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昭
和
三
十
八
年
一
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
『
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
た
こ
の
作
品
に
は
、
主
人

公
の
佐
太
の
自
然
的
存
在
（
詳
し
く
は
二
章
）
と
、
も
う
一
人
の
主
人
公
的
存
在
の
阿
久
根
秋

作
の
罪
の
観
念
か
ら
自
己
探
し
へ
の
運
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
五
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ

た
『
八
幡
縁
起
』
（
昭
和
一
一
一
十
三
・
一
一
一
『
中
央
公
論
」
）
の
石
別
、
そ
こ
か
ら
更
に
五
、
六
年
遡

っ
て
『
虹
」
（
昭
和
二
十
九
・
五
～
十
二
『
文
学
界
』
）
の
久
太
を
、
そ
れ
か
ら
後
者
は
『
黄
金

伝
説
』
（
昭
和
二
十
一
・
一
一
一
『
中
央
公
論
』
）
の
「
わ
た
し
」
、
「
落
花
』
（
昭
和
三
十
・
九
『
新
潮
』
）

の
福
三
や
『
紫
苑
物
語
』
（
昭
和
三
十
一
・
七
『
中
央
公
論
』
）
の
宗
頼
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と

は
難
く
な
い
。
た
だ
、
佐
太
の
存
在
が
「
ゼ
巳
と
「
１
」
と
の
間
を
「
振
動
」
す
る
も
の
と

考
え
る
と
き
、
石
別
に
自
然
的
存
在
以
外
の
佐
太
像
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
久
太

に
於
て
は
些
か
そ
の
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
章
で
述
べ

る
こ
と
に
す
る
）
。

本
稿
で
考
察
を
試
み
る
の
は
勿
論
主
人
公
の
佐
太
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
見
、
こ
の

作
品
は
物
語
の
筋
か
ら
見
れ
ば
潮
弘
方
の
権
力
へ
の
妄
執
と
彼
の
メ
カ
ケ
で
あ
り
、
後
に
妻
と

な
る
照
子
の
好
智
と
が
主
役
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
核
心
は
佐
太

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
比
較
的
に
こ
の
作
品
に
対
す
る
文
献
は

多
い
が
、
そ
の
全
て
が
的
を
射
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
森
川
達
也
が
佐
太
を
「
古

代
の
神
話
の
再
現
い
く
ぶ
ん
荒
唐
無
稽
な
離
れ
業
」
（
『
図
書
新
聞
』
昭
和
三
十
九
・
八
・
十

五
）
だ
と
す
る
も
の
や
、
本
田
典
国
が
い
う
よ
う
に
「
女
権
の
復
活
」
（
「
石
川
淳
研
究
』
ｌ
『
荒

魂
』
論
」
森
安
・
本
田
共
編
平
成
三
・
十
一
）
と
、
す
る
の
が
散
見
で
き
る
。
ま
た
高
見

序

『
荒
魂
』
論「
佐
太
」
に
つ
い
て

ま
ず
、
こ
の
「
決
し
て
こ
の
土
地
に
は
と
ま
っ
た
こ
と
の
な
い
汽
車
が
遠
く
に
が
－
つ
と
は

し
り
過
ぎ
て
」
い
く
描
写
は
村
と
都
市
、
貧
と
富
、
弱
者
と
強
者
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
そ
こ
に
は
経
済
発
展
と
と
も
に
必
ず
齋
さ
れ
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
す
疎
外
と

差
別
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
以
っ
て
始
め
る
の
は
単
に
そ
の
相
違
の
意
味
の
み
で
は
な
く
、

こ
の
短
い
文
に
は
社
会
一
般
に
対
し
て
強
烈
で
あ
り
、
尚
且
つ
辛
辣
な
批
判
の
言
葉
と
し
て
象

徴
的
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
石
川
淳
は
か
つ
て
無
頼
派
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
特
に
昭
和
十
年
代
の
フ
ァ
シ

ズ
ム
に
対
す
る
不
快
感
と
反
俗
精
神
か
ら
出
発
し
た
作
家
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
こ
の
無
頼
派
（
こ
の
「
無
頼
派
」
と
は
派
閥
を
持
た
な
い
彼
ら
を
読
者
（
評
論
家
．

｜
般
読
者
）
が
勝
手
に
名
付
け
た
不
思
議
な
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い

順
の
「
日
記
』
や
石
川
淳
の
「
荒
魂
』
に
つ
い
て
「
サ
ム
ラ
イ
時
代
の
偏
り
に
支
え
ら
れ
て
、

今
年
の
文
芸
界
に
ひ
と
き
わ
い
き
ん
出
て
光
っ
て
い
る
の
も
、
考
え
れ
ば
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
」

と
す
る
進
藤
純
孝
（
「
週
刊
読
書
人
』
’
一
九
六
四
年
回
顧
・
「
日
本
文
学
こ
の
説
も
覚
束
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
貧
困
と
疎
外
の
象
徴
と
取
れ
る
山
村
の
描
写
ｌ
「
と
き
に
、
林
檎

●
●
●
●
、
Ｄ
Ｂ
０
０
０
●
●
●
●
凸
■
●
●
●
●
巳

の
実
は
大
き
く
あ
か
あ
か
と
照
っ
て
、
決
し
て
｝
」
の
土
地
に
は
と
ま
っ
た
》
」
と
の
な
い
汽
車
が

●
●
●
ｃ
ｃ
■
●
●
●
Ｄ
Ｃ
■
巴
■
■
■
●
■
■
■
■
●

遠
く
に
が
－
つ
と
は
し
り
過
ぎ
て
、
村
は
晴
天
で
あ
っ
た
」
（
傍
点
引
用
者
以
下
同
様
）
風
景

を
手
が
か
り
に
汽
車
と
山
村
の
関
係
、
そ
れ
か
ら
こ
の
山
村
と
佐
太
と
の
関
係
を
紐
解
い
て
い

き
た
い
。

人
文
科
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻

博
士
後
期
課
程
三
年
李

忠
奎
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る
）
、
あ
る
い
は
無
頼
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
は
奥
野
健
男

の
論
を
参
考
に
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
束
縛
に
反
抗
す
る
、
時
の
得
顔
の
も
の
を
潮
笑
す
る
、
こ
こ
に
敗
戦
直
後
の

太
宰
治
は
じ
め
「
無
頼
派
」
の
真
意
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は
も
ち
ろ
ん
古
い
非
人
間
的
な
既

成
の
日
本
の
体
制
や
思
想
に
反
抗
し
た
。
し
か
し
当
時
反
体
制
と
称
す
る
時
の
得
顔
の
民

主
主
義
や
マ
ル
ク
ス
思
想
に
も
批
判
を
抱
い
た
。
も
っ
と
違
う
、
新
し
い
次
元
か
ら
の
反

抗
・
叛
逆
を
、
つ
ま
り
体
制
・
反
体
制
と
い
う
逆
の
必
要
を
洞
察
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ

の
時
の
得
顔
で
な
い
反
抗
の
む
つ
か
し
さ
を
、
絶
望
的
な
た
た
か
い
を
予
感
し
て
い
た
。

真
の
革
命
の
困
難
な
こ
と
を
。
…
．
．
。
そ
れ
は
敵
を
撃
つ
前
に
、
自
己
を
撃
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
自
己
の
中
に
あ
る
古
い
も
の
ケ
チ
く
さ
い
も
の
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
家
庭
の
幸
福
、

サ
ロ
ン
の
偽
善
な
ど
と
徹
底
的
に
た
た
か
わ
ね
ば
、
真
の
か
く
め
い
は
な
い
と
洞
察
し
て

い
た
の
だ
。

『
国
文
学
』
－
解
釈
と
教
材
の
研
究
昭
和
四
十
五
・
一

多
く
の
無
頼
派
論
が
太
宰
に
見
る
よ
う
な
作
家
の
デ
カ
ダ
ン
的
生
活
ま
で
を
そ
の
範
畷
の
も

の
と
す
る
が
、
そ
れ
は
広
義
で
の
参
考
に
過
ぎ
ず
（
石
川
惇
が
福
岡
か
ら
帰
京
し
暫
ら
く
の
間

放
浪
生
活
は
す
る
が
、
デ
カ
ダ
ン
的
生
活
は
送
っ
て
い
な
い
）
、
各
々
の
作
家
に
当
て
は
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
故
に
比
較
的
に
奥
野
の
こ
の
見
解
は
的
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
判
る
よ
う
に
彼
ら
の
洞
察
は
当
然
当
時
の
時
代
認
識
で
あ
る
と
と
も
に
時
代
を
先
取

り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
特
に
石
川
淳
に
即
し
て
い
え
ば
、
彼
の
昭
和
十
年
代
の
文
学
と
、

そ
れ
か
ら
戦
後
の
『
黄
金
伝
説
』
か
ら
の
諸
作
品
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
意
味
は
ま
さ
に
当
時
の

世
態
を
認
識
し
た
上
で
の
時
代
批
判
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
戦
後
に
対

す
る
不
安
も
誰
よ
り
も
さ
き
に
感
じ
取
っ
て
い
た
。
そ
の
線
上
で
考
え
れ
ば
『
修
羅
』
今
中
央

公
論
』
昭
和
三
十
三
・
七
）
の
一
体
宗
純
に
見
る
傍
観
者
や
認
識
者
の
ポ
１
ズ
に
思
い
当
た
る

の
も
当
然
で
あ
る
。
権
力
や
金
銀
財
宝
に
明
け
暮
れ
て
い
る
人
間
模
様
と
権
力
と
暴
力
に
よ
っ

て
秩
序
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
「
こ
の
世
の
中
の
仕
掛
」
と
徒
を
く
つ
が
え
す
精
神
の
運
動
を
胡

