、
美
術
史
大
家
に
師
事
し
て
居
ま
し

た
、
ボ
ッ
チ
ニ
リ
ー
の
研
究
に
没
頭
し
て
氏
の
偲
記
を
著
す
氣
に
な
っ
た
の

は
、
蹄
朝
す
る
前
多
年
世
話
に
な
っ
た
恩
師
が
君
で
な
け
れ
ば
此
大
著
述
が

完
成
し
な
い
か
ら
、
是
非
本
に
し
ろ
と
薦
め
ら
れ
て
其
氣
に
な
り
ま
し
た
、

著
作
中
は
伊
太
利
の
ア
テ
ニ
ン

山
に
昨
年
一
月
か
ら
七
月
末
迄
立
籠
り
ま
し

〔
困
ヵ
〕

た
、
本
年
は
二
部
に
分
れ
一
部
は
三
、
四
百
頁
の
岡
録
で
、
他
は
三
四
百
頁

の
本
文
で

〔
実
際
は
三
巻
〕

印
刷
は
各
國
の
見
本
を
取
り
寄
せ
、
獨
逸
の
ラ

イ
プ
チ
ヒ
市
で
や
る
よ
う
決
め
ま
し
た
、
稜
行
さ
れ
る
の
は
今
秋
十
月
頃
で

右
に
つ
い
て
正
木
美
術
學
校
長
は
『
矢
代
君
は
頭
の
天
頂
か
ら
足
の
つ
ま
さ

き
ま
で
學
究
的
で
あ
る
、
三
十
七
歳
だ
が
未
だ
獨
身
で
七
十
餘
歳
の
老
母
と

二
人
暮
し
で
あ
る
、
お
父
さ
ん
は
震
災
で
な
く
な
っ
た
、
日
本
美
術
研
究
家

と
し
て
世
界
に
誇
つ
て
い
4
人
を
得
た
こ
と
は
私
共
も
喜
ば
し
い
、
帝
大
英

文
科
を
出
る
と
す
ぐ
此
方
〔
東
京
美
術
学
校
〕
へ
奉
職
し
た
フ
ロ
レ
ン
ス

で
矢
代
君
が
稜
見
し
た
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
ー
の
小
品
を
、
日
本
の
誰
か
ゞ
、
ニ

萬
園
で
買
は
な
い
か
と
私
の
手
許
へ
言
っ

て
来
た
の
で
、
直
に
嫁
入
先
を
私

が
周
旋
し
て
電
報
で
『
買
へ
』
と
言
っ

て
や
っ
た
が
、
往
便
が
手
紙
だ
っ
た

だ
け
に
既
に
ア
メ
リ
カ
の
商
人
に
買
は
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
て
残
念
な
事
を
し

矢
代
は
帰
国
の
三
ヶ
月
後
に
「
イ
タ
リ
ー
美
術
展
に
就
て
の
希
望
」

H
S⑮

（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
十
四
年
五
月
十
二
日
1
十
六
日
）
を
寄
稿
し
た
。

近
く
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
美
術
展
に
ど
の
よ
う
な
作
品
を
展
示

し
て
欲
し
い
か
、
あ
る
い
は
展
示
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ

に
は
日
本
の
古
美
術
を
愛
す
る
の
と
同
様
に
イ
タ
リ
ア
の
千
三

百
、
千
四
百
年
代
の
美
術
を
深
く
愛
し
懐
か
し
む
気
持
が
横
溢
し
て
い
る
。
彼

は
、
文
芸
復
興
期
の
最
高
潮
の
時
期
、
す
な
わ
ち
豪
華
な
千
五
百
年
代
の
美
術

お
よ
び
そ
れ
以
降
の
イ

タ
リ
ヤ
美
術
は
日
本
人
の
趣
味
と
は
縁
遠
い
も
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
以
前
の
、

「
静
か
に
深
く
た
4

へ
る
や
う
な
千
三
四
百
年

代
の
藝
術
を
日
本
人
の
魂
は
自
分
の
國
の
甘
泉
の
よ
う
に
な
っ
か
し
く
吸
ふ
で

あ
ら
う
。
」
と
言
い
、
そ
の
よ
う
な
古
画
を
こ
そ
日
本
に
紹
介
す
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、

