
井

学

集

成

公ひ
。
吠
叩

伏

交

の

ー
井
伏
鱒
二
の
近
業
を
め
ぐ
っ
て

l

最
近
、
井
伏
儲
ニ
の
新
し
い
箸
作
が
、
ひ
き
つ
，
つ
い
て
二
冊
出
た
。
『
沼
拐
り
』
(
昭
五
六

・一

O
、
新
潮
社
)
と
、
『
荻
窪
風
土
記
』
(
昭
五
七
・
一
一
、
新
制
社
)
と
の
二
冊
が
そ
れ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
乙
の
乏
作
家
の
お
と
ろ
え
ぬ
力
を
あ
ざ
や
か
に
示
し
て
、
井
伏

フ
ァ
ン
を
菩
ば
せ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
乙
に
は
、
乙
の
作
家
の
い
わ
ば
極
限
の
風

姿
が
あ
る
と
の
思
い
を
禁
じ
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
の
本
命
は
、
長
一
編
『
荻
窪

風
土
記
』
で
あ
る
が
、
短
編
集
で
あ
る
。
『
泌
拐
り
』
も
宕
過
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

『
海
扱
り
』
は
、
表
題
作
の
ほ
か
七
栴
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
「
序
」
に
は
、
「
乙
の
集
の

数
需
は
、
三
、
四
年
前
に
書
い
た
『
策
行
寺
の
池
』
以
外
は
、
そ
れ
を
容
き
終
る
前
後
の
頃
に

舎
い
た
私
の
見
問
実
記
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
小
説
は
「
兼
行
寺
の
池
」

だ
け
だ
と
い
う
乙
と
だ
が
、
素
材
的
に
は
と
に
か
く
、
制
作
と
し
て
の
明
瞭
な
骨
格
を
持
っ
て

い
る
の
は
、
巻
頭
の
「
泌
扮
り
」
と
、
巻
末
の
「
兼
行
寺
の
泊
」
と
の
両
編
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
最
近
の
井
伏
の
隼
は
、
剣
作
と
か
随
筆
と
か
の
区
分
を
乙
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と

と
ろ
に
特
色
が
あ
っ
て
、
両
者
の
区
分
は
無
意
味
に
近
く
も
あ
る
の
だ
が
、
カ
の
入
れ
か
た
に

お
い
て
、
お
の
ず
か
ら
の
差
は
見
る
乙
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
『
荻
窪
風

土
記
』
も
、
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
「
小
説
で
な
く
て
自
伝
風
の
随
筆
の
つ
も
り
で
あ
る
。
」

と
あ
る
が
、
そ
の
力
の
入
れ
具
合
は
明
際
に
創
作
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
半

生
記
|
|
私
の
履
歴
舎
」
(
昭
四
五
〉
と
比
駁
し
て
み
れ
ば
、
よ
く
わ
か
る
乙
と
で
あ
る
。

「
潟
揚
り
」
(
昭
五
四
・
一
二
『
新
潮
』
)
は
、
世
間
へ
の
苛
掠
な
目
の
光
っ
た
井
伏
リ
ア

リ
ズ
ム
の
一
型
を
代
表
す
る
佳
作
で
あ
る
。

八
海
揚
り
V
と
は
、
瀬
戸
内
海
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
、
む
か
し
の
難
破
船
に
積
載
さ
れ
て

い
た
古
備
前
を
一
言
う
。
「
汐
く
ぐ
り
備
前
」
と
も
「
上
陸
備
前
」
と
も
呼
ば
れ
、
骨
登
界
で
珍

重
怠
れ
る
焼
物
で
あ
る
。
人
私
V
(井
伏
)
は
、
あ
る
と
き
(
回
五
ニ
)
、
未
知
の
人
か
ら
、

も
申
h
v

潟
底
の
古
備
前
を
ひ
き
あ
げ
る
催
A
口
に
参
加
し
な
い
か
と
さ
そ
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
相
手
に
し
な

