
「
百
万
円
煎
餅
」

コ
ピ
1化
し
て
い
く
世
界
|

三
島
由
紀
夫

論

は
じ
め
に

堅
実
で
生
真
面
目
な
生
活
を
信
条
と
し
な
が
ら
も
、
実
は
自
ら
の
性
を
売
っ
て

い
る
若
い
夫
婦
の
二
面
性
を
描
い
た
短
篇
小
説
「
百
万
円
煎
餅
」

(
『
新
潮
』
昭

和
三
十
五
年
九
月
)
は
、
三
島
由
紀
夫
が
「
お
座
敷
で
エ
ロ
・
シ
ョ
ー
を
見
せ
る

の
が
商
売
の
若
夫
婦
が
、
そ
の
実
今
時
め
づ
ら
し
い
堅
実
な
市
民
的
な
生
活
意
識

を
持
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
皮
肉
を
利
か
せ
た
短
編
で
あ
色
と
自
解
す
る
よ
う
に
ス

三島由紀夫「百万円煎餅」論

ト
!
日
l
の
展
開
そ
の
も
の
を
た
の
し
む
「
コ
ン
ト
」
形
式
の
小
説
で
あ
る
。
三

島
の
短
一
縮
小
説
は
「
知
的
操
作
の
み
に
た
よ
る
コ
ン
ト
型
式
へ
の
噌
蛇
」

v

を
一
傾

向
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
「
百
万
円
煎
餅
」
は
ま
さ
に
そ
の
噌
好
に
適
っ
た
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
突
如
明
か
さ
れ
る
こ
の
夫
婦
の
二
菌
性
の
、
実
態
と
表
層
の

落
差
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、
コ
ン
ト
形
式
を
支
え
る
構
造
と
し
て
機
能
す

》。。し
か
し
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
物
語
が
展
開
す
る
か
と
い
う
点
に
限
っ
た
場

合
で
の
理
解
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
小
説
内
の
彼
ら
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

落
差
を
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
オ
チ
と
い
う
結
末
に
は
回
収
し
き
れ

な
い
不
条
理
さ
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
コ
ン
ト
」
と
い
う

小
説
形
式
の
問
題
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

中

フじ

さ
お
り

ろ
う
か
。

そ
れ
は
「
百
万
円
煎
餅
」
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
結
末
に
描
か
れ
た
引
き

破
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
湿
っ
た
煎
餅
」
と
し
て
不
可
解
な
存
在
を
残
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
小
説
に
違
和
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
「
現
代
日
本
に
希
望

が
な
い
な
ど
と
い
ふ
青
年
の
考
え
方
ほ
ど
、
健
造
を
腹
立
た
し
く
さ
せ
る
考
へ
は

な
か
っ
た
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
に
よ
る
健
造
の
心
情
の
説

明
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
語
り
手
に
よ
っ
て
、
健
造
と
清
子
の
内
面
に
立
ち

入
り
解
説
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
く
。
語
り
手
は
こ
の
時
代
の
多
数
派
の
若
者
た
ち
、
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つ
ま
り
「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
な
ど
と
い
ふ
青
年
」
た
ち
と
は
異
な
る
青
年

像
と
し
て
健
造
を
定
位
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
語
り
は
テ
ク
ス
ト
を
取
り
巻
く
外

部
の
状
況
へ
と
読
み
手
の
視
線
を
い
ざ
な
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
百
万
円
煎
餅
」

の
中
に
は
、
健
造
を
差
異
化
さ
せ
る
よ
う
な
「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
な
ど
と

い
ふ
青
年
」
は
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
百
万
円
煎
餅
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
三
十
五
年
は
、
〈
政
治
の
季
節
〉
と
し

て
日
本
の
戦
後
史
に
刻
印
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
六

O
年
の
安
保
闘
争
の
国
民
的

な
広
が
り
と
急
速
な
失
速
と
い
う
同
時
代
状
況
と
「
百
万
円
煎
餅
」
は
無
縁
で
は

な
い
。
こ
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』
昭
和
三
十
五
年
九
月
号
の
巻
頭
に
は

福
岡
恒
存
の
「
常
識
に
還
れ
」
と
い
う
評
論
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
福
田
は
保
守

系
論
客
と
し
て
、
同
年
六
月
十
五
日
の
安
保
闘
争
に
お
け
る
社
会
党
や
世
論
の
論
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調
に
対
し
て
虚
偽
を
告
発
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

治
的
参
加
」
と
い
う
テ
!
?
で
石
川
淳
、
吉
田
健
て
小
島
信
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
の

意
見
を
論
じ
て
い
る
が
、
三
氏
は
共
通
し
て
文
学
が
政
治
に
深
く
関
係
し
て
い
く

「
文
学
者
の
政

可
能
性
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
安
保
闘
争
を
め
ぐ
る
言
説

が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
入
り
乱
れ
て
い
た
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い

て
、
『
新
潮
』
は
些
か
冷
め
た
ス
タ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
も
、
文
学
、
文
学
者
と

い
う
視
点
か
ら
安
保
闘
争
を
め
ぐ
る
言
説
を
生
産
し
、
こ
の
言
説
空
間
の
加
担
者

た
ら
ん
と
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

三
島
も
例
に
洩
れ
ず
、
同
時
代
の
作
家
と
し
て
六

O
年
安
保
の
高
揚
し
た
空
気

の
な
か
に
あ
っ
た
。
六
月
十
八
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
、
新
安
保
条
約
の
自
然

承
認
さ
れ
る
前
後
の
国
会
や
首
相
官
邸
前
の
動
き
を
、
記
者
ク
ラ
ブ
の
バ
ル
コ
ニ

ー
か
ら
見
学
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
三
島
は
、
後
に
七

O
年
安
保
に
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
く
の
に
比
べ
れ
ば
、
反
安
保
運
動
の
大
衆
的
な
高
揚
と
退
潮
の
様
相
を

見
て
は
い
な
が
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ジ
馬
」
的
立
場
に
身
を
置
い
て
お
り
、
安

保
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
あ
る
程
度
の
距
離
を
置
い
て
円
た
。
し
か
し
、
安
保
闘
争

見
学
の
一
週
間
後
に
あ
た
る
六
月
二
十
六
日
に
起
筆
さ
何
た
「
百
万
円
煎
餅
」
は
、

ま
さ
に
同
時
代
の
状
況
を
横
目
に
見
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
な
ど
と
い
ふ
青
年
の
考
へ
方
ほ
ど
、
健
造
を
腹

立
た
し
く
さ
せ
る
考
へ
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
文
は
、
ま
さ
に
「
百
万
円
煎
餅
」

を
取
り
巻
く
言
説
空
間
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
。
語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
語
る
こ

「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
青
年
た
ち
と
は
異
な
る

若
者
と
し
て
健
造
を
定
位
す
る
と
と
も
に
、
「
百
万
円
煎
餅
」
を
取
り
巻
く
外
部

と
で

の
状
況
|
|
掲
載
号
の
『
新
潮
』
が
テ
ー
マ
に
据
え
て
い
た
六

O
年
安
保
を
め
ぐ

る
事
態
|
|
へ
と
読
み
手
の
視
線
を
一
端
誘
導
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト

の
な
か
に
は
健
造
を
差
異
化
さ
せ
る
よ
う
な
「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
な
ど
と

い
ふ
青
年
」
は
塗
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
百
万
円
煎
餅
」
は
こ
の
よ
う
な
同
時
代
言
説
の
な
か
に
あ
っ
て
、

あ
ま
り
に
異
質
な
物
語
空
間
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
浅
草
の
人
工
的

で
キ
ッ
チ
ュ
な
空
間
を
浮
遊
す
る
若
い
男
女
の
姿
は
、
〈
政
治
の
季
節
〉
と
し
て

の
同
時
代
性
を
一
切
共
有
し
て
い
な
い
。
「
現
代
日
本
に
希
望
が
な
い
な
ど
と
い

ふ
青
年
」
か
ら
健
造
を
差
異
化
し
て
い
る
語
り
手
の
言
葉
は
、
テ
ク
ス
ト
を
取
り

巻
く
状
況
へ
と
関
心
を
向
け
な
が
ら
も
、
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
広
が
る
六