摩
に
導
き
、
「
行
く
と
こ
ろ
の
林
泉
は
杖
の
さ
き
に
あ
り
、
人
間
は
す
な
は
ち
目
の
う
ち
に
あ
っ

た
」
一
体
の
こ
の
認
識
は
、
「
か
く
め
い
」
だ
け
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
を
如
何
に
認
識

し
、
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
精
神
生
活
で
あ
っ
た
。
「
自
己
の
中
に
あ
る
古
い
も
の
ケ

■
Ｂ
■
Ｐ
０
●
●
●
０
●
●
●
●
■
●
０
０
●
０
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
■
■
巴
■
■
■

チ
く
さ
い
も
の
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
家
庭
の
幸
福
、
サ
ロ
ン
の
偽
善
な
ど
と
徹
底
的
に
た
た
か
わ

ね
ば
」
（
傍
点
引
用
者
）
な
ら
な
い
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
し
き
た
り
」
や
「
秩
序
」
、
そ
れ
か
ら

強
者
に
依
る
仕
掛
と
闘
わ
な
け
れ
ば
真
の
人
間
の
生
活
は
営
ま
れ
な
い
こ
と
を
こ
の
時
代
に
於

け
る
都
市
と
、
ま
た
黙
殺
さ
れ
て
い
る
山
村
の
設
定
か
ら
し
て
も
作
者
に
一
体
的
認
識
を
窺
え

る
の
で
あ
る
。

さ
て
『
荒
魂
』
は
革
命
小
説
群
が
書
か
れ
て
か
ら
間
も
な
い
時
期
の
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、

革
命
小
説
群
の
作
品
の
よ
う
な
も
の
と
は
些
か
違
っ
た
趣
を
見
せ
て
い
る
た
め
、
当
然
一
連
の

革
命
小
説
の
延
長
と
し
て
連
想
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
村
が
疎
外
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
意
味
を
読
み
解
く
べ
き
作
品
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で

い
え
ば
昭
和
二
・
三
十
年
代
に
書
か
れ
た
短
篇
に
見
る
世
の
中
の
八
闇
Ｖ
の
延
長
線
に
あ
る
と

も
い
え
る
。
目
ま
ぐ
る
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
く
中
で
人
間
の
心
に
巣
く
う
闇
を
描
い
て
い
る
。

こ
こ
で
は
佐
太
と
い
う
神
話
的
人
物
を
登
場
さ
せ
、
そ
し
て
彼
の
対
極
に
現
代
の
象
徴
で
も
あ

る
潮
を
は
じ
め
、
照
子
や
井
筒
な
ど
を
周
辺
に
位
置
づ
け
、
現
代
を
厳
し
く
批
評
し
て
い
る
こ

と
が
判
る
。

こ
の
よ
う
に
八
闇
Ｖ
と
い
う
点
に
於
て
は
「
荒
魂
』
の
先
雌
と
し
て
昭
和
二
、
三
十
年
代
の

短
篇
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
諸
作
品
の
随
所
に
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
佐

太
と
そ
こ
に
見
る
登
場
人
物
と
の
相
違
は
否
め
な
い
。
例
え
ば
「
燃
え
る
練
』
（
昭
和
二
十
一
・

十
二
『
別
冊
文
芸
春
秋
』
）
、
「
処
女
懐
胎
』
（
昭
和
二
十
二
・
九
～
十
二
『
人
間
』
）
、
そ
れ
か
ら

『
怪
異
石
仏
供
養
』
（
昭
和
三
十
四
・
二
「
別
冊
文
芸
春
秋
』
〉
や
『
裸
婦
変
相
』
（
昭
和
三
十
四
・

十
一
『
新
潮
』
）
、
『
死
後
の
花
嫁
」
（
昭
和
三
十
五
・
十
『
小
説
中
央
公
論
』
）
で
あ
る
。
ま
た
こ

れ
ら
の
作
品
に
『
荒
魂
」
ほ
ど
絨
密
で
、
尚
且
つ
壮
大
な
劇
を
演
じ
て
い
る
か
ど
う
か
の
相
違

を
見
出
す
こ
と
に
労
力
を
必
要
と
し
な
い
。

こ
の
「
お
や
ぢ
は
村
の
し
き
た
り
、
す
な
は
ち
お
ひ
と
よ
し
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
、
畳
か

ら
は
み
だ
し
た
六
番
目
の
余
計
者
を
、
裏
の
畑
の
林
檎
の
木
の
下
に
、
穴
を
掘
っ
て
う
づ
め
る

こ
と
に
し
た
」
こ
の
村
に
は
、
「
村
の
し
き
た
り
」
と
「
秩
序
」
に
よ
っ
て
余
計
者
を
排
除
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
に
は
都
会
と
貧
し
い
村
と
い
う
対
極
的
構
造

が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
村
に
は
伝
統
と
秩
序
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
「
し

き
た
り
」
と
「
秩
序
」
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
作
者
に
と
っ
て
は
精
神
の
死
を
意
味
し
て

お
り
、
そ
れ
が
故
に
作
者
の
も
っ
と
も
嫌
う
言
葉
に
他
な
い
た
め
、
こ
の
忌
々
し
い
言
葉
を
否

定
し
、
転
倒
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
核
心
と
し
て
、
創
作
活
動
を
し
て
来

た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
代
に
於
け
る
氏
の
認
識
を
先
述
し
た
よ
う
な
昭
和
二
、
三

十
年
の
作
品
と
は
違
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
書
く
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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『
荒
魂
」
が
書
か
れ
始
め
た
当
時
、
都
市
を
中
心
に
目
覚
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ
、
昭
和
三

十
九
年
に
は
世
界
に
日
本
の
存
在
を
大
き
く
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
控
え
て
い
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
世
界
に
跳
躍
し
て
い
く
上
で
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
に
違
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
反

面
度
外
視
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
し
ま
う
村
は
さ
ら
に
置
き
去
り
に
な
っ
て
し
ま
う
現
実
も
同
時

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
作
者
は
一
九
六
四
年
八
月
か
ら
二
ヶ
月
間
に
渡
っ
て
海
外
旅
行
を
し
て
い
る
。
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
一
ヶ
月
ほ
ど
控
え
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
旅
行
に
際
し
て
、
「
十
月
末
ま
で

は
か
へ
ら
な
い
つ
も
り
で
ゐ
た
」
の
は
「
＋
月
末
は
す
な
は
ち
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
を
は
っ

た
の
ち
で
あ
る
」
の
で
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東
京
と
い
ふ
逆
上
ぶ
り
を
見
な
い
で
す
ま
せ
る
た

め
に
は
、
ち
や
う
ど
わ
た
り
に
船
で
あ
っ
た
」
か
ら
だ
と
『
西
勝
日
録
』
（
昭
和
四
十
・
三
～
八

『
展
望
」
に
記
し
て
い
る
。
『
荒
魂
』
を
書
き
終
え
た
氏
の
行
動
（
ロ
シ
ア
か
ら
の
招
待
に
よ

る
旅
行
で
は
あ
る
が
）
は
こ
の
作
品
を
読
む
上
で
、
あ
る
意
味
見
事
だ
と
い
え
る
。

『
荒
魂
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
経
済
発
展
と
と
も
に
人
々
は
都
市
に
流
れ
込
み
、
権
力

や
政
治
、
殺
人
、
セ
ッ
ク
ス
等
の
、
い
わ
ゆ
る
現
代
大
都
市
に
見
え
る
様
々
な
人
間
模
様
と
そ

こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
八
闇
の
イ
メ
ー
ジ
Ｖ
が
露
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
が
大
都
市
の
意
味
す
る

「
文
明
と
い
ふ
バ
ケ
モ
ノ
」
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
村
が
「
文
明
と
い
ふ
バ
ケ
モ
ノ
」
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
に
も
係
わ

ら
ず
、
差
別
を
受
け
て
い
る
村
の
内
部
に
も
秩
序
と
し
き
た
り
に
よ
っ
て
村
八
分
の
よ
う
な
も

の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
構
造
は
必
然
的
に
佐
太
の
生
き
る
場
所
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
と
同
時
に
、
佐
太
を
自
然
的
存
在
へ
導
い
て
い
く
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば

佐
太
に
と
っ
て
こ
の
山
村
と
は
彼
に
し
て
生
の
根
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
生
の

根
源
と
は
小
さ
く
貧
し
い
、
そ
れ
か
ら
無
き
に
等
し
い
村
ｌ
人
間
社
会
Ｉ
に
さ
え
存
在
す
る
忌

ま
わ
し
い
「
し
き
た
り
」
を
否
定
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
無
化
す
る
と
い
う
意
味
で
の
生
で
あ
り
、

「
彼
に
は
人
間
的
時
間
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
体
内
に
流
れ
る
の
は
大
地
が
刻
み
つ
づ
け

て
い
る
自
然
的
時
間
」
（
立
石
伯
「
石
川
淳
論
』
ｌ
「
魔
法
の
杖
」
’
九
九
○
・
三
）
に
生
き
る

存
在
と
し
て
で
あ
る
。
佐
太
の
こ
の
生
を
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
荒
ぶ
る
神
」
の
票
り
す
る
相
貌
に

於
て
、
ま
た
こ
の
社
会
の
全
て
の
制
度
を
否
定
す
る
自
然
体
ｌ
「
死
ん
だ
や
う
に
眠
る
。
い
や
、

こ
の
眠
は
一
瞬
の
死
に
ひ
と
し
か
っ
た
。
佐
太
は
束
の
間
に
遠
い
林
檎
の
木
の
下
の
穴
の
底
に

刎
ね
か
へ
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
ど
時
の
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
構
成
上
ゼ
ロ
の
効
用
を
発

揮
」
す
る
と
こ
ろ
Ｉ
に
於
て
生
き
始
め
る
生
で
あ
る
と
い
え
る
．

そ
れ
で
は
ま
ず
佐
太
の
誕
生
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

佐
太
が
う
ま
れ
た
と
き
は
す
な
は
ち
殺
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
非