い
が
、
む
か
し
、
疎
開
中
に
、
平
田
入
春
と
い
う
中
学
同
級
生
の
骨
董
屋
か
ら
、
乙
の
汐
く
ぐ

磯

貝

英

夫

り
備
前
の
知
識
を
得
た
乙
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
思
い
出
話
は
平
田
の
頓
死
に
ま
で
及
ぶ
。
催

A
口
へ
の
参
加
の
さ
そ
い
は
三
度
か
か
り
、
八
私
V
は
、
古
併
前
研
究
家
の
校
又
三
郎
に
問
い
合

わ
せ
、
桂
の
私
家
版
『
応
永
的
一
日
と
前
拐
り
古
備
前
』
と
い
う
持
物
事
〕
送
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
岩
那
と
い
う
法
律
に
く
わ
し
い
友
人
か
ら
、
初
底
に
あ
る
泣
失
物
の
法
的
扱
い
に
つ
い
て

聞
く
。以

上
が
乙
の
作
品
の
枠
組
で
あ
る
。
現
在
か
ら
過
去
へ
さ
か
の
ぼ
り
、
ま
た
、
調
舎
に
よ
る

柄
足
を
加
え
る
と
い
っ
た
、
乙
の
作
家
独
特
の
手
な
れ
た
芸
に
よ
る
、
粧
や
か
な
展
開
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
乙
に
映
し
出
さ
れ
る
、
文
字
通
り
の
用
出
し
も
の
を
め
ぐ
る
人
々
の
欲
の
葛

藤
は
す
さ
ま
じ
い
。

海
拐
り
が
は
じ
め
て
世
に
出
た
の
は
、
大
正
八
年
。
鈴
目
当
て
に
泊
に
も
ぐ
っ
た
治
水
夫
が

最
初
の
発
見
者
で
、
昭
和
十
年
ど
ろ
か
ら
古
備
前
が
流
行
し
だ
す
と
、
骨
董
屋
や
数
奇
者
が
金

を
出
し
あ
っ
て
、
引
揚
げ
作
業
を
は
じ
め
る
。
昭
和
十
五
年
ど
ろ
の
岡
山
市
の
陶
守
産
科
院
長

の
打
込
み
か
た
は
、
と
り
わ
け
、
「
ち
ょ
っ
と
異
常
か
と
忠
は
れ
る
ほ
ど
」
で
、
八
か
月
問
、

治
水
夫
を
三
人
と
り
か
え
て
、
部
底
を
掘
り
ま
く
っ
た
。
す
る
と
、
乙
れ
を
杭
取
り
に
来
る
男

が
い
る
。
現
職
の
刑
事
ゃ
、
覆
面
し
た
目
別
き
の
老
人
が
か
ん
だ
り
す
る
。
何
某
組
の
幹
部
な

ど
も
わ
り
乙
ん
で
く
る
。
さ
ら
に
は
、
新
品
を
海
底
に
沈
め
て
ひ
き
あ
げ
、
そ
れ
を
売
り
こ
む

人
聞
が
出
て
く
る
。

さ
な
が
ら
井
伏
流
喜
劇
の
世
界
で
も
あ
る
の
だ
が
、
作
者
は
、
そ
れ
を
戯
画
に
は
仕
立
て

ず
、
さ
ら
り
と
説
明
し
て
、
古
備
前
の
古
雅
と
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
と
が
、
あ
ざ
や
か
な
対
照

と
な
っ
て
う
か
び
あ
が
る
。
病
院
長
の
執
者
は
金
ば
か
り
で
も
な
い
よ
う
だ
が
、
骨
翠
の
魔
力

に
つ
か
れ
て
常
識
を
失
う
お
そ
ろ
し
さ
が
よ
く
出
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
替
い
て
、
祭
が