O
年
安

保
を
め
ぐ
る
言
説
に
対
し
て
冷
め
た
視
線
を
投
げ
か
け
た
も
の
と
し
て
う
つ
る
。

安
保
闘
争
に
参
加
す
る
若
者
た
ち
と
の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
若
者
た
ち
と
「
百
万
円
煎
餅
」
の
健
造
・

清
子
が
事
離
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
差
異
そ
の
も
の
を
明
確
に
規
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
〈
政
治
の
季
節
〉
と
し
て
の

同
時
代
の
状
況
は
あ
っ
さ
り
と
後
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
の
だ
。
六

O
年
の
安

保
闘
争
と
い
う
時
代
状
況
を
意
識
下
に
置
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
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はと

そ
れ
で
は
「
百
万
円
煎
餅
」
が
立
脚
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
位
相
な
の
だ
ろ
う

か
。
ま
が
い
物
め
い
た
人
工
的
な
空
間
を
初
復
う
な
か
で

「
も
っ
と
た
の
し
い
生

活
の
夢
」
を
欲
望
す
る
若
い
夫
婦
の
生
の
有
り
様
を
検
討
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
時
代
の
様
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
。



「
百
万
円
煎
餅
」
の
健
造
と
清
子
に
み
ら
れ
る
堅
実
で
質
実
な
生
活
人
の
姿
と
、

セ
ッ
ク
ス
ワ

l
カ
!
と
し
て
の
姿
の
落
差
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
の
論
理
か
ら
み
れ

ば
、
彼
ら
の
〈
よ
り
よ
い
生
活
へ
の
志
向
〉
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
際
立
つ
落
差
が
コ
ン
ト
形
式
と
し
て
の
構
造
を
支
え
る
装
置
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
最
後
に
健
造
が
手
に
す
る
甘
く
粘
つ
く
煎
餅
の
「
強
靭
な
抵
抗
」
は
不
可

解
な
ま
ま
取
り
残
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
柔
ら
か
く
く
ね
っ
て
健
造
に
抵
抗
す
る
煎

餅
の
存
在
は
、
大
衆
消
費
化
し
て
い
く
社
会
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
眺
め
返
す
こ
と

で
説
明
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
二
面
性
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
〈
よ
り
よ
い
生
活
へ
の
志
向
〉
こ
そ
が
、
大
衆
消
費
社
会
化
し

て
い
く
六

0
年
代
を
ま
さ
に
表
象
t
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
堅
実
で
計
画
的
に
進
め
ら
れ
て
い
く
。
貯
蓄
は
X
計
画
、

Y
計
画
、

Z
計
画
と
目
的
別
に
細
分
化
さ
れ
、
慎
重
に
検
討
を
加
え
な
が
ら
買
物

を
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
堅
実
性
は
〈
よ
り
よ
い
生
活
〉
を
手
に
入
れ
る
た
め

の
手
段
で
あ
り
、
そ
こ
に
消
費
者
と
し
て
の
姿
が
透
け
て
み
え
る
。
つ
ま
り
彼
ら
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は
質
素
な
生
活
を
好
む
人
間
な
の
で
は
な
く
、
当
時
メ
デ
ィ
ア
で
広
く
喧
伝
さ
れ

て
い
た
合
理
的
な
電
化
生
活
を
夢
み
、
電
気
洗
濯
機
や
テ
レ
ビ
、
電
気
冷
蔵
庫
を

欲
望
し
確
実
に
手
に
入
れ
て
い
く
、
比
一
一
か
慎
重
な
消
費
者
な
の
だ
。

消
費
活
動
の
活
発
化
、
大
衆
化
の
動
き
は
健
造
・
清
子
夫
婦
の
暮
ら
し
ぶ
り
に

も
指
摘
で
き
る
。
彼
ら
は
計
画
的
な
貯
蓄
の
結
果
、
電
気
洗
混
機
と
テ
レ
ピ
を
手

に
入
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
五
年
の
大
卒
男
性
の
初
任
給
は
平
均
一
万
六
千
円
程

度
だ
っ
た
な
か
で
、
電
機
洗
濯
機
は
二
万
四
千
八
百
円
(
日
立
製
作
所
の
主
力
機

価 種
格 の
)標

だ準
'つ~""

たv格

彼
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中
流
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
国
民
生
活
白
書
(
昭
和
三
十
五
年
版
)
」
(
経
済
企
画
庁
編
)
に
よ

れ
ば
、
貯
蓄
額
の
増
加
は
生
活
設
計
の
意
識
の
高
ま
り
へ
と
繋
が
っ
た
こ
と
が
言

及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
〈
よ
り
よ
い
生
活
へ
の
志
向
〉
に
基
づ
く
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
の
構
築
の
顕
在
化
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
月
給
の
何
倍
も
す
る

電
化
製
品
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
如
何
に
し
て
お
金
を
得
る
か
と
い
う
こ
と

が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
「
と
く
に
若
い
主
婦
に
と
っ
て
は
、
お
金
は
「
出
る
を

制
す
る
」
よ
り
は
「
出
る
も
の
は
出
る
」
、
だ
か
ら
「
働
い
て
つ
く
る
」
も
の
」

と
い
っ
た
よ
う
な
思
考
の
変
化
が
み
ら
れ
、
お
金
を
生
み
出
す
た
め
の
「
積
極
的

な
方
法
」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
加
納
実
紀
代
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
伝
子
。
加
納
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
「
積
極
的
な
方
法
」
と
し
て
内
職
や
株

な
ど
に
よ
る
利
殖
、
夫
婦
共
働
き
を
推
奨
す
る
よ
う
な
記
事
が
『
主
婦
の
友
』
に

目
立
ち
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
職
の
記
事
は
、
戦
前
か
ら
女
性
誌
に
多

37 

く
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
「
美
し
い
趣
味
の
手
芸
内
職
に
成

功
し
た
体
験
」
(
二
月
号
)
、
「
内
職
に
も
な
る
趣
味
の
ナ
イ
ロ
ン
手
芸
一
」
(
七

月
号
)
な
ど
が
み
ら
れ
、
「
趣
味
」
を
強
調
し
て
内
職
に
と
も
な

う
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
記
事
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
利
殖
に
つ
い
て
は
、
『
主
婦
の
友
』
で
は
昭
和
三
十
年
か
ら
利

殖
を
テ

1
7
に
し
た
「
利
殖
の
秘
訣
ソ
ツ
と
お
知
ら
せ
」
と
い
う
連
載
記
事
が
始

ま
っ
て
い
が
。

も
ち
ろ
ん
、
内
職
や
株
に
よ
る
利
殖
と
、
性
風
俗
を
職
業
に
す
る
こ
と
の
問
に

は
大
き
な
距
離
が
存
在
す
る
が
、
「
百
万
円
煎
餅
」
の
若
い
夫
婦
が
、
セ
ッ
ク
ス

「
「
美
し
い
」

ワ
l
カ
ー
で
あ
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
お
金
を
得
る
た
め
の
「
積
極
的

な
方
法
」
が
求
め
ら
れ
た
当
時
の
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
ザ
た
ろ
う
。
「
子
供
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は
絶
対
に
計
画
的
に
作
る
べ
き
で
、

X
計
画
の
貯
金
額
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
は
、

ど
ん
な
に
ほ
し
く
て
も
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
健
造
と
清
子

の
考
え
も
ま
た
、
同
時
代
の
意
識
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
建
築
資
金
は
ま

だ
二
人
の
計
画
の
ど
こ
に
も
顔
を
出
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
は
顔
を
出
す

べ
き
も
の
だ
っ
た
。
未
来
に
は
、
今
は
夢
と
し
か
思
は
れ
な
い
ど
ん
な
も
の
も
、

そ
の
と
き
に
は
ご
く
自
然
な
表
情
で
現
れ
て
来
る
だ
ら
う
」
と
い
う
語
り
手
の
言

葉
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
活
設
計
へ
の
意
識
が
す
で
に
充
分
に
内
面
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