特
に
テ
ン
ペ
ラ
画
と
壁
画
を
紹
介
す
る
こ
と
の
意
義

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

特
に
私
は
古
い
イ
タ
リ

ー
に
特
有
の
テ
ン
ペ
ラ
霊
と
壁
甕
の
さ
び
た
色
を

我
國
に
見
た
く
も
見
せ
た
く
も
思
ふ
。
そ
の
味
ば
か
り
は
、
如
何
に
精
巧
な

る
複
製
に
よ
っ
て
も
偉
へ
ら
れ
な
い
で
、
そ
し
て
買
は
、

最
も
他
へ
ね
ば
な

ら
ぬ
貴
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
も
美
術
學
校
に
お
け
る
イ
タ
リ

ー
綸
畳
史

の
講
義
に
は
弱
る
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
綸
盪
を
油
粛
ば
か
り
と
思
っ
て
は
な

ら
な
い
。
油
綸
の
専
一
な
る
製
作
は
比
較
的
近
世
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

ど

う

叉
フ
ラ
ン
ド
ル
の
ヴ
ン

・
ア
イ
ク
兄
弟
が
稜
明
し
た
か
如
何
か
確
か
で
な
い

に
し
て
も
、
と
も
か
く
も
油
聾
は
北
欧
の
製
作
で
あ
る
。
陰
影
暗
く
、
自
然

、

、

、

、

べ
う
窃
に
執
え
う
な
る
北
歌
の
氣
分
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
や
う
に
、
日

は
輝
き
光
滴
ち
た
る
南
歌
の
藝
術
に
固
有
で
あ
る
テ
ン
ペ
ラ
と
云
ふ
技
巧
を

ど
う
か
か
う
云
ふ
機
會
に
お
い
て
、
宜
物
に
よ

っ
て
我
國
に
値
へ
た
い
。
そ

〔
マ
マ

〕

れ
は
南
欧
の
心
に
固
有
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
。
そ
の
し
な
や
か
な
る
、
静
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か
な
る
は
だ
燭
り
が
私
逹
に
は
た
ま
ら
ぬ
程
懐
か
し
い
。
手
軽
な
る
油
絡
具

は
表
現
慾
強
き
複
雑
な
る
近
代
の
心
理

に
適
應
し
て
、
水
箱
具
の
テ
ソ
ペ
ラ

は
イ
タ
リ
ー
に
も
千
五
百
年
代
に
は
押
し
の
け
ら
れ
、
歌
州
縮
聾
は
一
般
に

つ

や光
澤
光
り
す
る
て
ら
て
ら
し
た
油
霊
の
甕
面
に
な
っ
て
了
っ
た
。
水
縮
具
の

に
じ
み
沈
ん
だ
は
だ
と
さ
び
と
を
今
も
な
ほ
愛
す
る
日
本
人
こ
そ
、
欧
洲
に

フ
レ
ス
コ

す
た
れ
た
テ

ソ
ペ
ラ
と
そ
れ
の
兄
弟
で
あ
る
壁
盟
の
技
巧
値
統
を
、
あ
る
ひ

は
少
く
と
も
そ
の
氣
分
を
正
営
に
感
受
し
得
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
私