酷
に
定
ら
な
い
の
は
、
作
者
自
身
、
美
の
持
つ
魔
力
ゃ
、
掘
出
し
も
の
の
と
き
め
き
を
決
し
て

他
人
事
と
は
し
て
い
な
い
せ
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

作
品
の
中
ほ
ど
に
、
一
枚
だ
け
見
つ
か
っ
た
経
瓦
を
、
身
寄
の
者
が
避
難
者
の
供
養
の
た
め

に
海
中
に
投
じ
た
も
の
と
す
る
推
定
に
ふ
れ
て
、
「
さ
う
い
ふ
見
方
を
す
る
と
、
経
瓦
を
投
入

す
る
と
き
の
『
ど
ぶ
ん
』
と
い
ふ
音
が
悶
え
、
潮
騒
の
音
ま
で
聞
え
て
来
る
や
う
な
気
持
が
す
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る
。
」
と
い
う
一
文
が
出
て
く
る
が
、
乙
れ
乙
そ
は
、
乙
の
作
品
を
照
ら
し
だ
す
光
源
に
ほ
か

な
ら
ず
、
乙
れ
に
向
か
い
あ
っ
て
い
る
の
が
、
「
そ
の
本
(
『
応
永
祭
と
海
拐
り
古
備
前
』
〉

を
読
み
終
る
と
、
桂
さ
ん
が
こ
ん
な
風
に
言
っ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
/
『
海
揚
り
の
こ

と
で
右
往
左
往
し
た
人
た
ち
の
話
な
ら
、
乙
の
本
の
な
か
に
書
い
で
あ
る
。
乙
ん
な
作
業
に
関

係
し
て
ゐ
る
と
、
海
揚
り
の
現
物
を
手
に
取
っ
た
と
き
、
一
瞬
、
心
に
閃
く
の
は
売
買
価
格
の

数
字
で
あ
る
。
さ
っ
と
数
字
が
顕
に
浮
か
ぶ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
』
」
と
い
う
一
節
で
あ

る
。
作
者
は
、
乙
の
ひ
か
え
め
な
呼
応
に
お
の
れ
の
感
慨
の
す
べ
て
を
託
し
つ
つ
、
あ
と
は
、

淡
々
と
記
録
の
怒
を
進
め
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
、
人
生
の
あ
る
和
が
あ
、
ぎ
や
か
に
立
ち
現

れ
て
く
る
。
乙
れ
は
、
や
は
り
、
い
わ
ば
過
不
足
な
く
枯
れ
て
き
た
と
も
言
う
べ
き
乙
の
作
者

の
極
地
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
名
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
海
拐
り
」
が
井
伏
リ
ア
リ
ズ
ム
の
一
都
に
立
つ
作
品
だ
と
す
れ
ば
、
「
兼
行
守
の
拍
」

(
昭
五
=
了
一

1
五
、
『
新
制
』
〉
は
、
井
伏
が
久
し
ぶ
り
に
合
い
た
メ
ル
ヘ
ン
で
あ
り
、
無

類
に
楽
し
い
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
井
伏
宇
宙
の
全
円
は
乙
ち
ら
の
ほ
う
に
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

舞
台
は
、
昭
和
五
十
二
年
の
越
後
の
過
肱
の
い
な
か
で
あ
る
。
人
私
V
は
、
ス
プ
ー
ン
工
場

な
ど
を
見
学
す
る
団
体
旅
行
に
途
中
ま
で
加
わ
っ
て
、
そ
の
村
の
兼
行
寺
を
訪
ね
る
。
そ
の
寺

で
育
て
ら
れ
て
、
誌
の
池
に
住
み
つ
い
た
同
判
明
を
見
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
住
附
と
は
か
ね
て

か
ら
の
知
り
合
い
だ
が
、
住
職
一
家
は
多
忙
で
、
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
松
田
松
五
郎
経
営

す
る
と
乙
ろ
の
「
鼎
村
ペ
ン
シ
ョ
ン
第
一
号
館
」
と
い
う
民
宿
に
泊
ま
る
と
、
翌
日
、
同
家
で
、

硫
黄
島
で
戦
死
し
た
二
兄
弟
の
三
十
三
回
忌
の
法
会
が
行
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
乙
で
、
そ
の