「
を
ば
さ
ん
」
と
浅
草
の
「
新

健
造
と
清
子
は
仕
事
を
斡
旋
し
て
も
ら
う
た
め
、

世
界
」
と
い
う
娯
楽
施
設
で
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。

「
新
世
界
」

の
人
工
的

な
空
間
を
約
束
の
時
間
ま
で
街
復
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
キ
ッ
チ
ュ
な
世
界
に
戯

れ
る
彼
ら
の
身
振
り
は
興
味
深
い
。
「
す
ば
ら
し
い
安
物
の
ぴ
か
び
か
し
た
商
品
」

が
大
量
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
「
東
京
タ
ワ
l
の
模
型
」
が
飾
り
つ
け
ら
れ
た
売
場

や
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ワ
エ
ル
ヌ
の
作
品
世
界
を
模
し
た
「
海
底
二
万
哩
」
な
ど
の
見

世
物
(
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
)
を
遊
歩
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
生
活
に
対
す
る
「
理
想

的
な
計
画
」
を
語
り
合
う
の
だ
。
そ
れ
は
過
剰
な
ま
で
に
周
到
な
生
活
設
計
|
|

電
機
洗
濯
機
や
テ
レ
ビ
、
電
機
冷
蔵
庫
と
い
っ
た
耐
久
消
費
財
を
購
入
す
る
た
め

の
綿
密
な
貯
蓄
計
画
や
、
子
供
の
出
生
を
周
到
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る

家
族
計
画
へ
の
高
い
意
識
を
持
ち
合
わ
せ
た
小
市
民
的
な
側
面
を
明
ら
か
し
て
い

く
健
造
の
お
気
に
入
り
の
場
所
と
し
て
描
か
れ
る
玩
具
売
場
に
は
、
ブ
リ
キ
で
で

き
た
宇
宙
基
地
や
ロ
ケ
ッ
ト
、
汽
車
な
ど
が
ひ
し
め
き
合
う
。
大
量
の
コ
ピ

l
商

品
で
遊
ぶ
う
ち
に
、
若
い
夫
婦
は
い
つ
か
子
供
を
持
ち
た
い
と
い
う
理
想
を
語
り

合
う
が
、
そ
の
よ
う
な
「
生
活
の
夢
」
へ
の
欲
望
は
、
「
子
供
は
理
想
的
な
育
児

の
環
境
に
、
計
画
出
産
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
規
制
の
も

と
に
厳
し
く
制
御
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
家
庭
の
経
済
バ
ラ
ン
ス
に
見
合
わ
な
い

出
産
に
対
す
る
彼
ら
の
蔑
み
の
視
線
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
よ
り
良

い
生
活
を
獲
得
す
る
た
め
の
家
族
計
画
に
対
す
る
規
範
意
識
は
、
出
産
を
め
ぐ
る

同
時
代
の
状
況
を
背
景
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
中
に
流
布
し
た
「
産
め
よ
増
や

せ
よ
」
や
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
、
勝
つ
ま
で
は
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
一

転
し
、
戦
後
は
国
家
的
な
政
策
と
し
て
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
受
胎
調
節
の

普
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
に
は
効
果
的
な
教
材
の
一
つ
と
し
て
多
産
な
家

庭
の
困
窮
を
表
す
図
説
を
用
い
る
こ
と
で
、
子
供
の
数
が
多
す
ぎ
る
と
家
庭
の
不

幸
に
繋
が
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
均
か
。
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ま
た
、
彼
ら
が
足
を
踏
み
入
れ
る
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
ド
と
い
う
見
世
物
も
ま
た
、

「
悪
趣
味
」
な
人
工
的
な
空
間
で
あ
る
が
、
赤
や
緑
の
電
飾
が
点
滅
し
毒
々
し
い

人
工
の
花
に
固
ま
れ
た
家
は
、
大
衆
の
夢
で
あ
る
マ
イ
ホ
ー
ム
を
模
倣
し
た
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
現
に
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
ド
を
訪
れ
た
健
造
は
「
い
つ
か
家
を

建
て
た
ら
、
玄
関
ま
で
の
道
を
こ
ん
な
風
に
し
よ
う
や
」
と
語
り
、

「
自
分
の
持

家
へ
入
っ
て
ゆ
く
気
持
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
だ
ら
う
」
と
、
見
世
物
と
し
て
コ

「
生
活
の
夢
」
を
欲
望
し
て
い
く
こ
と
と

ピ
さ
れ
た
家
に
触
発
さ
れ
、
自
分
の

な
る

D

生
活
の
理
想
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
見
世
物
で
あ
る
こ
の
マ
イ
ホ
ー

ム
の
「
傾
斜
し
た
部
屋
」
と
い
う
空
間
の
い
び
つ
さ
に
、

一
度
は
「
こ
ん
な
家
に

は
住
み
た
く
な
い
ね
」
と
感
想
を
も
ら
す
。

斜
さ
せ
る
こ
と
で
部
屋
に
適
応
し

し
か
し
、
清
子
は
自
ら
の
身
体
を
傾

「
か
う
や
っ
て
暮
し
た
ら
、
住
め
な
い
こ
と
な



い
わ
ね
」
と
、
健
造
が
語
っ
た
よ
り
良
い
生
活
へ
の
欲
望
を
補
強
し
て
い
く
の
だ
。

要
す
る
に
、
大
衆
の
理
想
的
な
生
活
を
模
倣
し
た
「
新
世
界
」
の
コ
ピ

i
的
な

空
間
は
、
俗
悪
な
キ
ッ
チ
ュ
さ
を
帯
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
生

活
を
自
ら
も
模
倣
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
か
り
た
て
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
人
工
的
な
模
倣
空
間
に
戯
れ
、
そ
の
よ
う
な
コ

ピ
化
さ
れ
た
世
界
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
消
費
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
ら
が
欲
望
す
る
理
想
的
な
生
活
と
い
う
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
自
体
も
、
そ
も
そ
も
は
メ

デ
ィ
ア
な
ど
で
流
布
し
て
い
る
「
生
活
の
夢
」
を
模
倣
し
た
、
コ
ピ

l
化
さ
れ
た

夢
な
の
だ
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ピ
ー
を
欲
望
す
る
消
費
者
と
し
て
の
健
造
と
清
子
の
主

体
と
は

い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

コ
ピ

l
的
な
空
間
を
遊
歩
す
る
彼
ら

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
固
有
性
を
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
海

底
二
万
哩
」
と
い
う
見
世
物
で
遊
ぶ
場
面
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ

の
内
面
は
、
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る
。
海
底
の
光
景
を
映
し
と
っ
た
空
聞
を
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
っ
て
巡
っ
て
い
く
彼
ら

は
、
怖
が
る
女
と
余
裕
を
み
せ
る
男
と
い
う
客
と
し
て
の
定
型
を
意
識
的
に
模
倣

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
子
は
「
少
し
も
怖
が
ら
な
い
顔
つ
き
」
で
「
怖
い
わ
」

と
健
造
に
し
が
み
つ
く
。
ま
た
「
早
く
す
ま
な
い
か
な
あ
。
私
も
う
怖
く
て
い
や
」

と
不
安
な
身
振
り
を
と
り
な
が
ら
も
、
周
遊
が
終
わ
れ
ば
「
こ
れ
で
四
十
円
な
ん

て
ば
か
に
し
て
る
わ
ね
」
と
、
見
世
物
が
四
十
円
と
い
う
価
値
に
見
合
わ
な
い
こ

と
を
冷
静
に
判
断
し
て
い
る
。

健
造
は
し
が
み
つ
く
清
子
の
頬
に
頬
を
つ
け
、
肩
に
ま
は
し
た
手
の
指
先

は
お
も
し
ろ
さ
う
に
髪
の
毛
を
締
う
て
ゐ
た
。
そ
の
指
先
の
動
き
は
寧
の
速

度
に
比
べ
て
い
か
に
も
ゆ
る
や
か
で
、
清
子
は
良
人
が
こ
の
見
世
物
ば
か
り

か
、
見
世
物
を
怖
が
る
彼
女
を
も
ゆ
っ
く
り
と
娯
し
ん
で
ゐ
る
の
を
知
っ
た
。

一
方
の
健
造
も
ま
た
、
余
裕
の
あ
る
良
人
と
し
て
の
身
振
り
を
保
持
し
な
が
ら
、

類
型
的
な
客
の
態
度
を
コ
ピ
ー
し
て
い
る
妻
の
様
子
ま
で
を
も
楽
し
も
う
と
す
る

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
徹
底
的
な
ま
で
に
こ
の
見
世
物
を
見
世
物
と
し
て
消