情
の
手
を
下
し
た
も
の
は
父
親
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
お
や
ぢ
、
も
と
も
と
気
の
ち

い
さ
い
や
つ
で
、
コ
ロ
シ
な
ん
ぞ
と
い
ふ
す
さ
ま
じ
い
気
合
は
み
ぢ
ん
も
見
ら
れ
ず
、
ま

た
そ
れ
が
と
く
に
人
情
に
反
す
る
行
為
の
や
う
に
お
も
ふ
わ
け
も
な
か
っ
た
。
山
国
の
村

は
風
あ
ら
く
、
家
の
中
は
吹
き
さ
ら
し
同
然
、
さ
う
で
な
く
て
も
、
や
ぶ
れ
畳
の
上
に
余

計
な
ガ
キ
が
す
で
に
五
箇
も
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
ま
た
一
箇
ふ
え
た
と
す
れ
ば
、

い
や
、
ど
こ
の
家
で
も
毎
年
一
筒
は
ふ
え
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
風
俗

は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
か
。
お
や
ぢ
は
村
の
し
き
た
り
、
す
な
は
ち
お
ひ
と
よ
し
の
秩

序
に
し
た
が
っ
て
、
畳
か
ら
は
み
だ
し
た
六
番
目
の
余
計
者
を
、
裏
の
畑
の
林
檎
の
木
の

下
に
、
穴
を
掘
っ
て
う
づ
め
る
こ
と
に
し
た
。
人
間
の
子
と
い
っ
て
も
、
肉
は
畑
の
泥
そ

っ
く
り
、
一
に
ぎ
り
の
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
し
た
や
つ
に
、
イ
モ
の
子
ほ
ど
の
生
命
力
が
あ
る

か
ど
う
か
。
と
き
に
、
林
檎
の
実
は
大
き
く
あ
か
あ
か
と
照
っ
て
、
決
し
て
こ
の
土
地
に

は
と
ま
っ
た
こ
と
の
な
い
汽
車
が
遠
く
に
が
－
つ
と
は
し
り
過
ぎ
て
、
村
は
晴
天
で
あ
っ

た
。

佐
太
の
死
が
村
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
ま
た
こ
の
村
が
汽
車

に
度
外
視
さ
れ
る
描
写
は
前
章
で
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
畳
か
ら
は
み
だ
し
た
」
｜
介
の

余
計
者
の
佐
太
の
死
と
い
う
も
の
は
こ
の
「
村
の
し
き
た
り
」
と
い
う
秩
序
か
ら
し
て
歯
牙
に

も
か
か
ら
な
い
無
意
味
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
ト
カ
ゲ
」
に
転
生
し
、
ま
た
「
マ
ム
シ
」
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
彼
の
生
は
新
た

に
生
き
始
め
て
い
る
。
こ
の
「
秩
序
に
反
し
て
、
鬼
子
は
穴
の
底
か
ら
這
い
あ
が
っ
て
来
た
」

要
す
る
に
佐
太
が
こ
の
村
に
生
ま
れ
、
そ
の
誕
生
と
と
も
に
存
在
を
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
村
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
そ
れ
か
ら
、

こ
の
村
及
び
こ
の
社
会
を
全
て
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
於
て
真
の
生
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
佐
太
の
自
然
的
存
在
は
勿
論
こ
の
人
間
社
会
に
於
け
る
「
人
間
的
時

間
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
が
故
に
吹
章
で
は
佐
太
の
こ
の
存
在
ｌ
自
然
的
存
在
に
つ

い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

｜’ 
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彼
の
異
様
な
か
た
ち
で
の
生
の
秘
訣
は
「
他
人
の
恐
怖
と
い
ふ
最
高
の
栄
養
を
た
だ
で
む
さ
ぼ

り
食
」
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
々
の
恐
怖
は
こ
の
小
さ
な
村
で
の
佐
太
の
素

行
に
も
依
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
彼
の
掴
め
な
い
正
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
場
そ
の
場
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
て
、
正
確
に
彼
の
正
体
を
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
わ
ゆ
る
超
越
的
存
在
と
し
て
生
き
始
め
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
山
村
の
林
檎
の

木
、
ト
カ
ゲ
、
マ
ム
シ
、
花
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
自
然
を
連
想
し
、
そ
こ
に
舞
い
戻
る
こ

と
で
生
の
根
拠
を
得
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
存
在
を
見
出
す
こ
と
も

で
き
る
。
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
大
都
会
に
生
き
な
が
ら
こ
の
時
代
と
空
間
と
は
掛
け
離
れ
た

と
こ
ろ
、
即
ち
時
空
を
超
え
る
と
い
う
意
味
で
超
越
的
で
あ
り
、
尚
且
つ
時
間
も
空
間
も
感
じ

さ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で
彼
は
「
佐
太
咄
と
い
ふ
一
つ
の
伝
説
」
を
残
し
て
都
会
へ
と
飛
び
出
し
て
い
く
。
そ

れ
は
「
人
間
の
中
の
よ
わ
い
や
２
を
餌
食
と
し
、
「
手
の
つ
け
ら
れ
ぬ
狂
暴
な
力
」
を
備
え
た

今
、
「
こ
の
土
地
に
は
も
う
あ
さ
り
の
こ
し
た
餌
食
は
な
い
」
が
た
め
で
あ
っ
た
。
が
、
佐
太
が

●
●
●
●
●
０
６
Ｂ
●
■
●
●
の
■
●
●
■
■
■
■
■

一
）
の
山
村
を
飛
び
出
し
た
と
し
て
も
「
｝
）
の
筋
そ
の
筋
と
筋
だ
く
さ
ん
の
文
明
の
産
物
と
は
、

●
●
■
●
■
６
●
●
■
巴
Ｂ
ｐ
白
■
■
の
●
●
●
●
□
■
●
■
■
■
Ｐ
■
●
●
●
●
●
●
■
■

佐
太
は
う
ま
れ
が
ち
が
ふ
。
そ
も
そ
も
佐
太
の
お
ひ
た
ち
は
か
の
林
檎
の
木
の
下
の
穴
、
そ
の

地
の
底
を
極
と
し
て
出
発
」
（
傍
点
引
用
者
）
し
て
お
り
、
「
伝
説
は
完
全
に
実
在
の
佐
太
の
息

の
根
を
と
め
た
」
如
く
、
彼
は
「
社
会
構
成
上
ゼ
ロ
の
効
用
を
発
揮
」
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
生
き
て
は
い
る
も
の
の
自
己
の
存
在
を
存
在
と
し
て
何
ら
か
の
価
値
を
付
与
す
る
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
に
対
し
て
自
ら
を
排
除
し
て
お
り
、
故
に
そ
こ
に
何
の
価

値
判
断
も
見
出
せ
な
い
、
あ
る
意
味
空
虚
と
虚
無
だ
け
が
漂
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と

は
生
き
て
は
い
る
が
死
ん
だ
の
と
同
様
で
あ
り
、
実
在
し
て
い
る
が
存
在
し
な
い
と
い
う
逆
説

に
於
て
同
義
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

佐
太
の
こ
の
よ
う
な
存
在
を
彼
に
最
も
近
似
し
て
い
る
阿
久
根
秋
作
が
直
感
と
し
て
感
じ
取

っ
て
い
た
。
即
ち
「
ゼ
ロ
」
と
了
」
と
の
間
を
振
動
し
て
い
る
佐
太
像
が
そ
れ
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
こ
の
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
の
意
味
が
佐
太
像
を
把
握
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

お
そ
ら
く
照
子
は
日
の
出
と
す
れ
す
れ
の
一
瞬
に
佐
太
が
な
に
ほ
ど
の
も
の
か
見
か
け

だ
ふ
し
で
な
い
と
こ
ろ
を
ず
ば
り
突
き
と
め
よ
う
と
い
ふ
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
、

も
し
こ
れ
に
値
を
あ
た
へ
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
１
か
。
元
来
佐
太
は
ど
こ
に
ひ
そ
み
、

ど
こ
に
う
ご
き
、
な
に
を
し
て
ゐ
る
と
も
ゐ
な
い
と
も
見
当
の
つ
か
ぬ
や
つ
で
あ
る
。
こ

い
つ
が
す
が
た
を
あ
ら
は
し
た
と
き
に
は
、
ひ
と
は
恐
怖
の
砂
に
目
つ
ぶ
し
を
く
っ
て
、

正
体
を
見
や
ぶ
っ
て
や
ら
う
と
し
て
も
、
と
た
ん
に
そ
の
す
が
た
は
騒
動
の
か
な
た
に
消

え
て
し
ま
ふ
。
そ
こ
に
ゐ
る
と
見
た
と
き
は
、
す
な
は
ち
そ
こ
に
ゐ
な
い
と
き
。
そ
の
出

没
の
間
に
こ
い
つ
の
値
を
も
と
め
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
ゼ
ロ
と
す
る
ほ
か
あ
る
ま

い
。
（
中
略
）
こ
い
つ
が
死
ん
だ
や
う
に
眠
っ
た
。
と
こ
ろ
は
、
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、

な
る
ほ
ど
目
を
迷
は
せ
る
ぐ
る
ぐ
る
ま
は
り
が
１
に
収
束
し
た
か
た
ち
と
見
え
な
い
｝
」
と

も
な
い
。
（
中
略
）
し
か
し
、
１
に
収
束
し
た
と
見
た
も
の
は
た
ち
ま
ち
ゼ
ロ
に
発
散
し
て

し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
す
で
に
収
束
が
考
へ
ら
れ
る
以
上
、
発
散
も
ま
た
同
時
に
考
へ

ら
れ
る
。
都
合
が
よ
い
も
わ
る
い
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
都
合
に
係
ら
ず
、