日
の
夕
方
、
鴨
を
見
に
行
き
、
翌
日
は
、
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
防
予
の
隙
聞
か
ら
、
母
屋
の
法
誌
を

小
部
一
双
眼
鏡
で
の
ぞ
い
て
、
そ
の
俄
式
の
一
部
始
終
を
記
録
に
と
る
。
そ
れ
が
あ
ら
か
た
済
ん

だ
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
度
鴨
を
見
に
行
っ
て
、
村
を
離
れ
る
。

乙
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
ら
筋
だ
が
、
乙
の
作
品
に
は
、
お
よ
そ
四
つ
ほ
ど
の
特
色
の
複
合
が
見

ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
は
、
昔
な
つ
か
し
い
、
お
か
し
み
に
満
ち
た
井
伏
流
デ
フ
ォ

l
メ
イ
シ
ョ
ン
の
登

場
で
あ
る
。
過
疎
村
に
お
け
る
松
田
松
五
郎
氏
宿
区
が
、
「
鼎
村
ペ
ン
シ
ョ
ン
第
一
号
館
」
に
な

る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
ま
乙
と
に
お
か
し
い
。
鴨
を
比
に
ゆ
く
と
、
草
取
婆
さ
ん
が
い

B

さベ

て
、
「
俺
あ
、
喋
ち
つ
よ
の
よ
だ
ど
も
、
乙
の
寺
の
葬
札
は
安
あ
が
り
で
の
。
戒
名
の
包
銭

は
、
居
士
料
が
二
万
円
だ
で
。
」
な
ど
と
し
ゃ
べ
り
だ
す
の
が
、
ま
た
至
極
楽
し
い
。
そ
の
婆

さ
ん
が
畑
を
耕
す
と
、
鴨
が
、
あ
わ
た
だ
し
く
飛
ん
で
き
て
、
震
巾
若
に
な
っ
て
、
み
み
ず
を

あ
さ
る
の
で
あ
る
。
ペ
ン
シ
ョ
ン
第
一
号
館
の
防
予
の
隙
間
か
ら
、
双
眼
鏡
で
法
事
そ
の
ぞ
く

と
い
う
の
が
、
ま
た
、
ま
さ
し
く
む
か
し
の
井
伏
流
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
の
デ
フ
ォ

l
メ
イ
シ
ョ
ン
は
、
風
俗
事
象
(
自
然
を
も
合
め
て
)
へ
の
執
念
的

と
も
い
え
ば
い
え
る
関
心
お
よ
び
記
録
欲
求
と
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
が
第
二
の

特
色
で
あ
る
。
兼
行
寺
の
桓
家
が
、
過
献
で
十
年
聞
に
二
百
戸
か
ら
八
十
戸
に
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
寺
の
経
営
、
お
布
施
の
お
、
ペ
ン
シ
ョ
ン
の
悶
取
り
、
良
家
の

新
改
築
ぶ
り
、

m
M
協
で
の
口
物
、
畑
の
作
物
な
ど
が
、
乙
ま
か
く
叙
述
さ
れ
る
。
法
事
に
な
る

と
、
乙
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
民
俗
学
の
記
録
の
観
を
呈
す
る
。
和
尚
の
動
き
、
あ
い
さ
つ
も
、
全

部
合
き
と
め
ら
れ
る
。
わ
か
ら
な
い
お
経
の
な
か
み
も
、
あ
と
で
和
尚
に
問
い
あ
わ
せ
た
乙
と

-P一色
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に
し
て
、
容
き
と
め
ら
れ
る
。
お
務
の
料
理
の
品
目
も
記
録
を
れ
、
珍
し
い
三
献
の
式
も
、
乙