費
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
四
十
円
出
せ
ば
、
鰭
で
も
鯛
で
も
、

等
い
い
お
魚
が
百
グ
ラ
ム
買
へ
る
ん
だ
の
に
」
と
い
っ
た
価
値
基
準
を
も
っ
て
い

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
二
等
い
い
お
魚
」
に
十
分
見
合
う
だ
け
の
も
の

と
し
て
こ
の
見
世
物
を
消
費
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
消
費

の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
は
、
類
型
的
な
客
の
態
度
を
模
倣
す
る
と
い
う
方
法
し
か

彼
ら
に
は
な
い
。
コ
ピ

l
の
世
界
に
戯
れ
る
彼
ら
の
内
面
も
ま
た
、
既
存
の
も
の

の
コ
ピ
1
で
し
か
な
い
と
い
う
実
体
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
健
造
と
清
子
が
語
り
合

う
「
生
活
の
夢
」
自
体
も
ま
た
、
大
衆
消
費
社
会
に
お
け
る
一
般
的
な
消
費
者
の

理
想
を
踏
み
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
存
在
自
体
が
模
倣
的
な
様
相
を
呈

し
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
、
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
た
「
新
世
界
」
は
、
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ど
こ
か
ま
が
い
も
の
め
い
た
キ
ッ
チ
ュ
な
空
間
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
ど
こ

ま
で
い
っ
て
も
舞
台
の
書
き
割
り
め
い
た
世
界
が
続
き
、
現
実
感
は
希
薄
に
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
は
、
「
新
世
界
」
を
浮
遊
す
る
健
造
と
清
子
の
存
在
に
も
同
様
に

波
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

健
造
と
清
子
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
は
、
性
役
割
が
明
確
に
振
り
分
け
ら
れ
た

か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
点
も
気
に
な
る

D

「
清
子
の
小
さ
な
目
は
澄
ん
で
ゐ
て
、

良
人
以
外
の
男
に
は
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」

道
を
横
切
る
と
き
な
ど
、
彼
は
妻
の
一
一
の
腕
を
き
っ
く
握
り
、
左
右
の
車
の
ゆ
き 「車
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き
に
目
を
記
り
な
が
ら
、
自
分
の
手
が
た
し
か
め
る
妻
の
肉
の
ふ
く
よ
か
さ
を
、

誇
ら
し
げ
に
向
う
岸
へ
運
ん
で
行
っ
た
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
、
主
導
権
を
握
る

夫
と
従
順
な
妻
と
い
う
、
あ
る
種
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
夫
婦
像
が
描
き
だ
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
夫
婦
愛
は

「
ま
ず
自
然
を
崇
拝
す
べ
き
で
あ
り
、
夫
婦

一
組
の
男
女
が
信
頼
し
合
っ
て
生
き
る
こ
と

の
陸
み
合
い
は
そ
の
基
本
で
あ
り
、

こ
そ
、
世
界
の
絶
望
を
阻
む
も
っ
と
も
大
き
な
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
「
宗
教
的
信
条
」
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
語
り
手
は
言
及
す
る
。

夫
婦
の
肉
体
的
な
繋
が
り
が
自
然
の
崇
拝
と
い
う
「
宗
教
的
信
条
」
へ
と
接
続
さ

れ
て
い
く
こ
の
語
り
は
、
夫
婦
の
性
的
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
、
家
庭

の
円
満
と
ひ
い
て
は
国
家
の
安
定
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
い
う
戦
前
か

ら
の
言
説
を
受
け
継
ぐ
と
と
い
問
、
戦
後
に
お
い
て
避
妊
法
が
広
く
周
知
さ
れ
て

い
く
な
か
で
、
「
避
妊
は
人
聞
に
と
っ
て
の
新
し
い
「
自
然
の
姿
」
、
「
人
類
の

叡
智
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
避
妊
を
と
も
な
っ
た
(
そ
し
て
男
女
が
ど
ち

ら
も
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
)
セ
ッ
ク
ス
こ
そ
が
正
し
い
性
の
あ
り
方
と

い
う
規
範
が
浸
透
し
て
い
つ
わ
〕

v

と
荻
野
が
指
摘
す
る
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
し

て
い
る
。

夫
婦
の
肉
体
的
な
繋
が
り
が
国
家
や
、

「
自
然
の
姿
」

「
人
類
の
叡
智
」
と
い

「
百
万
円
煎
餅
」
と
書
か

っ
た
も
の
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は

れ
た
時
期
が
近
い
三
島
の
短
篇
小
説
「
憂
国
」
(
『
小
説
中
央
公
論
』
昭
和
三
十

六
年
一
月
、
執
筆
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
六
年
)
に
繋
が
る
モ
チ
ー
フ
で
も
あ

「
憂
国
」
に
登
場
す
る
新
婚
夫
婦
の
生
活
は
「
す
べ
て
道
徳
的
で
あ
り
、
「
教

「
夫
婦
相
和
シ
」
の
訓
へ
に
も
叶
っ
て
ゐ
た
」
も
の
で
、
典
型
的
な

る育
勅
語
」

の

美
男
美
女
の
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
描
か
れ
る
。

後
に
は
、
国
家
が
ひ
か
え
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
は
す
べ
て
「
神
威
」
に
守
ら
れ

「
憂
国
」

の
夫
婦
の
結
び
つ
き
の
背

の
作
品
内
の
時
代
設
定
の
違
い

は
あ
る
が
、
両
作
品
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
若
い
夫
婦
の
関
係
が
「
宗
教
的
信
条
」

に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
時

た
も
の
で
あ
る
。

「
憂
国
」
と
「
百
万
円
煎
餅
」

期
に
似
た
よ
う
な
設
定
を
時
代
を
変
え
て
描
い
た
の
に
は
、

表
の
前
年
に
あ
っ
た
皇
太
子
の
成
婚
(
昭
和
三
十
四
年
四
月
)
が
影
響
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
百
万
円
煎
餅
」
発

大
衆
化
さ
れ
た
戦
後
社
会
に
お
い
て
皇
太
子
夫
妻
の
姿
が
幾
度
と
な
く
メ
デ
ィ

ア
に
登
場
し
、
「
幸
福
な
家
庭
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
意
味
合
い
を
濃
く
し
て
い

く
な
前
ポ
「
百
万
円
煎
餅
」
の
若
い
夫
婦
の
抱
く
夢
も
ま
た
、
皇
太
子
夫
婦
の
家

庭
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
う
も
の
で
あ
る
。
「
百
万
円
煎
餅
」
発
表
の
同
年
二
月

に
は
親
王
も
生
ま
れ
、
皇
太
子
夫
婦
の
子
育
て
の
様
子
は
女
性
週
刊
誌
に
多
く
と

り
あ
げ
ら
れ
た
。
皇
室
の
伝
統
的
な
慣
習
か
ら
は
距
離
を
お
き
、
皇
太
子
妃
が
自

ら
の
手
で
育
児
や
家
庭
を
担
お
う
と
す
る
姿
は
、
広
く
大
衆
の
関
心
を
集
め
た
。
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こ
の
よ
う
な
時
期
に
「
百
万
円
煎
餅
」
に
描
か
れ
た
理
想
の
結
婚
生
活
を
追
い
求