佐
太
は
眠
り
ま
た
眠
ら
な
い
。
す
な
は
ち
、
こ
の
毛
む
く
じ
ゃ
ら
は
絶
え
ず
１
と
ゼ
ロ
と

の
あ
ひ
だ
に
振
動
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
秋
作
は
そ
の
や
う
に
見
た
。

こ
の
「
社
会
構
成
上
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
に
つ
い
て
立
石
伯
は
『
荒
魂
』
（
講
談
社
文
芸
文
庫
ｌ

解
説
一
九
九
二
・
五
）
に
於
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
「
佐
太
と
い
ふ
一
つ
の
伝

説
」
を
残
し
て
都
市
の
谷
底
へ
消
え
た
彼
の
秘
密
」
、
そ
れ
が
原
点
で
あ
り
、
「
極
と
し
て
ゼ
ロ
」

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
夜
明
け
の
転
変
の
一
瞬
に
見
せ
る
八
眠
は
一
瞬
の
死
Ｖ
に
ひ
と
し
い

意
味
」
に
於
て
「
ゼ
ロ
」
を
見
出
し
、
そ
れ
か
ら
日
中
の
行
為
、
い
わ
ば
「
途
方
も
な
い
力
と

超
人
間
的
な
あ
り
よ
う
に
於
て
行
者
、
真
人
間
、
《
荒
ぶ
る
神
》
」
で
あ
り
、
佐
太
は
そ
こ
に
生

活
し
、
了
あ
る
い
は
１
と
い
う
概
念
を
超
え
た
も
の
と
し
て
存
在
」
し
、
そ
こ
で
見
る
彼
は
「
無

で
あ
り
、
｜
つ
の
絶
対
」
と
し
て
「
人
の
目
に
映
る
の
は
あ
く
ま
で
も
仮
り
の
姿
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
も
の
と
し
て
了
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
こ
の
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
と
は
自
然
的
存
在
か
ら
し
て
同
義
で
あ
っ
て
、
当
然
生

産
性
を
伴
う
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
佐
太
は
こ
れ
ら
の
世
界
ｌ
経
済
中
心
主

義
の
現
代
ｌ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
き
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
作
は
「
ゼ
ロ
」
が
死

を
、
「
１
」
が
生
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
が
重
な
り
合
う
こ
と
－
生

即
是
死
、
死
即
是
生
ｌ
に
於
て
佐
太
像
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
科
学
や
医
学
の
見
地
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
矢
倉
の
科
学
を
否
定
す
る
「
外
科
医
の
心
眼
」
と
通
ず
る
も

の
で
あ
る
。
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
と
は
科
学
で
も
な
く
、
医
学
で
も
な
い
、
「
自
然
」
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
荒
魂
』
よ
り
十
数
年
前
の
『
群
像
』
に
書
か
れ
た
『
妖
女
」
（
昭
和
二
十
五
年
十

月
）
に
「
荒
魂
」
と
同
様
に
花
売
娘
と
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
虹
』
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に
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
図
式
は
な
い
が
、
主
人
公
の
久
太
に
同
様
の
意
味
を
見
出
せ
る
、
と

い
う
こ
と
は
序
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
ま
ず
、
『
妖
女
」
の
主
人
公
で
あ
る
駒
吉
は
彼
女
に
「
ゼ
ロ
と
い
ふ
名
」
を
与
え
、
自
分

自
身
を
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
駒
吉
は
そ
こ
で
こ
の
花
売
娘
の
対
極
に
い

る
武
子
に
初
め
か
ら
否
応
無
し
に
命
令
さ
れ
る
生
活
を
送
る
一
方
、
「
御
亭
主
は
む
か
し
の
野
蛮

の
神
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
仕
え
て
い
る
彼
女
は
「
巫
女
」
だ
っ
た
が
故
に
彼
女
に
「
歴
史
の
敵
」

を
見
出
し
、
さ
ら
に
「
強
い
か
ら
悪
い
も
の
に
ち
が
ひ
な
」
い
と
結
論
付
け
る
に
至
る
。
そ
こ

で
彼
女
と
の
生
活
を
破
綻
さ
せ
る
代
り
に
、
「
ゼ
ロ
」
で
あ
る
花
売
娘
が
象
徴
し
て
い
る
「
弱
さ

の
は
う
に
乗
り
こ
ん
で
行
く
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品
構
造
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
ゼ
Ｅ
が
「
弱
さ
」
で
あ
り
、
「
１
」
が
権
力
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

駒
吉
が
自
身
を
「
ゼ
ロ
」
で
あ
り
、
「
１
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
花
売
娘
に
生
き
る
方
向
性
を
見

出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
ま
だ
完
全
に
武
子
か
ら
自
由
で
は
な
い
｝
」
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
花
売
娘
に
対
す
る
駒
吉
の
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
ぶ
ら
さ
げ
る

に
適
し
た
可
憐
な
お
荷
物
」
で
あ
り
、
「
優
し
い
愛
情
」
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
女
を
あ
る
意

味
に
於
て
支
配
す
る
ま
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
所
有
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
窺
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
妖
女
』
に
於
け
る
「
１
」
と
「
ゼ
ロ
」
と
の
関
係
は
武
子
と
花
売
娘
に
そ
れ
ぞ
れ
見

て
取
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
１
を
殺
す
も
の
。
い
か
な
る
運
動
の
場
に
も
な

ら
な
い
も
の
」
、
そ
の
も
の
が
了
」
で
あ
り
、
「
簡
薇
の
花
、
百
合
の
花
」
を
売
っ
て
い
る
娘

に
「
す
こ
し
人
間
の
血
が
め
ぐ
り
出
し
て
来
」
て
、
｜
人
前
の
人
間
に
近
似
し
て
い
く
と
こ
ろ

が
「
ゼ
ロ
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
駒
吉
は
こ
の
「
１
」
か
ら
「
ゼ
ロ
」
と
の
間
を
振
動
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
駒
吉
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
佐
太
も
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
と
の
間
を
振

動
し
て
い
る
共
通
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
で
判
る
よ
う
に
彼
ら
の
生
き
方
を
同
一
視
す
る

必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
同
義
の
「
ゼ
巳
と
「
１
」
で
は
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

即
ち
、
『
妖
女
』
の
「
ゼ
ロ
」
と
は
自
由
経
済
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
生

活
に
干
渉
し
て
く
る
政
治
や
制
度
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
て
我
々
の
「
内
部
に
支
配
す

る
こ
と
、
さ
れ
る
こ
と
」
の
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
何
物
に
も
拘

束
さ
れ
な
い
精
神
の
自
由
の
中
で
人
々
の
生
活
が
営
為
さ
れ
、
そ
れ
を
権
利
と
し
、
主
張
す
る

こ
と
の
謂
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
荒
魂
』
の
そ
れ
は
そ
れ
さ
え
も
否
定
す
る
こ
と

に
於
て
成
立
っ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
く
る
。
自
然
的
存
在
と
し
て
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
欲
望
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
全
て
の
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
に
於
て
意
味
を

成
し
て
い
て
、
そ
こ
に
生
き
物
と
し
て
最
低
限
の
欲
望
、
い
わ
ゆ
る
八
空
腹
を
満
た
す
Ｖ
、
ま

た
ハ
眠
る
Ｖ
と
い
っ
た
生
き
る
た
め
に
必
要
な
動
物
的
欲
望
Ⅱ
自
然
的
存
在
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
虹
』
の
久
太
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
こ
ど
も
は
一
心
不
乱
に
土
を
掘
り
つ
づ
け
て
、

コ
ス
モ
ス
の
根
元
の
一
と
こ
ろ
に
い
つ
か
穴
が
ゑ
ぐ
ら
れ
た
。
穴
は
狭
く
、
し
か
し
か
な
り
深

く
、
や
が
て
は
地
の
底
に
か
よ
ふ
管
の
や
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
口
に
の
ぞ
き
こ
ん
だ
幼
児
の
か

ら
だ
は
し
な
や
か
に
穴
の
中
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
行
き
さ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
穴
か
ら
地
の
底
の

い
ぶ
き
を
吸
ひ
あ
げ
て
ゐ
る
と
い
ふ
気
味
で
も
あ
っ
た
。
花
が
ゆ
れ
て
ば
さ
り
と
茎
が
た
ふ

れ
た
」
と
い
う
こ
の
件
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
地
の
底
に
か
よ
ふ
管
」
に
「
幼
児

の
か
ら
だ
は
し
な
や
か
に
穴
の
中
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
行
き
」
、
そ
の
「
穴
か
ら
地
の
底
の
い
ぶ
き

を
吸
ひ
あ
げ
て
ゐ
る
」
久
太
の
姿
は
佐
太
の
嫡
の
緒
を
連
想
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
り
、
彼
が
父

を
殺
し
、
継
母
を
犯
し
て
は
た
た
き
出
す
と
い
う
行
動
も
佐
太
的
一
面
を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
、

久
太
と
佐
太
の
相
違
の
一
つ
は
社
会
的
地
位
の
有
無
に
係
わ
っ
て
い
る
が
、
前
者
が
地
位
を
得

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
「
１
」
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な

ら
久
太
の
「
人
間
の
核
心
に
は
弱
さ
の
ほ
か
に
な
に
も
無
い
」
と
の
認
識
は
即
ち
「
人
間
の
存

在
的
な
弱
さ
」
（
立
石
伯
『
石
川
淳
論
』
ｌ
「
魔
法
の
杖
」
’
九
九
○
・
三
）
を
意
味
し
て
お
り
、

久
太
の
像
は
八
影
Ｖ
に
過
ぎ
な
い
た
め
に
、
む
し
ろ
そ
れ
は
「
ゼ
ロ
」
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。こ
の
久
太
に
上
記
の
理
由
に
よ
っ
て
自
然
的
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
が
、
久

