
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
作
っ
て
も
「
い
た
だ
き
ま

す
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
荒
神

様
（
こ
う
じ
ん
さ
ま
）
と
い
う
神
様
に
対
す
る
、

感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
言
葉
で
し
た
。
か
ま
ど
に

住
む
神
様
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
ま
ど
が
な
け
れ

ば
、
ご
飯
を
炊
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
、
無
事
に
ご
飯
が
炊
け
た
こ
と
を
荒
神
様
に
感

謝
す
る
た
め
、
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

 

〇 

「
お
や
す
み
な
さ
い
」 

 

毎
晩
寝
る
前
の
挨
拶
で
す
が
、
自
分
が
寝
る
の

に
、
相
手
に
対
し
て
「
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
形

は
少
し
奇
妙
で
す
。
そ
れ
は
宿
の
人
が
客
に
い
う

よ
う
な
、
「
ご
ゆ
っ
く
り
と
お
休
み
な
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
い
う
丁
寧
な
夜
の
挨
拶
が
省
略
さ
れ

て
、
「
お
や
す
み
な
さ
い
」
と
い
う
現
在
の
言
葉

に
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
相
手
を
気
づ

か
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
優
し
く
聞
こ
え
ま
す
。 

       
 

     

日
常
よ
く
使
う
言
葉 

編 
 
 〇 

「
へ
の
か
っ
ぱ
」 

 

「
非
常
に
簡
単
！
」
「
ど
う
っ
て
こ
と
は
な

い
！
」
と
い
う
時
に
使
い
ま
す
。
も
と
も
と
は

「
木
端
（
こ
っ
ぱ
）
の
火
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
「
木
端
」
と
は
木
の
端
く
れ
で
、
何
の
役
に

も
立
た
な
い
と
意
味
が
あ
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
小

さ
い
だ
け
に
、
簡
単
に
火
が
つ
く
、
つ
ま
り
「
木

端
の
火
」
は
「
簡
単
な
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
で

現
在
の
よ
う
な
意
味
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

な
ま
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 
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日
常
の
挨
拶 

編 
 

〇 

「
こ
ん
に
ち
は
」 

 

誰
で
も
自
然
に
使
っ
て
い
る
挨
拶
の
言
葉
で

す
。
「
こ
ん
に
ち
は
」
は
も
と
も
と
、
「
今
日
は

い
い
日
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
が
省
略
さ
れ
た
挨
拶

で
あ
り
、
ま
た
「
こ
ん
ば
ん
は
」
は
「
今
晩
は
い

い
夜
で
す
ね
」
と
い
う
表
現
が
短
く
な
っ
た
も
の

で
す
。
「
お
は
よ
う
」
も
「
お
早
く
か
ら
起
き

て
、
ご
健
康
で
す
ね
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
お
互
い
に
ね
ぎ
ら
う
言
葉
を
か
け

合
っ
て
、
一
日
を
無
事
に
過
ご
せ
る
こ
と
を
喜
び

合
っ
て
い
ま
す
。 

 

〇 

「
さ
よ
な
ら
」 

 

「
さ
よ
な
ら
」
を
漢
字
で
書
き
ま
す
と
「
左
様

な
ら
」
と
な
り
ま
す
。
も
と
も
と
接
続
詞
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
、
「
そ
れ
な
ら
ば
」
と

い
っ
た
意
味
で
す
。
よ
っ
て
、
「
左
様
な
ら
、
再

び
お
目
に
か
か
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
が
省

略
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

〇 

「
あ
り
が
と
う
」 

 

「
あ
り
が
と
う
」
の
漢
字
は
「
有
り
難
う
」
で

す
。
「
有
」
る
こ
と
が
「
難
し
い
」
わ
け
で
す
か

ら
、
「
め
っ
た
に
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。
昔
の
人
は
、
神
仏
の
力
を
奇
跡
の
恵
み
と
し

て
、
「
有
り
難
し
、
有
り
難
し
」
と
い
い
な
が
ら

祈
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
感
謝
の
言
葉

で
す
。
そ
こ
か
ら
人
に
対
し
て
も
、
感
謝
の
気
持

ち
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

 

〇 

「
い
た
だ
き
ま
す
」 

 