め
る
夫
婦
の
姿
は
、
ま
さ
に
同
時
代
に
お
け
る
結
婚
生
活
と
家
庭
の
問
題
を
背
景

と
し
て
い
る
。

ま
た
、

の
健
造
と
清
子
の
生
活
設
計
へ
の
関
心
の
高
さ
は

「
百
万
円
煎
餅
」

出
産
計
画
に
お
い
て
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
子
供
と
な
る
と
違
ふ
。
す
っ
か
り
生
活
の
メ
ド
が
立
ち
、
十
分
な

上
に
も
半
分
な
貯
え
が
出
来
、
生
れ
た
子
供
が
一
人
前
に
な
る
ま
で
と
は
行

か
な
く
て
も
、
子
供
の
た
め
に
親
が
世
間
に
恥
じ
な
い
だ
け
の
環
境
を
調
へ

て
や
る
用
意
が
要
る
。
乳
幼
児
の
粉
ミ
ル
ク
代
が
ど
れ
だ
け
莫
迦
に
な
ら
な

い
か
を
、
健
造
は
す
で
に
子
持
ち
の
友
達
か
ら
き
い
て
よ
く
研
究
し
て
ゐ
た
。

か
う
い
ふ
理
想
的
な
計
画
を
心
に
抱
い
て
い
た
の
で
、
夫
婦
は
貧
し
い
人
た



ち
の
、
行
き
当
り
ば
っ
た
り
な
生
活
態
度
を
蔑
ん
で
ゐ
た
。
子
供
は
理
想
的

な
育
児
の
環
境
に
、
計
画
出
産
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

し
、
子
供
が
出
来
た
ら
そ
の
先
に
は
、
も
っ
と
た
の
し
い
生
活
の
夢
が
待
っ

て
ゐ
た
。
し
か
し
二
人
の
夢
は
、
あ
ん
ま
り
遠
く
を
追
は
な
い
こ
と
に
か
け

て
も
堅
実
だ
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
も
目
の
前
に
光
り
を
見
て
ゐ
た
。

家
族
計
画
に
対
す
る
健
造
と
清
子
の
意
識
の
高
さ
は
、
出
産
を
め
ぐ
る
当
時
の

言
説
と
相
似
形
を
な
す
。
家
族
計
画
と
い
う
概
念
は
、
ま
さ
に
戦
後
的
な
も
の
で

あ
る
。
一
戸
建
て
に
住
む
夫
婦
と
子
供
二
人
と
い
う
家
族
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
、

広
く
共
有
さ
れ
る
の
は
、
大
衆
消
費
化
社
会
の
成
立
の
基
本
的
な
要
件
で
あ
る
。

出
生
率
の
低
下
は
家
族
計
画
と
い
う
意
識
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

『
厚
生
白
書
(
昭
和
三
十
三
年
版
)
』
で
は
家
族
計
画
に
つ
い
て
の
説
明

が
行
な
わ
れ
、
国
の
政
策
と
し
て
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
す
る
次
の
よ
う
な
言
説

を
み
る
こ
と
が
で
き
る

D

れ
た
。
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わ
れ
わ
れ
が
健
康
に
し
て
文
化
的
な
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
自
ら
の
手

で
家
族
設
計
す
な
わ
ち
適
当
な
家
族
構
成
を
考
え
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な

る
が
、
家
族
計
画
と
は
、
こ
の
よ
う
な
自
主
的
計
画
的
な
家
族
設
計
の
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
単
に
子
供
の
数
を
減
ら
す
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
現
在
と
将
来
を
考
え
、
適
当
な
時
期
に
適
当
な
数
の
子
供

を
生
む
自
主
的
な
計
画
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
家
族
計
画
を
実

施
す
る
た
め
の
手
段
が
受
胎
調
節
な
の
で
あ
る
。

戦
後
の
ベ
ビ

l
ブ
l
ム
を
経
て
国
家
の
政
策
と
し
て
受
胎
調
節
の
普
及
が
な
さ

れ
て
い
っ
た
。
既
婚
女
性
に
対
し
て
、
受
給
調
節
実
地
指
導
員
に
よ
る
実
施
指
導

が
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
地
道
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
避
妊
や
計

画
出
産
を
実
行
す
る
こ
と
が
い
か
に
自
分
や
家
族
に
と
っ
て
利
益
や
幸
福
を
も
た

ら
す
か
を
、
と
り
わ
け
妊
娠
・
出
産
の
当
事
者
で
あ
る
女
た
ち
自
身
に
納
得
さ
せ
、

自
ら
進
ん
で
受
胎
調
節
に
取
り
組
む
気
持
ち
に
さ
せ
る
こ
と
が
、
指
導
の
成
功
へ

の
秘
訣
と
考
え
ら
れ
加
一

v

た
め
で
あ
る
と
荻
野
美
穂
は
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な

草
の
根
活
動
的
な
指
導
の
ほ
か
に
、
女
性
誌
に
お
い
て
も
家
族
計
画
の
理
念
の
普

及
を
目
指
し
た
記
事
や
具
体
的
な
避
妊
法
に
つ
い
て
の
記
事
、
あ
る
い
は
避
妊
具

の
広
告
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
性
と
出
産
を
め
ぐ
る
問
題
に
人
々
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ぞ
ま
た
、
こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
堕
胎
に
よ

る
産
児
調
整
を
、
母
体
保
護
を
目
的
と
し
た
避
妊
に
よ
る
受
胎
調
節
へ
の
移
行
を

国
が
推
し
進
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
言
説
空
間
の
な
か
に
「
百
万
円
煎
餅
」
は
あ
る

D

健

造
・
清
子
夫
婦
の
計
画
出
産
へ
の
高
い
意
識
は
、
家
族
計
画
を
め
ぐ
る
言
説
を
反

復
す
る
形
で
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

出
産
の
抑
制
は
計
画
的
な
妊
娠
の
遂
行
だ
け
で
な
く
、
堕
胎
に
よ
る
抑
制
も
含

-41ー

ま
れ
る
。
昭
和
三
十
(
五
五
)
年
の
人
工
妊
娠
中
絶
数
は
一
一
七
万
件
に
達
し
て

い
る
。
(
ち
な
み
に
九
五
年
は
三
四
万
件
)
こ
の
よ
う
な
事
態
の
背
景
に
は
、

二
十
三
(
四
八
)
年
の
優
位
保
護
法
の
成
立
や
、
二
十
九
(
五
四
)
年
の
日
本
家

族
計
画
連
盟
の
発
足
と
い
っ
た
流
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
供
は
授
か
り
も
の
で

あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
、
計
商
的
に
作
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
出
産
を
め
ぐ
る

意
識
の
大
き
な
転
換
を

h

つ
な
が
す
も
の
だ
っ
た
。

子
育
て
に
よ
る
経
済
的
負
担
を
回
避
す
る
た
め
に
、
当
時
の
堕
胎
は
結
婚
し
て

い
る
夫
婦
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
山

田
昌
弘
は
「
子
育
て
し
な
が
ら
家
族
が
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
基
盤
が
形
成
さ
れ

わ
可
と
解
説
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
大
衆
消
費
化
社
会
の
到
来
を
裏
付
け
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
よ
り
よ
い
生
活
へ
の
志
向
〉
が
人
生
に
お
け
る
第
一
の
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優
先
事
項
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
い
か
に
消
費
し
生
活
を
向

上
さ
せ
る
か
が
重
要
な
命
題
と
し
て
人
々
に
浸
透
し
て
い
く
時
代
で
あ
り
、
「
百

の
健
造
と
清
子
に
対
す
る
堅
実
な
夫
婦
と
い
う
表
象
も
、
こ
の
よ
う

万
円
煎
餅
」

な
言
説
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く
の
だ
。

四

に
は
、
健
造
と
清
子
が
戯
れ
る
コ
ピ
の
世
界
で
あ
る
「
新

世
界
」
の
他
に
、
も
う
一
つ
別
の
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
新