太
に
駒
吉
や
佐
太
の
よ
う
な
構
造
に
よ
る
振
動
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
彼
ら
と
同
様

に
「
ゼ
ロ
」
と
「
１
」
を
見
出
す
こ
と
へ
の
疑
問
は
当
ら
な
い
。
彼
は
「
人
間
の
存
在
的
弱
さ
一

と
い
う
自
己
認
識
を
行
い
、
「
も
し
だ
れ
か
が
ぼ
く
の
行
方
を
き
い
た
と
し
た
ら
、
ぼ
く
と
い
ふ

人
間
は
そ
も
そ
も
こ
の
地
上
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
と
答
へ
て
下
さ
い
」
と
、
最
後
の
せ
り

ふ
を
残
し
て
八
影
Ｖ
の
こ
の
世
を
捨
て
新
た
な
世
界
へ
と
飛
翔
（
虹
に
乗
り
移
る
）
す
る
と
こ

ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
及
び
人
間
社
会
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
人

間
の
ゐ
な
い
土
地
」
の
世
界
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
絨
毯
」
を
こ

の
世
に
覆
わ
せ
、
「
人
間
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
料
簡
」
を
持
っ
て
い
る
大
給
小
介
を
「
１
」

だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
作
り
出
し
た
自
由
の
世
界
を
「
ゼ
ロ
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
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佐
太
の
正
体
は
こ
の
小
説
の
意
味
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
佐
太
の
存
在
、
い

わ
ゆ
る
彼
の
生
い
立
ち
は
判
っ
て
も
そ
の
正
体
は
ま
だ
判
然
と
し
な
い
。
語
ら
れ
て
い
る
の
は

一
枚
一
枚
の
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
で
、
短
篇
的
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
そ
の
ピ
ー
ス
を
全
部
組
み
合
わ
せ
た
と
き
に
果
た
し
て
如
何
な
る
佐
太
像
が
浮
き
彫
り
に

な
る
か
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

登
場
人
物
た
ち
が
佐
太
像
を
各
々
が
見
た
こ
と
、
あ
る
い
は
感
じ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

勿
論
そ
こ
に
は
彼
ら
の
立
場
ｌ
生
き
方
に
よ
っ
て
相
違
を
見
る
が
「
ア
カ
ン
ボ
」
と
い
う
共
通

点
も
あ
る
。
登
場
人
物
の
各
々
の
生
き
方
を
簡
潔
に
述
べ
て
か
ら
、
佐
太
像
に
つ
い
て
彼
ら
の

口
を
借
り
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
ト
チ
（
十
智
子
）
が
い
る
。
彼
女
は
ハ
ン
タ
の
「
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
」
で
あ
り
、
天

真
燗
漫
で
、
無
垢
な
存
在
で
あ
る
。
「
マ
リ
ヤ
さ
ま
に
た
の
ん
で
悪
魔
の
誘
惑
か
ら
守
っ
て
も
ら

は
う
」
と
し
て
い
る
彼
女
が
、
照
子
に
雇
わ
れ
て
い
る
佐
太
の
気
配
に
怯
え
る
が
、
し
か
し
、

佐
太
の
「
正
体
と
ぴ
っ
た
り
抱
き
あ
っ
た
」
ま
ま
死
ん
で
い
く
。
そ
れ
か
ら
、
ハ
ン
タ
（
半
太

郎
Ⅱ
照
子
の
甥
）
は
「
う
ま
れ
た
と
き
か
ら
」
の
「
ガ
ン
の
天
才
」
で
あ
り
、
ト
チ
を
守
っ
て

い
る
。
同
じ
く
子
供
と
し
て
時
に
は
佐
太
と
花
売
娘
と
一
緒
に
な
り
、
佐
太
を
間
近
で
見
て
い

る
ト
ミ
（
佐
太
と
仕
事
仲
間
。
佐
太
の
正
体
を
照
子
に
告
げ
口
し
た
後
、
潮
の
親
衛
隊
に
殺
さ

れ
る
）
は
何
故
か
佐
太
に
突
き
放
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
か
ら
、
骨
董
品
を
処
分
し
、
自
分
の
足
を
切
断
す
る
努
力
に
於
て
自
分
探
し
に
余
念
の

な
い
秋
作
が
お
り
、
ま
た
彼
の
友
人
で
あ
り
、
医
者
で
あ
る
矢
倉
一
兵
が
い
る
。
彼
は
秋
作
の

代
り
に
佐
太
の
正
体
を
直
感
的
に
感
じ
、
そ
れ
を
語
る
。

最
後
に
ス
イ
ス
生
れ
の
風
見
鳥
は
潮
の
と
こ
ろ
で
こ
の
世
の
動
向
を
観
察
し
つ
つ
、
最
後
に

は
潮
か
ら
離
れ
、
佐
太
と
と
も
に
飛
ん
で
い
く
。
こ
の
風
見
鳥
の
辛
辣
な
潮
批
判
は
注
目
に
値

す
る
。以
上
が
佐
太
に
つ
い
て
語
る
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
彼
ら
の
佐
太
像
を
見
る
こ
と

で
あ
る
。

以
上
、
佐
太
の
生
の
根
源
と
自
然
的
意
味
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
章
で
は

さ
ら
に
彼
の
正
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

■■■■■ 

■■■■ 
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に
し
よ
う
。

み

ト
チ
に
依
れ
ば
、
「
も
の
す
ご
く
ち
か
ら
の
つ
よ
い
ま
ぽ
ろ
し
の
や
う
」
な
も
の
で
あ
り
、
「
御

だ
う

堂
に
は
ひ
つ
た
と
き
み
た
い
に
、
自
然
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
し
ま
ひ
さ
う
に
な
る
」
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
、
ハ
ン
タ
は
子
供
の
感
覚
で
佐
太
を
認
知
す
る
が
「
ち
っ
ぽ
け
な
コ
ド
雪
と
し
て

映
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
矢
倉
に
は
「
胎
児
」
が
「
手
足
を
ち
ぢ
め
て
。
う
ま
れ
出
よ
う
と
す

る
姿
勢
」
の
テ
カ
ン
ボ
」
と
「
死
ん
で
は
ゐ
な
い
。
死
に
き
れ
な
い
や
つ
だ
。
あ
る
ひ
は
、

死
ん
だ
や
つ
に
い
の
ち
が
盛
り
か
く
し
た
と
い
ふ
か
。
つ
ま
り
、
ぶ
ち
殺
し
て
も
死
な
な
い
や

つ
」
に
見
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
秋
作
に
言
い
伝
え
よ
う
と
す
る
と
「
見
か
け
た
か
ぎ

り
に
於
て
そ
の
人
物
は
実
在
し
て
ゐ
た
や
う
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
を
君
に
告
げ
よ
う
と
す
る
と
、

そ
い
つ
は
た
ち
ま
ち
荒
唐
無
稽
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。
特
に
矢
倉
の
「
そ
の

人
物
は
実
在
し
て
ゐ
た
や
う
だ
」
と
い
う
認
識
は
今
は
実
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り

な
が
ら
、
い
ま
現
に
そ
の
実
在
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
決
し
て
矛
盾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
佐
太
の
正
体
が
掴
め
た
か
と
思
う
と
と
も

に
そ
れ
へ
の
表
現
を
試
み
る
と
忽
ち
虚
像
と
し
て
し
か
残
ら
な
い
こ
と
の
謂
で
あ
る
。
そ
れ
が

佐
太
の
自
然
的
存
在
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
を
矢
倉
が
医
学
的
見
地
で
見
た
佐
太
の
正
体
で
あ

る
。
そ
こ
が
自
分
探
し
を
し
て
い
る
秋
作
が
朧
げ
に
直
感
的
に
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
と
の
相

違
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

さ
ら
に
佐
太
の
こ
と
で
い
え
ば
、
風
見
鳥
と
花
売
娘
が
い
る
。

風
見
鳥
は
「
ま
つ
く
ろ
な
や
つ
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
、
で
ん
と
鎮
座
し
て
ゐ
る
。
さ
す
が
の

わ
た
し
も
こ
い
つ
の
正
体
ま
で
は
見
通
せ
な
い
。
す
べ
て
の
栄
光
と
す
べ
て
の
悲
惨
を
い
っ
し

ょ
く
た
に
し
た
や
う
に
強
烈
な
、
途
方
も
な
く
す
さ
ま
じ
い
力
を
も
っ
た
や
つ
に
ち
が
ひ
な
い
」

と
佐
太
の
「
荒
ぶ
る
神
」
像
を
潮
に
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
佐
太
の
正
体
は
感
覚
的
に
し

か
掴
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
矢
倉
が
心
眼
で
見
た
り
、
ハ
ン
タ
が
直
感
で
感

じ
た
り
し
て
も
そ
れ
は
佐
太
の
一
部
の
正
体
を
垣
間
見
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
潮
に
対
す
る
批
判
は
辛
辣
で
あ
る
。
潮
の
近
況
に
つ
い
て
「
そ
の
じ
つ
は
権
力
、

支
配
力
、
隣
人
を
お
さ
へ
つ
け
て
、
う
ま
い
と
こ
ろ
は
自
分
の
ひ
と
り
じ
め
に
し
よ
う
と
い
ふ

わ
る
ア
ガ
キ
だ
よ
。
（
中
略
）
こ
の
慾
は
な
ん
と
い
っ
て
も
全
体
主
義
の
思
想
か
ら
出
て
来
る
も

の
」
だ
と
し
、
ま
た
潮
が
い
っ
た
自
由
主
義
に
つ
い
て
も
「
な
に
が
自
由
主
義
な
も
の
か
。
解

放
に
は
い
つ
も
強
制
が
つ
き
も
の
だ
ね
。
た
の
し
い
か
な
、
強
制
。
こ
れ
が
貧
乏
人
の
政
治
思

想
だ
よ
。
権
力
を
核
と
し
た
思
想
な
ら
、
一
一
い
つ
ど
う
し
た
っ
て
全
体
主
義
と
い
ふ
も
の
」
だ
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と
切
り
捨
て
る
。
こ
の
風
見
鳥
の
潮
批
判
か
ら
で
も
彼
の
本
性
、
野
望
に
満
ち
た
欲
望
を
見
て