「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
漢
字
は
「
戴
き
ま
す
」

で
す
。
「
戴
く
」
に
は
「
高
い
所
に
掲
げ
る
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
、
「
い
た
だ
き
ま
す
」
は
ご
飯

に
対
し
て
高
く
掲
げ
る
よ
う
な
感
謝
の
気
持
ち
を

表
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
感
謝
の
気
持
ち

は
誰
に
向
か
っ
て
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
は
料
理
を
作
っ
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
で
は

の 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
本
語
の
魅
力 

  

日
本
語
は
世
界
で
も
稀
に
み
る
ほ
ど
難
解
で
、

複
雑
な
言
語
で
す
。
複
雑
な
表
意
文
字
で
あ
る
漢

字
に
加
え
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
を
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
日
本
語
は
長
い
歴
史
の
中
、
そ
の
過

程
で
語
感
を
変
え
、
意
味
を
変
え
、
新
し
い
意
味

を
付
与
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
変
化
は
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
お
り
、
奥
深
い
お
も
し
ろ
さ
を
も
っ
て

い
ま
す
。
相
手
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
敬
語
や
丁

寧
語
・
謙
譲
語
、
ま
た
女
性
と
男
性
で
も
使
う
言

葉
に
違
い
が
あ
り
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
に
も

違
い
が
あ
り
ま
す
。
「
正
し
い
言
葉
を
使
う
」
と

い
う
相
手
を
大
切
に
す
る
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

日
本
語
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
自
然
や
季

節
に
関
す
る
言
葉
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
は
と
て
も

豊
富
で
す
。
例
え
ば
「
雨
」
な
ら
、
「
春
雨
」

「
時
雨
」
「
夕
立
」
な
ど
、
雨
の
降
り
方
ば
か
り

で
な
く
、
情
景
ま
で
も
連
想
さ
せ
て
情
緒
的
で

す
。
手
紙
な
ど
で
は
必
ず
時
候
の
挨
拶
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
生
活
の
中
で
季
節
感
を
大
切
に
す
る
心

が
日
本
語
の
文
化
的
背
景
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
、
多
く
の
外
国
人
か
ら
感
銘
を
受
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
・
擬
態
語
）

を
好
む
言
語
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
ポ
ツ
ポ

ツ
」
「
ザ
ー
ザ
ー
」
「
し
と
し
と
」
な
ど
、
情
景

を
よ
り
感
情
的
に
表
現
し
、
日
常
会
話
や
文
章
中

で
も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

言
葉
の
始
ま
り
に
は
誕
生
の
物
語
が
あ
り
ま

す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
に
は
、
そ
の
言
葉
が

で
き
た
事
情
や
由
来
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と

り
の
名
前
も
つ
け
ら
れ
た
わ
け
が
あ
る
の
と
同
じ

で
す
。
言
葉
の
始
ま
り
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
意

外
な
発
見
が
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
。
言
葉
は
生
き
物
の
よ

う
に
、
時
代
ご
と
に
そ
の
姿

を
変
え
て
い
き
ま
す
。
日
本

語
は
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
魅
力

の
あ
る
言
葉
な
の
で
す
。 

 

 

 

語葉 言  源  
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〇 

「
と
ん
で
も
な
い
」 

 
「
途
で
も
な
い
」
が
な
ま
っ
た
も
の
で
す
。

「
途
」
は
「
道
、
方
向
」
と
い
う
意
味
で
す
。
旅

の
途
中
で
、
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
て
そ
の
先

に
道
が
な
い
、
だ
か
ら
、
行
く
先
の
な
い
「
と
ん

で
も
な
い
」
と
い
う
事
態
の
時
に
使
う
言
葉
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

〇 

「
し
っ
ぺ
が
え
し
」 

 