世
界
」
の
屋
上
か
ら
「
ほ
と
ん
ど
神
秘
的
な
美
し
さ
で
眺
め
や
る
」
広
い
料
理
屋

「
百
万
円
煎
餅
」

間その
で こ空
あを間
る客で
。とあ

しる
て。

訪地
れ理
る的
のに
はこ
埠の

単料
に理
息屋
づは
くも
健ち
造ろ
ら会

長壁
雪量
z T 
階 U

噴 Z
Xが

「
あ
ん
な
と
こ
高
価
い
ん
で
せ
う
ね
え
」

「
そ
り
ゃ
あ
高
い
さ
、
馬
鹿
の
行
く
処
さ
」

「
も
ろ
き
う
な
ん
て
酒
落
れ
た
こ
と
一
言
っ
て
、
胡
瓜
な
ん
か
、
ず
い
ぶ
ん
高

く
売
る
ん
だ
ら
う
な
。

い
く
ら
ぐ
ら
ゐ
0

」

「
さ
あ
、
二
百
円
ぐ
ら
ゐ
か
な
」

健
造
は
清
子
の
手
か
ら
ス
ポ
ツ
・
シ
ャ
ツ
を
受
け
と
っ
て
腕
を
と
ほ
し

し
た
。
清
子
は
手
を
の
ば
し
て
そ
の
ボ
ク
ン
を
一
つ
一
つ
は
め
て
や
り
な
が

ら

つ
づ
け
た
。

「
ば
か
に
し
て
る
わ
、
十
倍
ぢ
ゃ
な
い
の
。
今
、
最
上
品
だ
っ
て
、
三
本
二

十
円
で
売
っ
て
る
わ
よ
」

「
へ
え
、
安
く
な
っ
た
ん
だ
な
」

二
週
間
ぐ
ら
ゐ
前
か
ら
下
っ
て
来
た
ん
だ
わ
ね
」

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
生
活
を
基
準
と
し
た
貨
幣
価
値
に
よ
っ
て
、

世
界
を
認
識
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
世

界
と
は
異
な
る
価
値
基
準
を
も
っ
世
界
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
料
亭
と
い

う
空
間
は
、
「
新
世
界
」
に
隣
接
し
な
が
ら
も
山
の
手
の
住
人
に
よ
っ
て
満
た
さ

れ
た
異
質
の
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
は
浅
草
で
は
な
く
山
の
手
へ
と
接
続
し
て
い
く

場
で
あ
る
。
健
造
と
清
子
が
「
新
世
界
」

し
た
こ
と
を
契
機
に
、
「
百
万
円
煎
餅
」

の
屋
上
か
ら
こ
の
よ
う
な
空
間
を
発
見

は
そ
れ
ま
で
の
コ
ピ
ー
と
の
親
和
性
の

物
語
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

l
(山
の
手
)
/
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
(
浅
草
)

括
抗
の
物
語
へ
と
変
容
し
て
い
く
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

の

」
の
二
項
対
立
的
な
図
式
は
、
健
造
と
清
子
が

「
を
ば
さ
ん
」

の
斡
旋
に
よ
っ

て
山
の
手
の
奥
さ
ん
連
の
集
ま
り
に
呼
ば
れ
て
い
く
こ
と
で
よ
り
一
層
明
瞭
な
も

の
と
な
る
。
セ
ッ
ク
ス
ワ

l
カ
ー
で
あ
る
彼
ら
の
性
に
五
千
円
と
い
う
破
格
の
対

η
4
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価
が
払
わ
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
存
在
と
料
亭
に
行
く
階
層
の
妻
た
ち
の
存
在
の

差
異
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
の
だ
。
健
造
と
清
子
の
セ
ッ
ク
ス
シ
ョ
は
、

シノ

ヨ
ー
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
山
の
手
の
女
た
ち
に
と
っ
て
は
余
興
と
し
て
の
性
、

ク
リ
エ

l
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
こ
に
、

レ

自
ら
を
商
品
と
し
て
提
供
す
る
側
と
、

そ
れ
を
た
だ
楽
し
み
消
費
す
る
側
と
い
う

対
立
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
ら
の
雇
い
主
で
あ
る
「
を

ば
さ
ん
」
と
の
関
係
も
ま
た
、
金
銭
の
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
対
立
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
の
手
の
女
た
ち
の
性
へ
の
関
心
の
源
に
は
、
当
時
の
性
の
解
放
を
め
ぐ
る
状

況
が
背
景
化
さ
れ
て
刊
が
。
特
に
、
昭
和
三
十
五
年
六
月
に
出
版
さ
れ
た
産
婦
人

科
医
謝
国
権
に
よ
る
『
性
生
活
の
知
恵
』
(
池
田
書
底
)
は
ま
た
た
く
ま
に
大
き



な
反
響
を
読
ん
だ
。

『
性
生
活
の
知
恵
』
は
、
人
形
を
つ
か
っ
た
体
位
解
説
が
話

題
と
な
り
、
性
生
活
の
指
導
書
と
し
て
女
性
読
者
を
多
く
獲
得
し
た
。
ま
た
、
女

性
誌
に
お
い
て
も
セ
ッ
ク
ス
相
談
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
性
を
め
ぐ

る
言
説
が
俄
に
活
発
化
し
て
刊
が
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
、
「
百
万
円
煎
餅
」
の
山
の
手
の
女
た
ち
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
補
強
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

「
百
万
円
煎
餅
」
に
描
き
出
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l

/プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
い
う
階
級
闘
争
的
な
二
項
対
立
の
様
相
は
、
仕
事
を
終
え
た
あ
と
の
健
造
の
言

葉
に
よ
っ
て
描
き
だ
さ
れ
る
。
健
造
は
山
の
手
の
女
た
ち
を
「
い
や
な
お
客
」
「
気

障
な
お
客
」
と
悪
態
を
つ
き
、
破
格
の
待
遇
で
あ
る
五
千
円
と
い
う
お
金
に
対
し

て
も
「
こ
い
つ
を
ピ
リ
ピ
リ
破
い
て
や
っ
た
ら
、
胸
が
ス
ツ
と
す
る
ん
だ
が
」
と

釈
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
健
造
が
表
明
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
へ
の
批
判
は
、

い
か
に
も
紋
切
り
型
な
も
の
で
あ
り
、
打
倒
す
べ
き
階
級
差
と
し
て
ま
で
意
識
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
両
者
の
聞
に
大
き
な
差
異
は
存
在
し
な
が
ら
も
、
健
造
た
ち

に
と
っ
て
山
の
手
の
人
聞
は
打
倒
す
べ
き
闘
争
の
相
手
で
は
な
く
、
ま
た
単
純
に

理
想
と
さ
れ
る
対
象
で
も
な
い
の
だ
。

健
造
と
清
子
は
、
浅
草
の
世
界
で
戯
れ
た
幸
せ
な
生
活
を
コ
ピ
ー
し
た
キ
ッ
チ
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ユ
な
世
界
の
消
費
者
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
一
方
で
、
現
実
の
世
界
を
象
徴

す
る
山
の
手
の
女
た
ち
の
前
で
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
彼
女
ら
の
余
興
の
た
め
に

消
費
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
が
浮
き
ぼ
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
健
造
た

ち
の
理
想
は
、
浅
草
の
「
新
世
界
」
で
体
験
し
た
よ
う
な
、
コ
ピ
!
と
戯
れ
る
消

費
者
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
理
想
像
は
「
新
世
界
」
の
人
工
的
な
五
重
塔
に
象
徴

さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
求
め
て
い
る
の
は
、
山
の
手
の
女
た
ち
の
よ
う
な
中
流
階

級
の
生
活
で
は
な
く
、

「
新
世
界
」

の
な
か
に
あ
る
コ
ピ
!
だ
ら
け
の
造
り
物
の

世
界
で
あ
る
。
貧
し
い
健
造
と
清
子
に
と
っ
て
、
幸
福
な
家
庭
と
は
具
体
的
か
っ

現
実
的
な
暮
し
で
は
な
く
、
豊
か
さ
を
記
号
的
に
ち
り
ば
め
た
人
工
的
な
も
の
で

し
か
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
実
の
金
銭
と
し
て
五
千
円
を
手