取
れ
る
の
で
あ
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
花
売
娘
だ
け
は
佐
太
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
。
実
際
一
番
近
く
に
い
て
、

誰
よ
り
も
正
確
に
佐
太
の
存
在
を
見
て
い
る
は
ず
な
の
に
い
つ
も
花
弁
を
飾
る
役
割
を
演
じ
て

い
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
「
花
花
に
か
ざ
ら
れ
た
自
転
車
に
そ
れ
ぞ
れ
娘
た
ち
が
乗
っ
て
、
そ

の
一
群
の
あ
と
か
ら
花
の
な
い
一
台
が
つ
づ
き
、
そ
れ
に
ト
ミ
が
乗
っ
た
。
出
発
。
佐
太
は
ど

こ
に
ゐ
る
の
か
。
こ
い
つ
は
な
に
に
乗
る
で
も
な
く
、
花
花
の
か
げ
に
か
く
れ
て
、
ま
ん
な
か

に
の
っ
そ
り
立
っ
た
。
さ
て
、
行
列
が
う
ご
き
出
す
と
、
自
転
車
も
花
花
も
娘
た
ち
ま
で
一
か

ら
げ
に
し
て
、
そ
の
全
体
が
す
な
は
ち
佐
太
で
あ
っ
た
」
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
花
売
娘
は
佐
太

の
一
部
と
し
て
収
散
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
有
益
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
一
群
が
自
然
そ

の
も
の
の
象
徴
と
し
て
見
え
な
く
も
な
い
。
「
佐
太
の
沈
黙
に
対
応
す
る
や
う
な
方
角
知
ら
ず
の

も
の
は
と
い
へ
ば
、
か
の
花
売
娘
の
一
群
の
ほ
か
に
は
な
い
。
秋
作
が
あ
や
ま
た
ず
見
て
と
っ

た
と
ほ
り
、
佐
太
の
う
ご
く
「
銀
行
」
が
そ
こ
に
あ
っ
た
」
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
彼
女
た
ち
は

「
ゼ
ロ
」
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
佐
太
と
同
様
に
言
葉
は
無
用
で
あ
り
、
当
然
何
も

語
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
記
し
た
佐
太
像
よ
り
も
よ
り
的
確
な
の
が
ト
チ
の
不
思
議
な
死
を
遂
げ
る
際
に
垣
間
見
る

佐
太
像
と
ト
ミ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
像
で
あ
る
。

そ
こ
は
ア
カ
ン
ボ
が
眠
っ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
だ
。
ト
チ
が
見
と
ど
け
た
の
は
や
っ
ぱ
り
ア

カ
ン
ボ
だ
よ
。
お
ま
へ
は
正
体
と
い
ふ
こ
と
ば
を
使
っ
た
な
。
も
し
さ
う
い
ふ
な
ら
、
ト

チ
は
正
体
と
ぴ
っ
た
り
抱
き
あ
っ
た
。
つ
い
死
ぬ
ほ
か
な
い
。
し
ら
べ
て
み
た
ま
へ
。
（
中

略
）
ト
チ
は
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
ケ
ガ
で
も
病
で
も
な
く
、
ま
た
な
ん
の
苦
痛
も
な

く
、
き
は
め
て
自
然
に
、
ト
チ
は
五
臓
六
鵬
ま
つ
た
き
ま
ま
に
死
ん
で
ゐ
る
。

ト
チ
が
佐
太
の
正
体
と
一
致
す
る
こ
と
が
即
ち
「
死
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら

に
そ
の
死
が
「
ア
カ
ン
ポ
」
の
死
で
あ
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
佐
太
の
正
体
は
死
ん
だ
「
ア
カ

ン
ボ
」
の
ま
ま
の
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
佐
太
の
正
体
は
彼
の
死
に
於
て
し

か
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
彼
の
誕
生
と
死
に
舞
い
戻
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

佐
太
は
ひ
と
り
の
と
き
で
も
、
つ
れ
が
ゐ
る
と
き
で
も
、
い
つ
ど
こ
と
い
ふ
こ
と
な
く
、

ふ
っ
と
、
う
し
ろ
の
壁
に
穴
が
あ
い
て
、
そ
こ
に
背
中
か
ら
ど
ん
で
ん
が
へ
し
に
落
ち
こ

ん
で
良
遠
く
に
、
は
る
か
遠
く
に
、
地
の
下
の
ま
つ
く
ろ
な
穴
の
中
に
身
ぐ
る
み
吸
ひ
こ

ま
れ
て
行
く
や
う
な
瞬
間
を
も
っ
た
。
地
の
下
の
穴
。
か
の
林
檎
の
木
の
下
の
穴
で
あ
る
。

そ
の
地
の
底
に
は
置
き
わ
す
れ
た
膳
の
緒
か
な
に
か
、
よ
く
よ
く
因
縁
の
つ
よ
い
紐
が
仕

掛
け
て
あ
っ
て
、
そ
い
つ
に
ぐ
い
と
引
張
ら
れ
た
と
き
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
ゐ

て
も
、
と
た
ん
に
し
め
っ
た
赤
土
の
に
ほ
ひ
が
す
る
世
界
に
引
き
も
ど
さ
れ
て
、
お
主
へ

の
居
ど
こ
ろ
は
こ
こ
だ
ぞ
と
、
お
も
ひ
知
ら
さ
れ
て
し
ま
ふ
や
う
で
あ
っ
た
。

佐
太
の
存
在
の
根
拠
は
「
地
の
下
の
穴
。
か
の
林
檎
の
木
の
下
の
穴
」
に
他
な
ら
な
い
。
生

ま
れ
と
と
も
に
殺
さ
れ
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
這
い
上
が
っ
て
成
長
し
、
「
文
明
と
い
ふ
バ
ケ
モ
ノ
」

の
ど
真
ん
中
に
飛
び
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
「
お
ま
へ
の
居
ど
こ
ろ
は
こ
こ
」
で
あ
る
よ
う
に

都
会
は
彼
に
と
っ
て
仮
の
住
居
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
多
く
の
人
々
か
ら
見
る
佐
太
の
姿

は
虚
像
に
過
ぎ
な
い
し
、
正
体
な
ん
か
は
所
詮
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
ト
ミ
の
見
た
佐
太
像
も
ト
チ
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
。
ト
ミ
は
佐
太
が
「
大
木

の
根
つ
子
か
な
に
か
み
た
い
に
、
死
ん
だ
や
う
に
ぐ
っ
す
り
」
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
す

る
。
そ
の
時
の
佐
太
の
姿
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

た
ち
ま
ち
や
さ
し
げ
と
も
い
へ
さ
う
な
童
顔
に
、
夢
の
中
か
ら
道
ひ
出
し
た
コ
ド
モ
の

顔
に
、
ま
た
た
く
ま
の
変
相
を
見
せ
た
や
う
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
日
の
出
前
後
の

み
じ
か
い
隙
間
、
世
界
が
夜
か
ら
朝
に
う
つ
ら
う
と
す
る
転
変
の
一
瞬
こ
そ
、
佐
太
の
深

い
深
い
眠
、
と
た
ん
に
が
た
ん
と
眠
の
ど
ん
底
に
落
ち
こ
む
み
じ
か
い
時
間
に
相
当
し
た

も
の
か
。
死
ん
だ
や
う
に
眠
る
。
い
や
、
こ
の
眠
は
一
瞬
の
死
に
ひ
と
し
か
っ
た
。
佐
太

は
束
の
間
に
遠
い
林
檎
の
木
の
下
の
穴
の
底
に
刎
ね
か
へ
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

要
す
る
に
佐
太
の
死
に
等
し
い
一
瞬
の
眠
り
は
彼
が
殺
さ
れ
、
生
き
始
め
た
「
か
の
遠
い
林

檎
の
木
の
下
の
穴
の
底
」
に
於
て
で
あ
っ
た
こ
と
、
ト
ミ
が
見
た
佐
太
の
寝
姿
は
佐
太
の
安
息

地
Ｉ
へ
そ
の
緒
で
繋
が
っ
て
い
る
大
地
の
子
宮
の
中
Ｉ
に
戻
っ
た
瞬
間
で
あ
り
、
「
大
木
の
根
っ

子
」
に
見
え
た
の
は
大
都
会
に
於
け
る
仮
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
た

だ
こ
こ
で
注
目
し
た
の
は
こ
の
地
面
に
剥
き
だ
し
に
な
っ
て
い
る
「
大
木
の
根
つ
子
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
見
向
き
も
し
な
い
ご
み
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
木
の
生
命
を
左
右
す
る
水
を

汲
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
太
が
ト
ミ
に
「
大
木
の
根
つ
子
」
に
間
違
え
ら
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
た
だ
の
木
の
根
で
は
な
く
、
彼
の
命
の
綱
と
も
い
え
る
か
の
林
檎
の
木
の
「
根
つ

子
」
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
ア
カ
ン
ボ
」
で
あ
る
佐

太
の
臓
の
緒
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
佐
太
の
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
姿

で
あ
り
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
「
ア
カ
ン
ボ
」
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
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と
こ
ろ
で
佐
太
像
は
掴
め
な
い
し
、
当
然
浮
き
彫
り
に
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
き
た
の
は
登
場

人
物
の
各
人
に
と
っ
て
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
佐
太
の
姿
は
す
で