仏
教
の
宗
派
で
禅
宗
が
あ
り
、
座
禅
で
修
行
し

ま
す
。
修
行
の
足
り
な
い
人
は
座
禅
中
に
何
か
を

考
え
た
り
し
て
姿
勢
が
崩
れ
ま
す
。
す
る
と
、
竹

の
棒
で
ピ
シ
ッ
と
！
叩
く
の
で
す
。
こ
の
竹
の
棒

が
「
し
っ
ぺ
い
」
で
す
。
僧
は
こ
の
先
生
役
を
交

代
す
る
の
で
、
こ
の
前
打
た
れ
た
人
は
し
っ
ぺ
い

で
、
そ
の
打
っ
た
人
を
打
ち
返
す
の
で
す
。
こ
れ

が
「
し
っ
ぺ
い
返
し
」
で
す
。
今
の
意
味
は
修
行

と
関
係
な
く
、
「
意
地
悪
を
す
る
と
、
痛
い
し
っ

ぺ
返
し
に
会
い
ま
す
」
な
ど
に
使
っ
て
い
ま
す
。 

 

〇 

「
三
日
坊
主
」 

 

長
く
続
か
な
い
人
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
ま

ず
、
「
三
日
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
日
本
で

は
古
来
か
ら
短
い
期
間
を
表
現
す
る
時
に
使
っ
て

い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
「
三
日
天
下
」
や
「
三
日

あ
け
ず
に
」
な
ど
で
す
。
昔
は
仏
門
に
逃
げ
込
む

人
が
よ
く
い
ま
し
た
が
、
安
易
な
気
持
ち
で
仏
に

仕
え
て
も
す
ぐ
に
俗
世
が
恋
し
く
な
っ
て
し
ま

い
、
長
続
き
は
し
な
い
と
の
こ
と
で
、
こ
う
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

〇 

「
ど
ら
息
子
」 

 

「
ど
ら
」
と
は
打
楽
器
の
「
銅
鑼
（
ど
ら
）
」

で
あ
り
、
金
属
製
の
鐘
の
一
種
で
す
。
そ
こ
か
ら

「
銅
鑼
を
突
く
」
→
「
鐘
を
突
く
」
→
「
金
を
尽

く
」
と
シ
ャ
レ
て
、
金
を
使
い
果
た
す
と
い
う
意

味
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
、
廓
で
よ
く

使
わ
れ
た
シ
ャ
レ
言
葉
で
し
た
。
ど
ら
猫
も
語
源

は
同
じ
で
す
。 

 
 

  
 

  

人
気
の
ネ
ー
ミ
ン
グ 

編 
 
 〇 

「
ス
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
」 

 

「
辛
口
」
と
宣
伝
し
て
い
る
た
め
、
「
ド
ラ
イ
」

＝
「
辛
口
」
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
が
、
ド
ラ
イ

ビ
ー
ル
と
は
、
「
発
酵
度
の
高
い
ビ
ー
ル
」
の
こ
と

で
す
。
発
酵
度
が
高
ま
れ
ば
、
ビ
ー
ル
の
中
の
糖
分

が
残
ら
ず
、
あ
と
口
は
ス
ッ
キ
リ
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
ス
ッ
キ
リ
感
が
「
辛
口
」
な
の
で
す
。 

 

〇 

「
ボ
ン
カ
レ
ー
」 

 

レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
の
第
一
号
で
す
。
こ
の
「
ボ

ン
」
は
平
凡
の
「
凡
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
す

が
、
じ
つ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
い
い
」
と
か
、
「
う

ま
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
こ
ん
に
ち
は
」
を
意

味
す
る
「
ボ
ン
ジ
ュ
ー
ル
」
の
「
ボ
ン
」
な
の
で

す
。 

 

〇 

「
ス
ジ
ャ
ー
タ
」 

 

コ
ー
ヒ
ー
に
入
れ
る
ミ
ル
ク
で
あ
る
「
ス
ジ
ャ
ー

タ
」
は
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
の
必
需
品
で
す
。
こ
の

「
ス
ジ
ャ
ー
タ
」
は
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
様
と
関
係
し

て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
修
行
を
終
え
て
ひ
と
息
つ

い
て
い
る
と
、
牛
乳
入
り
の
か
ゆ
を
つ
く
っ
て
お
釈

迦
様
に
食
べ
さ
せ
た
娘
が
い
ま
し
た
。
そ
の
娘
の
名

前
が
「
ス
ジ
ャ
ー
タ
」
な
の
で
す
。
要
す
る
に
お
釈

迦
様
も
喜
ば
れ
た
名
前
か
ら
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
ま
し

た
。 

 