一
時
的
で
あ
れ
彼
ら
の
懐
が
潤
っ
た
と
し
て
も
、
人
工
的
で
キ
ツ
チ
ュ
な

「
新
世
界
」
で
夢
み
た
理
想
の
生
活
へ
の
切
符
で
あ
る
百
万
円
煎
餅
を
健
造
は
引

き
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し

掌
に
余
る
大
き
な
百
万
円
煎
餅
を
、
彼
は
両
手
で
引
き
破
ら
う
と
身
構
へ

た
。
手
に
煎
餅
の
甘
い
肌
が
粘
つ
い
た
。
買
っ
て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
時
が
経
っ

た
の
で
、
す
っ
か
り
湿
っ
た
煎
餅
は
、
引
き
破
ら
う
と
す
る
そ
ば
か
ら
柔
か

く
く
ね
っ
て
、
く
ね
れ
ば
く
ね
る
ほ
ど
強
靭
な
抵
抗
が
加
は
り
、
健
造
は
ど

う
に
も
そ
れ
を
引
き
破
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
健
造
の
手
に
ね
ば
っ
こ
く
抵
抗
す
る
百
万
円
煎
餅
は
、
彼
ら
が
理
想
と

す
る
生
活
を
か
な
え
る
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
実
の
五
千
円
と
い
う
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金
銭
の
象
徴
で
も
あ
る
。
現
実
の
五
千
円
を
引
き
破
る
と
い
う
行
為
を
、
百
万
円

煎
餅
で
代
償
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
強
靭
な
抵
抗
力
を
ま
え
に
健
造
は
無
力
で

あ
る
。
こ
の
場
面
に
は
、
人
工
的
な
も
の
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
キ
ッ
チ
ュ
で
小
市

民
的
な
健
造
と
清
子
の
夢
の
生
活
が
、
現
実
の
力
に
よ
っ
て
未
だ
大
き
く
限
ま
れ

て
い
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
が
語
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
健
造
と
清
子
の
性
は
、
第
一
義
に
「
自
然
を
崇
拝
す
べ
き
」
と
い

う
彼
ら
の
「
宗
教
的
信
条
」
の
基
本
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
夫
婦
の
態
み
合
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
有
効
な
コ

l
ド
で
あ
る
。

彼
ら
の
も
う
一
つ
の
性
は
、
そ
の
夫
婦
の
性
の
形
態
を
コ
ピ
す
る
こ
と
で
、
商

品
と
し
て
の
位
、
他
者
に
消
費
さ
れ
る
性
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

D

こ
の
商
品
と
し
て
の
性
は
、
何
度
も
コ
ピ
ー
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
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に
と
っ
て
の
性
の
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
、
ボ
l
ド
リ
ヤ
l
ル
的
視

点
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ピ

l
の
再
生
産
に
よ
り
、
「
自
然
を
崇
拝
す
べ

き
」
と
い
う
「
宗
教
的
信
条
」
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
は
消
滅
し
、
彼
ら
は

セ
ッ
ク
ス
を
単
な
る
シ
ョ
ー
と
し
て
売
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
彼
ら
は
こ
の
よ

う
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
で
、
夫
婦
と
し
て
の
性
を
商
品
化
し
て
い
く
。
こ
の
夫

婦
は
、
「
新
世
界
」
の
人
工
的
な
五
重
塔
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
大
衆
消
費
化
し

た
生
活
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
っ
取
り
早
い
方
法
と
し
て
、
自
ら
の
性
を
消
費
さ

れ
る
商
品
と
し
て
の
性
へ
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

プ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l

/プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
二
項
対
立
的
構
造
に
お
い
て
、
下

部
構
造
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
健
造
ら
が
、
階
級
闘
争
に
目
を
向
け
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
も
コ
ピ
!
と
し
て
消
費
さ
れ
る
と
と
も
に
、
コ
ピ

l
の
氾
濫
に
よ
っ

て
成
立
す
る
大
衆
消
費
的
生
活
を
欲
望
し
て
い
く
と
い
う
消
費
活
動
の
方
へ
目
を

大 向
衆け
消 て
費い
社 る
L>. 

化と
へは
と
大 も
きは
く ぞ
変守
玄白ペ7

1 ノレ

モク
ぃス

ミ妾

芸事
の 竺
戦五

重5
L>. -'L 

=:が
と盤
L 山

首争
点年
の

り
様

相
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

コ
ピ
と
戯
れ
て
い
た
自
分
た
ち
が
、

コ
ピ
ー
と
し
て
商
品
化
(
記
号
化
)
さ

コ
ピ
ー
と
戯
れ
消
費
す
る
人
間
の

れ
消
費
さ
れ
て
い
く
健
造
と
清
子
の
存
在
は

主
体
性
そ
の
も
の
の
揺
ら
ぎ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
ら
コ
ピ

l
へ
と
絶
え
間
の
無
い
反
復
運
動
そ
の
も
の
が
、
大
衆
の
欲
望
と
し
て

ごヨ

ピ

あ
る
だ
け
で
な
く
、
欲
望
の
主
体
す
ら
も
固
有
性
を
確
保
し
え
ず
、

て
い
く
世
界
に
溶
解
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
漠
然
た
る
不
安
感
に
満
ち
た
デ
ク
ス

コ
ピ

l
化
し

ト
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
彼
ら
が
追
い
求
め
る
「
誰
の
手
も
届
か
な
い
飛
切
り
の
生
活
の
夢
」
は
、

「
新
世
界
」
の
屋
上
に
あ
る
け
ば
け
ば
し
い
五
重
塔
の
な
か
に
「
純
潔
に
」
し
ま

わ
れ
て
い
る
。
理
想
と
し
て
の
存
在
が
、
人
工
的
か
つ
小
さ
な
五
重
塔
に
し
ま
わ

れ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
三
島
の
小
説
「
金
閣
寺
」
(
『
新
潮
』
昭
和
三
十
一

年一

l
十
月
)
に
お
け
る
金
閣
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
。
美
の
象
徴
と
し
て
金
閣

が
主
人
公
に
絶
対
的
な
力
を
及
ぼ
す
よ
う
に
「
百
万
円
煎
餅
」
の
け
ば
け
ば
し
い

五
重
塔
も
、
彼
ら
の
理
想
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
「
金
閣
寺
」
で
は
、
現
実
の
金
閣
よ
り
も
模
造
の
金
閣
の
方
が
美

し
い
も
の
と
し
て
主
人
公
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
百
万
円
煎
餅
」
で
も

人
工
的
で
小
さ
な
五
重
塔
の
な
か
に
理
想
的
な
生
活
が
し
ま
い
こ
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
、
健
造
と
清
子
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
に
お
い
て
、

「
百
万
円
煎
餅
」
で
は
、
現
実
的
な
も
の
よ
り
も
、
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コ
ピ
ー
さ
れ
た
人
工
的
な
も

の
に
こ
そ
理
想
を
求
め
る
と
い
う
キ
ッ
チ
ュ
な
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
俗
悪
な
模
造
品
と
し
て
の
五
重
塔
の
な
か
に
「
純
潔
に
」
し
ま
わ
れ
た
理
想
像

と
は
、
大
衆
消
費
社
会
に
お
け
る
理
想
的
な
家
庭
像
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
大

衆
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
て
い
く
皇
太
子
一
家
の
姿
に
重
ね
て
み
た
く
な
る
。
さ
ら

に
、
健
造
と
清
子
に
理
想
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
「
新
世
界
」
の
五
重
塔
と
い
う
存

在
そ
の
も
の
の
人
工
性
は
、
彼
ら
の
存
在
が
主
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ごZ

ピ

的
な
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

4μ 注

(
1
)

三
島
由
紀
夫
「
『
百
万
円
煎
餅
』
の
背
景
1
浅
草
新
世
界
」

(
『
東
京
新
聞

タ
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刊
』
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
十
五
日
)

(
2
)
三
島
由
紀
夫
「
解
説
」
(
新
潮
文
庫
『
花
ざ
か
り
の
森
・
憂
国
』
、
昭
和
四
十
三

年
九
月
)