に
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。

｜
方
は
登
場
人
物
た
ち
の
語
り
か
ら
窺
え
る
も
の
で
実
在
と
し
て
の
佐
太
の
姿
が
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
尿
の
林
檎
の
木
の
下
の
穴
」
に
「
因
縁
の
つ
よ
い
紐
が
仕
掛
け
て
あ
っ
て
、

そ
い
つ
に
ぐ
い
と
引
張
ら
」
て
い
く
と
こ
ろ
に
見
る
佐
太
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
胎
児
」
が
「
手

０
０
Ｂ
Ｇ
●
●
●
の
Ｄ
ウ
●
中
●
●
●
●
●
●
■
●
●
■
Ｂ
Ｂ
０
■
■
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●

足
を
ち
ぢ
め
て
。
う
ま
れ
出
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
の
「
ア
カ
ン
ボ
」
で
あ
り
、
「
ぶ
ち
殺
し
て
も

死
な
な
い
や
つ
」
の
ヨ
ド
モ
」
な
の
で
あ
る
。
他
方
は
潮
や
照
子
、
そ
れ
か
ら
そ
の
周
辺
の

人
物
、
即
ち
現
代
を
生
き
る
人
間
の
内
面
に
於
け
る
佐
太
像
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
都
会
か
ら
始

ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
佐
太
が
生
ま
れ
た
山
村
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
山
村
の
「
人
間
の
中
の
よ
わ
い
や
２
を
餌
食
に
し
、
大
き
く
成
長
し
た
佐
太
が
村

を
飛
び
出
し
、
「
そ
の
す
が
た
が
消
え
て
も
、
狂
風
の
影
は
あ
と
ま
で
大
き
く
村
に
の
こ
」
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ひ
と
び
と
の
餓
え
た
心
情
」
に
因
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
佐
太
咄
と

い
ふ
一
つ
の
伝
説
が
そ
こ
に
で
き
あ
が
っ
た
」
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
ア
カ
ン
ボ
」
の
佐

太
の
代
わ
り
に
出
来
上
が
っ
た
「
伝
説
」
と
は
佐
太
が
殺
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

佐
太
が
大
都
会
に
姿
を
現
し
、
「
荒
ぶ
る
神
」
の
相
貌
を
見
せ
た
と
し
て
も
そ
こ
に
佐
太
が
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
の
姿
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
人

間
が
無
意
識
に
作
り
上
げ
た
人
間
像
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
の
の
き
、
恐
怖
の
念
を
抱
く
の
は
現

代
を
生
き
る
弱
い
人
間
の
心
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
「
文
明
と
い
ふ
バ
ヶ
モ
ノ
」
と
と

も
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
幻
想
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
佐
太
の
存
在
を
待
ち
望
ん
で
い
た
秋
作
の
認
識
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
よ
り
佐

太
像
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
罪
を
思
わ
せ
る
罪
、
或
は
因
果
に
苦
し
み
、
そ
こ
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
（
け
れ

ど
も
、
彼
に
は
こ
れ
か
ら
脱
け
出
す
力
は
な
い
）
秋
作
に
於
け
る
罪
の
意
識
ｌ
「
罪
の
系
譜
は

亡
祖
父
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
母
方
の
血
筋
か
ら
も
こ
れ
を
引
い
て
」
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ケ

ダ
モ
ノ
の
血
に
ゴ
ロ
ッ
キ
の
血
」
に
対
す
る
意
識
Ｉ
に
「
な
し
く
ず
し
」
と
「
月
掛
貯
金
」
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
々
の
中
で
或
る
日
佐
太
の
存
在
に
気
付
き
、
祭
遮
に
祭
ら
れ
る
か
の
よ

う
に
鎮
座
し
て
い
る
彼
に
「
佐
太
、
お
ま
へ
は
お
れ
だ
」
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
秋
作
は
以
前
「
死
ん
だ
ぢ
い
さ
ん
は
お
れ
だ
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ

の
生
身
の
中
か
ら
亡
祖
父
の
像
が
発
掘
さ
れ
て
、
像
は
今
日
に
い
の
ち
を
吹
つ
こ
ま
れ
た
」
も

の
と
し
て
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
ブ
ル
ウ
ホ
ワ
イ
ト
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
を
靴
に
し
の
ば
せ

て
生
き
て
お
り
、
ま
た
祖
父
が
集
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於

て
で
あ
る
。

だ
が
、
秋
作
が
い
う
「
佐
太
、
お
ま
へ
は
お
れ
だ
」
と
い
う
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。

「
あ
と
に
残
っ
た
「
お
れ
」
と
い
ふ
人
間
は
な
に
も
の
か
」
と
の
自
問
か
ら
二
十
何
年
の
む

か
し
に
刎
ね
か
え
り
、
「
ま
だ
う
ま
れ
た
か
う
ま
れ
な
い
か
Ｑ
ア
カ
ン
ポ
に
な
っ
た
と
お
も
っ

た
。
ア
カ
ン
ボ
は
ま
つ
く
ろ
な
う
ぶ
署
に
つ
つ
ま
れ
て
、
こ
の
板
の
台
の
上
に
取
り
あ
げ
ら
れ

て
ゐ
る
。
う
ぷ
箸
ぐ
る
み
縛
ら
れ
た
な
り
に
、
手
足
は
ち
ぢ
め
る
ほ
か
な
い
。
つ
い
墓
穴
に
ぶ

ち
こ
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
か
た
ち
」
と
し
て
、
佐
太
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
佐
太
的
存
在
へ
の
渇
望
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

佐
太
的
存
在
と
は
佐
太
の
自
然
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
生
れ
と
生
い
立
ち
に
因
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
現
代
「
文
明
と
い
ふ
バ
ケ
モ
ノ
」
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
彼
に
は
現
代
に
適
し
た
思
考
能
力
の
欠
如
の
た
め
に
秋
作
の
よ

う
な
罪
の
意
識
も
な
く
、
現
代
を
生
き
る
人
間
の
よ
う
な
欲
望
も
な
い
。
そ
こ
に
は
一
介
の
生

命
体
と
し
て
生
き
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
へ
の
最
低
限
の
主
張
と
権
利
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
佐
太
の
「
沈
黙
に
於
て
は
じ
め
て
ま
ん
ぞ
く
な
表
現
を
見
つ
け
た
」
の
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
「
ア
カ
ン
ボ
」
が
母
に
母
乳
を
主
張
す
る
の
と
同
義
で
あ
る
。
こ
れ
が
佐

太
の
自
然
的
存
在
の
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
秋
作
は
彼
の
体
内
に
流
れ
て
い
る
祖
父
と
ゴ
ロ
ッ
キ
の
母
か
ら
の
血
、
そ
れ

こ
そ
現
代
文
明
の
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
罪
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
脱
け
出
そ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
行
き
先
は
佐
太
的
存
在
へ
の
願
望
に
他
な
ら
な
ら
な
か
っ

た
。
即
ち
「
佐
太
、
お
ま
へ
は
お
れ
だ
」
と
は
彼
の
罪
の
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
自
分

の
生
き
方
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
へ
の
強
い
意
志
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
当
然
体
内
に
流
れ

て
い
る
血
を
洗
い
流
す
し
か
な
い
の
も
理
に
適
っ
た
所
以
で
あ
る
。
例
え
ば
祖
父
の
犯
罪
的
行

為
の
象
徴
で
あ
る
「
ブ
ル
ウ
ホ
ワ
イ
ト
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
が
秋
作
の
靴
に
嵌
め
ら
れ
て
い
る
。

靴
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
れ
ば
彼
が
歩
ん
で
い
く
生
き
方
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

い
わ
ゆ
る
罪
で
あ
り
、
権
力
で
あ
る
「
ブ
ル
ウ
ホ
ワ
イ
ト
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
を
捨
て
な
い
限

り
自
分
の
道
を
歩
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
故
に
体
内
に
色
濃
く
流
れ
て
い
る
こ
の
血
を

流
し
、
足
を
切
断
す
る
な
ど
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
探
し
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

秋
作
の
「
お
ま
へ
は
お
れ
だ
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
以
前
に
書
か
れ
た
『
紫
苑
物
語
』
の
宗
頼
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佐
太
が
ど
こ
で
生
き
よ
う
と
決
し
て
彼
は
「
か
の
林
檎
の
木
の
下
の
穴
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
こ
で
し
か
生
き
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
見
て
き
た
と
お

り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
佐
太
を
し
て
自
然
的
存
在
或
は
現
実
的
で
な
い
意
味
に
於
て
超
越
的

存
在
に
し
て
い
る
所
以
だ
と
い
え
る
。
自
然
と
は
「
美
し
い
」
、
「
や
さ
し
い
」
、
「
母
体
」
な
ど

が
平
太
に
発
し
た
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
。
宗
頼
と
秋
作
を
作
品
の
構
造
上
比
較
す
る
の
は
多
少

困
難
で
あ
る
が
、
た
だ
宗
頼
が
平
太
の
世
界
を
獲
得
す
る
た
め
に
破
滅
（
破
滅
型
）
の
道
を
辿

る
こ
と
で
完
成
す
る
の
に
対
し
て
、
秋
作
は
そ
の
可
能
性
を
、
い
わ
ば
破
滅
で
は
な
く
佐
太
の

正
体
を
自
己
に
於
て
認
識
す
る
こ
と
と
と
も
に
努
力
し
て
い
く
（
ま
だ
残
っ
て
い
る
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
寄
付
）
精
神
生
活
を
見
出
し
て
い
る
。

こ
の
佐
太
の
正
体
に
つ
い
て
奥
野
健
男
流
に
い
え
ば
「
佐
太
は
何
も
の
で
も
あ
り
、
何
も
の

で
も
な
い
も
の
、
存
在
し
な
い
虚
体
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
（
「
週
刊
読
書
人
』
昭
和
三
十
九
・