ま
か
く
説
明
さ
れ
る
。

乙
う
し
た
記
録
に
よ
っ
て
将
き
あ
が
っ
て
く
る
も
の
は
、
第
-
に
は
、
戦
争
期
か
ら
昭
和
五

十
年
代
の
繁
栄
知
に
か
け
て
の
民
村
の
大
き
な
変
貌
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
狽
存
さ
れ
て
い
る
古
い
伝
統
・
習
慣
で
あ
る
。
作
者
の
略
好
が
後
者
の
方
向
に
向
か

っ
て
い
る
乙
と
は
一
一
弓
つ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
、
と
う
い
う
記
録
牲
に
よ
勺
て
痛

切
に
認
訟
む
れ
る
の
は
、
リ
ア
ル
な
附
の
統
れ
で
あ
る
。
乙
の
点
で
は
メ
ル
ヘ
ン
ど
乙
ろ
で
は

F
ふ

3

。

4
h
i
u
・

第
三
の
特
色
は
、
戦
争
問
題
で
あ
る
。
三
十
三
阿
忌
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
戦
死
者
の
も
の
で

あ
り
、
和
尚
の
法
話
も
戦
争
に
ふ
れ
、
つ
づ
く
雰
人
た
ち
の
ス
ピ
ー
チ
も
す
べ
て
戦
争
に
か
か

わ
り
あ
う
。
和
向
は
、
「
殺
し
あ
ひ
の
地
獄
が
戦
争
と
い
ふ
実
体
で
あ
る
。
」
と
言
ぃ
、
「
:
・

・
:
絶
対
、
わ
し
ら
戦
争
し
て
は
い
か
ん
乙
と
を
、
今
乙
の
坊
で
ち
っ
て
も
ら
ひ
た
い
。
」
と
も

言
う
。
乙
れ
が
木
背
で
あ
る
乙
と
は
、
寺
の
純
将
徒
会
館
で
、
時
同
派
が
沼
歌
や
軍
艦
マ

l
チ

を
流
し
た
と
き
、
和
尚
が
「
火
の
出
る
ほ
ど
肢
を
立
て
た
」
持
活
が
合
き
乙
ま
れ
て
い
る
乙
と

に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。

蒙
古
兵
か
ら
毅
古
の
追
分
を
習
っ
た
と
い
う
、
兵
隊
あ
が
り
の
元
陸
軍
少
尉
、
今
コ
ン
ニ
ャ

ク
製
造
業
者
は
、
「
北
請
の
野
を
駆
け
ず
り
ま
は
加
り
し
て
居
っ
た
日
木
軍
人
は
、
無
駄
な
乙
と

v
記一
ι
ぬ
か
し
て
居
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
た
。
」
と
言
ぃ
、
一
目
的
執
政
の
就
粁
記
者
会
見
に

立
ち
会
っ
た
と
い
う
元
軍
人
は
、
「
当
時
、
日
本
陸
軍
は
H
の
山
の
釣
ひ
の
ゃ
う
で
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
の
実
、
転
が
る
石
で
初
判
に
押
し
か
け
た
ド
ン
・
キ
ホ
l
テ
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
う

し
ま
し
て
、
湾
問
的
執
政
を
出
H-

続
長
帝
と
お
呼
び
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
を
喜
ん
だ
の
が
、
ド
ン

・
キ
ホ
l
テ
の
お
茶
坊
主
の
そ
の
ま
た
お
茶
坊
主
の
、
自
分
ど
も
で
あ
り
ま
し
た
。
」
と
言

-つ。
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む
ろ
ん
、
乙
う
し
た
ス
ピ
ー
チ
は
、
記
録
中
の
つ
く
り
ご
と
部
分
で
(
客
人
た
ち
が
歌
う
前

に
自
己
紹
介
す
る
の
は
お
古
川
の
常
例
と
あ
る
が
、
本
当
か
F
)
、
乙
乙
に
は
一
つ
の
主
題
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
井
伏
と
い
う
作
家
の
戦
争
へ
の
決
し
て
飽
色
し
な
い
激
し
い
思