プ
リ
マ
ペ
ラ

は
高
蒔
綸
の
や
う
な
ボ
チ
チ
ヱ
リ
の
「
春
」
の
縮
の
花
の
か
き
方
を
見
な
が

ら
、
さ
う
思
っ
た
。
ま
た
。ヒ
ヱ
ロ

、
デ
ラ
、
フ
ラ
ソ
チ
ヱ
ス
カ
の
組
を
見
な

が
ら
、
こ
れ
こ
そ
古
土
佐
の
巻
物
の
趣
味
上
の
貴
族
の
味
を
大
き
く
行
っ
た

〔象〕

も
の
だ
と
思
っ
た
。
私
は
日
本
の
盟
か
き
が
。ハ
リ
ー
ヘ
行
っ
て
、
印
衆
派
以

後
の
色
の
多
い
油
箱
を
習
つ
て
蹄
る
ば
か
り
で
な
く
、
少
し
は
静
か
な
イ
タ

、、

リ
ー
の
山
の
町
に
で
も
こ
も
つ
て
、
テ
ン
ペ
ラ
の
純
ぽ
く
沈
重
な
る
味
に
打

ち
込
む
者
が
あ
っ
て
い
い
と
思
ふ
。
厚
板
の
上
に
丹
念
な
る
下

塗

り

を

し

、、

て
、
そ
し
て
金
ば
く
を
張
り
、
あ
る
ひ
は
盛
上
げ
を
し
て
、
そ
し
て
筆
を
つ

、
、
、
ヽ

チェ
ソ〔亜力〕

4

し
み
愛
し
て
、
せ
ん
さ
い
に
か
く
、
か
け
ば
色
は
下
塗
り
の
白
壼
に
沈
み

込
ん
で
、
し
つ
と
り
と
薄
霞
む
か
の
や
う
な
遠
い
氣
持
の
出
る
テ
ン

ペ
ラ
證

の
古
法
が
日
本
に
ま
る
で
博
は
つ
て
な
い
が
故

に
、
胴
家
は
ひ
た
む
き
に
油

甕
に
赴
く
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③

長
谷
川
路
可
の
留
学

長
谷
川
路
可
（
本
名
龍
一―
-
）
は
大
正
十
年
三
月
本
校
日
本
画
科
卒
業
後
直
ち

に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
私
費
留
学
。
主
に

フ
レ
ス
コ
を
学
び
、
ベ
ル
リ
ン
中
央
ア
ジ

ア
探
険
隊
採
集
壁
画
の
模
写
に
従
事
し
た
。
留
学
に
際
し
、
本
校
は
「
仏
閾
西
国

④
 
戸
部
隆
吉
死
去

戸部陸吉

及
英
吉
利
国
滞
在
中
東
洋
古
画
ノ
調
査
ヲ
嘱
託
」
し
た
（
「豆
豆
職
員
関
係
書
類

庶
掛
）
。

務

大
正
十
年
三
月
二
十
五
日
、
東
洋
美
術
史
授
業
担
当
助
教
授
戸
部
隆
吉
（
号

隆
古
）
が
死
去
し
た
。
仏
教
美
術
史
研
究
に
没
頭
し
、
業
半
ば
で
あ
っ
た
た

め
、
夭
折
を
惜
し
む
声
が
高
か
っ
た
。
月
報
第
二
十
巻
第
一
号
に
追
悼
記
事
と

肖
像
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
略
歴
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
洋
画
家

に
な
る
つ
も
り
で
上
京
し
て
和
田
英
作
の
も
と
に
寄
寓
し
、
ま
た
、
白
井
雨
山

宅
に
も
出
入
り
し
た
り
し
て
明
治
三
十
九
年
四
月
本
校
日
本
画
科
に
入
学
、
四

十
四
年
三
月
卒
業
し
た
。
在
校
中
は
結
城
素
明
宅
へ
熱
生
同
様
に
足
繁
く
通

い
、
素
明
を
介
し
て
柴
崎
恒
信
、
平
子
鐸
嶺
ら
と
知
り
合
い
、
ま
た
、
素
明
の

友
人
加
藤
咄
堂
が
主
幹
を
つ
と
め
る
『
新
修
捉
』
や
高
島
米
峰
ら
の
同
人
雑
誌

『
新
仏
教
』
の
挿
絵
を
描
い
た
。
本
学
芸
術
資
料
館
に
は
卒
業
制
作
「
枇
杷
と

蕗
の
裳
」
（
本
喜
第
二
巻
口
絵
参
照
）
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
画
オ
も
豊
か
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
卒
業
後
暫
く
の
間
、
平
福
百
穂
の
下
宿
に
寄
宿
し
、

の
ち
に
百
穂
の
紹
介
で
『
秋

田
魁
新
聞
』
そ
の
他
に
挿
絵

を
寄
稿
し
た
。
明
治
四
十
四

年
七
月
青
森
県
立
弘
前
中
学

校
教
諭
と
な
り
、
次
い
で
大

正
二
年
九
月
よ
り
同
五
年
一

月
ま
で

三
重
県
立
第
一＝
中
学

校
教
諭
を
つ
と
め
た
後
、
東
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