(
3
)

『
新
潮
』
昭
和
三
十
五
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
六

O
年
安
保
を
め
ぐ
る
評
論
に

は
、
石
川
淳
「
政
治
に
つ
い
て
の
架
空
演
舌
」
、
吉
田
健
一
「
象
牙
の
塔
を
出
て
」
、
小

島
信
夫
「
第
三
一
の
新
人
は
ど
う
な
る
」
が
あ
る
。
石
川
は
、
今
日
で
は
政
治
と
芸
術
は
切

り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
混
乱
の
時
期
に
お
い
て
両
者
の
関
係
性
の
見
通
し
を

つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
田
論
で
は
政
治
に
関
与
す
る
な

ら
ば
、
文
士
と
し
て
の
自
己
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
学
と
政
治
が
容
易
く
関
係
を

取
り
結
ぶ
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。
小
島
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
只
中
か
ら
新

た
な
作
家
が
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
三
の
新
人
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
は
政
治

と
一
定
の
距
離
を
と
っ
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
自
己
の
身
近
な
も
の
を
作
品
の
題
材
と

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
る
。

{
4
)
二
一
島
由
紀
夫
「
一
つ
の
政
治
的
意
見
」
(
『
毎
日
新
聞
』
昭
和
三
十
五
年
六
月
二

十
五
日
)

{
5
)
三
島
由
紀
夫
「
『
百
万
円
煎
餅
』
の
背
景
浅
草
新
世
界
」
に
よ
れ
ば
、
=
一
畠
は

昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
六
日
に
は
じ
め
て
浅
草
の
「
新
世
界
」
を
訪
れ
、
そ
の
晩
か
ら

「
百
万
円
煎
餅
」
を
書
き
出
し
た
と
い
う
。

(
6
)

『
明
治
回
大
正
・
昭
和
平
成
物
価
の
文
化
史
事
典
』
(
森
永
卓
郎
監
修
、
甲

賀
忠
一
・
制
作
部
委
員
会
編
、
展
望
社
、
平
成
三
十
年
七
月
)

(
7
)
加
納
実
紀
代
『
戦
後
史
と
ジ
エ
ン
ダ
l
』
(
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
平
成
十
七
年

八
月
)

(
8
)
(
7
)
に
閉
じ
。
な
お
、
主
婦
の
内
職
と
利
殖
の
記
事
に
つ
い
て
加
納
が
調
査
し

て
い
る
の
は
『
主
婦
の
友
』
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
雑
誌
に
お
け
る
同
様
の
記
事
の
主

な
も
の
に
つ
い
て
論
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
主
婦
の
内
職
に
閲
し
て
は
『
婦
人
公
論
』
(
昭

和
二
十
八
年
十
一
月
)
に
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
「
内
職
地
帯
を
ゆ
く
」
(
阿
部
光
代
)
、
『
世

界
』
(
昭
和
二
十
九
年
二
月
)
に
大
原
富
枝
に
よ
る
「
内
職
す
る
主
婦
た
ち
」
、
『
婦
人

公
論
』
(
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
}
に
グ
ラ
ビ
ア
「
内
職
す
る
人
た
ち
」
な
ど
が
あ
り
、

広
く
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
主
婦
向
け
の
利
殖
の
記
事
で
は
、
当
時
話
題

と
な
っ
て
い
た
投
資
家
郎
永
漢
に
よ
る
「
私
の
株
式
投
資
必
勝
法
」
(
『
婦
人
公
論
』
昭

和
三
十
五
年
七

1
十
月
)
が
連
載
さ
れ
た
ほ
か
、
同
誌
の
昭
和
三
一
十
五
年
十
一
月
号
で
は
、

特
集
〈
実
力
女
性
時
代
〉
の
な
か
で
「
手
記
私
の
株
式
投
資
成
功
法
」
が
紹
介
さ
れ
、

こ
の
頃
に
主
婦
の
利
殖
熱
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
利
殖
に
関
す
る
記
事
は
翌

年
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
野
間
宏
「
株
に
滅
ぼ
さ
れ
た
女
性
た
ち
」
(
『
婦
人
公
論
』
昭

和
三
十
六
年
十
二
月
)
な
ど
の
よ
う
に
、
主
婦
た
ち
の
安
易
な
プ

1
ム
を
懸
念
す
る
も
の

も
み
ら
れ
た
。

(
9
)
荻
野
美
穂
『
「
家
族
計
函
」
へ
の
道
近
代
日
本
の
生
殖
を
め
ぐ
る
政
治
』
(
岩

波
書
底
、
平
成
二
十
年
十
月
)

(
1
0
)
赤
川
学
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』
(
勤
草
書
房
、
平
成
+
一
年

四
月
)
。
赤
川
は
こ
の
よ
う
な
言
説
は
「
三
一

0
1
四
0
年
代
の
戦
時
期
を
挟
み
な
が
ら
、

二
0
年
代
と
四

0
年
代
後
半
と
で
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
な
が
ら
存
続
す
る
」
と
し
、
戦
後

に
お
い
て
よ
り
「
量
的
拡
大
」
を
み
せ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
1
1
)
(
自
)
に
同
じ
。

(
1
2
)
松
下
圭
一
「
大
衆
天
皇
制
論
」
(
『
中
央
公
論
』
昭
和
一
二
十
四
年
四
月
)

(
1
3
)
(
日
)
に
同
じ
。

(
1
4
)
(
9
)
に
同
じ
。
荻
野
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
『
主
婦
の
友
』
の
昭
和
三
十
年
三

月
号
の
座
談
会
で
は
、
三
井
金
属
神
岡
鉱
業
所
の
社
宅
の
主
婦
た
ち
を
集
め
、
主
婦
会
で

受
胎
調
節
運
動
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
多
く
の
企
業
体
で
、

従
業
員
家
庭
を
対
象
に
避
妊
方
法
を
指
導
す
る
講
習
会
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
近
代
的
で
合
理
的
な
家
庭
を
目
指
す
「
新
生
活
運
動
」
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と

に
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

(
1
5
)
山
田
昌
弘
『
迷
走
す
る
家
族
戦
後
家
族
モ
デ
ル
の
形
成
と
解
体
』
(
有
斐
閣
、

平
成
十
七
年
二
月
)

(
1
6
)
戦
後
に
は
性
に
対
す
る
規
制
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
氾
濫
な

ど
、
性
に
ま
つ
わ
る
言
説
が
移
し
く
増
え
て
い
る
。
昭
和
一
一
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
ヴ
ア

ン
・
デ
・
ヴ
エ
ル
デ
『
完
全
な
る
結
婚
』
(
原
一
平
訳
、
阿
蘇
書
一
一
居
)
は
結
婚
生
活
に
お

け
る
性
を
論
じ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
ロ
そ
の
他
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ン
ゼ
イ
の
い

わ
ゆ
る
「
キ
ン
ゼ
イ
・
レ
ポ
ー
ト
」
{
昭
和
二
十
三
年
、
二
十
八
年
)
、
当
時
人
気
を
集

め
た
雑
誌
『
夫
婦
生
活
』
に
よ
る
性
生
活
の
手
引
き
な
ど
数
多
く
の
言
説
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

{
1
7
)

『
婦
人
公
論
』
昭
和
三
十
年
九
月
号
で
は
『
性
生
活
の
知
恵
』
の
著
者
に
よ
る

性
知
識
に
つ
い
て
特
集
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
読
者
の
投
稿
に
よ
る
性
体
験
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三島由紀夫「百万円煎餅J論

の
告
白
手
記
が
掲
載
さ
れ
た
り
、

ー
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

セ
ッ
ク
ス
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
と
い
う
連
載
コ

l
ナ

テ
キ
ス
ト
は
『
決
定
瓶
三
島
由
紀
夫
全
集
十
九
』

用
し
た
。

(
な
か
も
と

(
新
潮
社
、
平
成
十
四
年
六
月
}
を
使

さ
お
り
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)
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