い
が
、
乙
の
メ
ル
ヘ
ン
ふ
う
の
作
口
聞
を
も
貫
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
は
、
こ
の
作
家
の

特
徴
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
四
の
特
色
は
、
野
鴨
に
結
品
さ
れ
る
井
伏
独
特
の
詩
的
で
あ
る
。
池
へ
行
く
途
中
に
は
、

離
を
つ
れ
た
母
維
が
石
塔
の
あ
い
だ
を
縫
っ
て
歩
い
て
い
る
。
鴨
が
、
「
首
を
前
方
に
長
く
仲

ば
し
、
徳
利
型
の
尻
を
重
々
し
く
後
方
K
突
出
し
て
」
飛
び
立
ち
、
三
本
松
の
脇
の
大
き
な
岩

の
上
に
止
ま
る
と
、
池
に
残
さ
れ
た
家
鴨
が
二
羽
、
岸
に
あ
が
っ
て
、
「
火
の
つ
い
た
や
う
に

け
た
た
ま
し
く
」
鳴
き
騒
ぐ
。
婆
さ
ん
は
、
鴨
を
呼
び
も
ど
そ
う
と
し
て
、
急
い
で
肢
を
耕
し

だ
す
。
い
か
に
も
井
伏
流
の
、
ひ
な
び
た
、
主
回
ふ
う
の
詩
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に

「
し
び
れ
池
の
カ
モ
」
を
知
っ
て
い
る
し
、
早
い
「
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
」
も
自
然
に
思
い
お

と
さ
れ
る
。
年
老
い
た
〈
私
V
が
は
る
ば
る
と
尋
ね
て
き
た
詩
|
|
夢
は
、
乙
乙
に
、
・
久
し
ぶ

り
に
ほ
と
ん
ど
泣
憾
な
く
結
象
し
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
四
つ
の
、
抽
象
的
に
は
兵
質
と
も
思
わ
れ
る
特
色
が
、
乙
の
作
品
で
は
顕
然

と
し
て
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
乙
の
四
つ
は
、
井
伏
の
持
つ
ほ
と
ん
ど
金
要
素

と
言
っ
て
も
よ
く
、
そ
れ
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
集
約
さ
れ
て
い
る
窓
味
で
、
私
は
と
く
に
乙
の
作

品
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

『
海
揚
り
』
は
、
以
上
の
二
名
作
を
最
初
と
最
後
に
お
き
、
つ
づ
く
枠
組
と
し
て
、
「
御
隠

居
」
と
「
蜜
柑
の
木
」
の
ニ
小
編
を
す
え
、
そ
の
な
か
に
、
ま
ず
、
「
木
山
援
平
の
詩
と
日
記
」

「
上
林
腕
」
の
友
人
作
家
も
の
二
編
、
次
に
、
「
ブ
キ
テ
マ
三
又
路
と
柳
霊
徳
の
乙
と
」
「
徴

員
時
代
の
堺
誠
一
郎
」
の
戦
争
も
の
二
編
を
配
置
す
る
と
い
う
椛
成
に
な
っ
て
い
る
。
う
ち
、

戦
争
も
の
は
、
ま
じ
め
な
徴
員
仲
間
の
命
を
理
不
尽
に
絶
っ
た
翠
・
戦
争
へ
の
告
発
意
識
が
強

〈
、
そ
れ
が
、
「
兼
行
寺
の
池
」
の
な
か
の
戦
争
論
と
も
ひ
び
き
あ
っ
て
、
乙
の
作
家
の
な
か

で
持
続
す
る
反
戦
怠
識
に
強
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
論
と
し
て
は
と
く
に

と
り
あ
げ
る
乙
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
『
荻
窪
風
士
記
』
へ
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
荻
窪
風
土
記
|
|
壁
多
摩
郡
井
荻
村
」
は
、
「
豊
多
摩
郡
井
荻
村
」
の
総
題
の
も
と
に
、