八
・
三
十
一
「
現
代
文
学
の
機
軸
』
ｌ
石
川
淳
）
の
は
ま
さ
に
登
場
人
物
が
佐
太
像
を
的
確
に

掴
め
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
佐
太
の
対
極
に
位
置
し
て
生
活
し
て
い
る
重
要
人
物
の
潮
と
照
子
に
つ
い
て

簡
潔
に
述
べ
よ
う
。
潮
は
『
狂
風
記
』
の
鶴
巻
大
吉
、
「
至
福
千
年
』
の
内
記
と
な
ら
ぶ
権
力

意
志
の
権
化
の
よ
う
な
男
」
（
加
藤
弘
一
『
石
川
淳
コ
ス
モ
ス
の
智
慧
』
一
九
九
四
・
二
）
で

あ
り
？
や
や
遠
視
的
に
い
え
ば
、
「
政
権
へ
の
飢
渇
」
と
「
女
色
へ
の
生
理
的
飢
渇
」
を
満
た
す

も
の
は
二
本
の
肉
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
動
」
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
弘
方
は
作
者

の
分
身
」
（
井
澤
義
雄
「
石
川
淳
の
小
説
』
ｌ
荒
魂
一
九
九
二
・
五
）
で
あ
る
と
す
る
意
見
も

あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
作
者
の
分
身
と
な
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
潮
以
外
の
鶴
巻
や
内
記
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
照
子
は

術
策
と
姦
計
に
満
ち
て
、
潮
財
閥
の
財
産
だ
け
で
な
く
、
秋
作
を
利
用
し
、
彼
の
財
産
ま
で
も

か
ち
取
る
こ
と
に
生
の
意
味
を
感
じ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
彼
ら
に
現
代
社
会
の
象
徴
と
も
い

え
る
権
力
へ
の
欲
望
や
物
質
万
能
主
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
こ
に
先
述
し
た
よ
う

に
現
代
の
深
い
闇
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
作
品
は
昭
和

二
・
三
十
年
代
に
書
か
れ
た
短
篇
に
見
る
底
知
れ
ぬ
現
代
社
会
の
八
開
Ｖ
と
自
然
的
存
在
と
を

介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
に
於
け
る
神
話
的
劇
を
描
い
た
と
い
え
る
。

結
論

の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
掛
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
む
し
ろ
人
間
に
と
っ
て
近
づ
き
難
く
、

畏
怖
と
荒
々
し
い
も
の
と
し
て
た
ち
は
だ
か
る
の
が
自
然
の
変
わ
ら
ぬ
存
在
で
あ
る
。
佐
太
伝

説
は
ま
さ
に
こ
の
自
然
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
佐
太
の
存
在
が
自
然
そ
の

も
の
に
根
を
下
ろ
し
、
ぴ
っ
た
り
と
合
致
し
た
が
故
に
こ
ち
ら
側
の
人
間
は
そ
の
荒
々
し
い
存

在
ｌ
「
荒
ぶ
る
神
」
ｌ
に
恐
怖
し
、
懐
く
の
で
あ
る
。
作
者
は
佐
太
が
こ
の
自
然
と
抱
き
合
う

こ
と
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
を
生
き
る
人
々
の
あ
り
方
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
と
い

え
る
。

こ
の
佐
太
的
運
動
は
こ
の
作
品
の
前
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
は
違
う
位
相
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
照
子
や
潮
、
井
筒
な
ど
に
見
る
彼
ら
の
劇
が
佐
太
の
対
極
と
し
て
運
動
し
て
い
る
節
も

確
か
に
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を
二
項
対
立
の
構
造
と
し
て
読
む
必
要
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
一
一
十
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
『
鷹
』
（
昭
和
一
一
十
八
・
三
『
群
像
」
）

か
ら
の
一
連
の
革
命
小
説
群
、
例
え
ば
『
珊
瑚
』
（
昭
和
二
十
八
・
十
『
群
像
」
）
『
鳴
神
』
（
昭

和
二
十
九
・
三
『
新
潮
』
）
『
虹
』
等
と
、
そ
れ
か
ら
一
一
一
十
年
代
の
作
品
で
は
主
に
『
紫
苑
物
語
』
、

「
八
幡
縁
起
』
（
昭
和
一
一
一
十
一
一
一
・
三
『
中
央
公
論
』
）
、
「
修
羅
」
等
に
見
る
一
一
極
の
闘
い
と
は
異

質
で
あ
り
、
ま
た
、
『
至
福
千
年
」
（
昭
和
四
十
・
｜
～
四
十
一
・
十
『
群
像
」
、
『
天
馬
賦
」
（
昭

和
四
十
四
・
七
～
九
『
海
」
等
の
諸
作
品
と
も
そ
の
ス
タ
イ
ル
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
森
川
達
也
（
『
図
書
新
聞
』
ｌ
「
古
代
の
神
話
の
再
現
い
く
ぶ
ん
荒
唐
無
稽
な
離
れ

業
」
昭
和
三
十
九
・
八
・
十
五
）
の
安
部
公
房
が
い
っ
た
一
一
一
一
口
葉
の
引
用
に
よ
れ
ば
「
こ
れ
ほ

ど
反
道
徳
的
な
、
毒
を
も
っ
た
作
品
を
私
は
ま
だ
知
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
毒
は
、
み
ご
と
に

研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
結
晶
体
を
な
し
、
｜
見
宝
石
と
見
ま
が
う
ば
か
り
の
光
輝
を
は
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
毒
と
宝
石
ｌ
だ
が
こ
の
残
酷
な
組
合
せ
こ
そ
、
ま
さ
に
も
っ
と
も
今
日
的
で
、
し

か
も
魅
惑
的
な
現
代
の
神
話
」
だ
と
い
う
の
も
理
解
で
き
る
。

要
す
る
に
佐
太
の
存
在
に
見
る
「
荒
ぶ
る
神
」
は
作
者
の
初
期
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で

あ
る
が
、
佐
太
像
か
ら
見
る
「
荒
魂
』
は
以
前
に
も
以
後
に
も
な
い
独
特
の
ス
タ
イ
ル
を
持
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
「
荒
ぶ
る
神
」
の
性
質
が
以
前
に
書
か
れ
た
「
普
賢
』
の
ユ
カ
リ
、
「
落
花
』

の
輝
竹
、
『
紫
苑
物
語
』
の
宗
頼
が
、
よ
り
実
感
的
で
あ
り
、
実
在
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
意

味
完
結
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
佐
太
は
視
覚
的
で
あ
り
、
直
感
的
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
い
え
ば
こ
の
作
品
の
「
荒
ぶ
る
神
」
の
位
相
は
よ
り
微
弱
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
な
く
も
な
い
。
そ
れ
は
佐
太
が
自
然
的
存
在
に
融
和
し
て
い
く
過
程
の
み
に
於
て
。
し
か
し

実
際
に
は
よ
り
多
く
の
人
々
の
恐
怖
の
対
象
と
し
て
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
る
存
在
な
の
で
あ

176 

Hosei University Repository



参
考
文
献

立
石
伯

立
石
伯

井
澤
義
雄

山
本
健
吉

本
田
典
国

安
藤
始

奥
野
健
男

河
上
徹
大
郎

花
田
祷
卸

村
松
剛

丸
谷
〆
才
一

加
藤
弘
一

杉
本
秀
太
郎

森
川
達
也

進
藤
純
孝

》
○
。
》

』
え
｝
○
。 そ
の
意
味
に
於
て
こ
の
作
品
は
石
川
淳
の
文
学
上
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い

『
東
京
新
聞
』
昭
和
三
十
九
・
四
・
二
十
六
（
夕
刊
）
↓
｜

『
石
川
淳
研
究
』
ｌ
ヨ
荒
魂
』
論
」
森
安
・
本
田
共

『
石
川
惇
論
』
ｌ
「
無
限
へ
の
希
求
－
『
荒
魂
』
昭
和

『
週
刊
読
書
人
』
昭
和
三
十
九
・
人
ご
三
十
一
『
現
代
一

『
読
売
新
聞
』
昭
和
三
十
九
・
四
・
二
十
九
（
夕
刊
）

『
石
川
淳
論
』
ｌ
「
魔
法
の
杖
」
’
九
九
○
・

『
石
川
淳
の
小
説
』
ｌ
荒
魂
一
九
九
二
割
五

『
荒
魂
』
講
談
社
文
芸
文
庫
ｌ
解
説
一
九
九
二
・
五

『
石
川
淳
論
』
ｌ
「
魔
法
の
杖
」
’
九
九
○
・
三

『
花
田
清
糠
全
集
』
第
十
一
巻
『
東
京
新
聞
』
ｍ

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
〈
昭
和
三
十
九
・
八
・
三
十
）

「
荒
魂
Ｑ
紫
苑
物
語
』
新
潮
現
代
文
学
８
昭
和
五

『
石
川
淳
コ
ス
モ
ス
の
智
慧
」
一
九
九
四
・
二

『
図
書
新
聞
』
昭
和
三
十
九
・
八
・
十
五

『
週
刊
読
書
人
』
’
一
九
六
四
年
回
顧
・
「
日
本
文
学
」

『
石
川
淳
コ
ス
モ
ス
の
智
慧
』
一
九

『
三
田
新
聞
』
’
九
六
四
・
十
・
二
十
一

ハ
（
夕
刊
）
↓
『
石
川
惇
全
集
』
七
巻
（
平
成
版
）

森
安
・
本
田
共
編
平
成
三
年
十
一
月

昭
和
五
十
六
・
五
新
潮
社

『
現
代
文
学
の
機
軸
』
ｌ
石
川
淳

昭
和
三
十
九
・
八
・
十
二

昭
和
六
二
・
五

い
ち
ゆ
ん
ぎ
ゅ

（
夕
刊
）
）
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