〇 

「
ヤ
ク
ル
ト
」 

 

最
近
は
海
外
で
も
愛
飲
者
が
増
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
「
ヤ
ク
ル
ト
」
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
ヨ
ー
グ

ル
ト
の
こ
と
で
す
。
一
時
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
は
万

国
共
通
の
言
葉
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
を
使
っ
て
い
る
ヤ

ク
ル
ト
は
世
界
中
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
す
。 

    
 

編 

集 

後 

記 
  

言
い
得
た
妙
な
慣
用
句 

編 
 

〇 

「
身
か
ら
出
た
錆
」 

 

自
分
が
原
因
で
起
き
た
失
敗
を
「
身
か
ら
出
た

錆
（
さ
び
）
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
「
身
」
と

は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
昔
は
「
刀

は
侍
の
魂
」
と
い
わ
れ
、
こ
の
「
身
」
は
そ
の
刀

の
身
、
刀
身
を
指
し
て
い
ま
す
。
手
入
れ
を
怠
る

と
す
ぐ
に
錆
び
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。
い
ざ
と
い

う
時
に
錆
び
つ
い
て
い
て
は
戦
え
ず
に
命
を
落
と

す
の
も
自
業
自
得
で
あ
る
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
ま

し
た
。 

 

〇 

「
人
の
噂
も
七
十
五
日
」 

 

こ
の
七
十
五
日
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？
古
来
、
日
本
は
「
七
」
「
五
」
と
い

う
数
字
で
組
み
合
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を

生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
俳
句
の
「
五
・
七
・

五
」
、
短
歌
の
「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
」
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
語
呂
の
よ
さ
か
ら
、
七
十

五
日
と
い
う
数
字
が
あ
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
七
十
五
日
と
い
う
と
四
季
の
ほ
ぼ
一
つ

の
季
節
に
あ
た
り
、
季
節
が
移
り
変
わ
れ
ば
、
人

の
気
持
ち
も
変
わ
る
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
も
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

〇 

「
五
十
歩
百
歩
」 

 

こ
の
言
葉
は
、
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
よ

く
な
い
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
語
源
は
、
中
国
の

孟
子
に
あ
り
ま
す
。
「
五
十
歩
退
散
し
た
兵
が
百

歩
逃
げ
た
兵
を
臆
病
だ
と
笑
っ
た
」
と
い
う
話
を

例
に
と
り
、
「
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
逃
げ
た
事
で
は

同
じ
だ
か
ら
、
笑
う
資
格
は
な
い
」
と
説
き
、
ど

ち
ら
の
方
が
よ
か
っ
た
な
ど
と
い
っ
て
も
意
味
が

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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日
本
は
長
い
歴
史
の
中
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
独
特
の
文
化
を
育
ん
で
き
ま

し
た
。
島
国
で
あ
る
ゆ
え
に
、
奥
深
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
日
本
語

も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
表
現
に
お

け
る
幅
と
深
さ
は
趣
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。
最
近
、
日
本
語
が
乱
れ
て
い
る
と

よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

言
葉
の
意
味
や
正
し
い
使
い
方
が
理
解

で
き
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
本
離
れ
な

ど
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
ス
ピ
ー
ド
時
代
で
す
か
ら
、
何
で

も
片
づ
け
て
し
ま
お
う
と
言
葉
も
ポ
ン

ポ
ン
と
早
口
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お

ま
け
に
新
し
い
横
文
字
が
組
み
込
ま
れ

て
、
頭
を
悩
ま
し
ま
す
。
時
代
の
流
れ

に
あ
る
も
の
の
、
言
葉
を
伝
達
の
道
具

と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
日
本

人
で
す
か
ら
日
本
語
を
も
っ
と
大
切
に

す
べ
き
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
本
来

の
意
味
を
よ
く
知
る
こ
と
で
、
言
葉
が

活
き
活
き
し
て
き
ま
す
。
何
気
な
く
発

し
て
い
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
挨
拶
言
葉

も
、
本
当
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で

姿
勢
が
正
さ
れ
、
相
手
の
心
に
響
い
て

い
き
ま
す
。
日
本
語
に
は
愛
お
し
い
言

葉
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。 
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