『
新
潮
』
昭
和
五
十
六
年
ニ
且
す
か
ら
五
十
七
年
六
月
号
ま
で
、
十
七
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
。
若
干
の
部
分
削
除
な
ど
は
見
ら
れ
る
が
、
連
載
時
と
単
行
本
と
で
大
き
な

変
化
は
な
い
。

す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
作
者
は
、
「
あ
と
が
き
」
で
「
小
説
で
な
く
て
自
伝
風
の
随
筆
の

つ
も
り
で
あ
る
。
」
と
告
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
に
し
て
も
、
そ
の
念
の
入
れ
か
た
は
、

な
み
の
随
筆
の
そ
れ
で
は
な
い
。
つ
a

つ
い
て
、
「
こ
ま
ご
ま
し
た
乙
と
が
多
い
た
め
、
第
が
渋

滞
す
る
と
辛
い
の
で
聞
き
書
き
の
調
子
の
や
う
に
仕
向
け
な
が
ら
書
い
た
。
」
と
あ
る
の
も
、

逆
に
は
、
市
唱
を
渋
滞
さ
せ
か
ね
な
い
震
い
芯
閃
を
語
っ
て
い
る
と
一
一
員
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の

怠
図
の
第
一
は
細
部
の
正
躍
を
期
す
る
乙
と
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
芸

術
的
な
形
象
化
、
効
果
へ
の
入
念
な
配
応
も
貝
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
初
章
の
「
荻
窪
八
丁
通
り
」
は
秀
逸
で
、
そ
の
成
功
が
十
七
同
連
載
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
岡
山
わ
れ
る
。

ま
ず
、
長
谷
川
弥
次
郎
と
い
う
告
の
長
老
(
元
小
作
)
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
老
人
の
話
と
し

て
、
関
東
大
震
災
前
に
は
、
品
川
の
汽
笛
が
荻
窪
ま
で
聞
こ
え
て
き
た
乙
と
を
記
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
の
流
れ
が
一
挙
に
浮
か
び
あ
が
る
。
つ
い
で
、
弥
次
郎
が
大
根
な
ど

を
大
八
車
に
の
せ
て
、
百
戸
夜
中
に
出
先
す
る
と
、
新
宿
大
宗
寺
あ
た
り
で
夜
が
明
け
る
話
、
途

中
の
坂
道
で
は
、
一
回
五
回
か
一
銭
(
第
一
次
欧
別
大
戦
後
は
二
銭
か
三
銭
)
で
立
ち
ん
坊
に

後
押
し
を
さ
せ
る
話
に
移
る
。
や
が
て
、
そ
の
前
十
を
牛
に
ひ
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
で
馬

に
か
わ
る
。
大
八
車
が
ゴ
ム
輪
四
輪
車
に
な
る
の
は
大
正
十
三
、
四
年
。
大
正
十
四
年
に
は
、

農
用
荷
馬
車
が
井
荻
村
に
四
十
六
台
あ
っ
た
と
い
う
。
乙
う
い
う
話
題
に
よ
っ
て
、
今
度
は
、

身
近
な
生
活
の
が
わ
か
ら
時
の
流
れ
が
浮
か
び
あ
が
る
。
乙
れ
は
、
乙
の
作
品
の
基
本
主
題
を

冒
頭
一
挙
に
提
示
し
た
、
み
ご
と
な
導
入
で
あ
る
。

乙
う
し
て
、
昭
和
二
年
筆
者
荻
窪
転
入
の
話
に
入
る
の
だ
が
、
話
は
一
直
線
に
は
進
ま
ず
、

森
泰
樹
『
杉
並
区
史
探
訪
』
に
よ
っ
て
の
、
徳
川
家
泰
開
発
の
、
蹄
鉄
屋
と
一
膳
飯
屋
を
と
も

な
っ
た
青
梅
街
道
の
話
、
矢
崎
老
人
若
『
荻
窪
の
今
昔
と
商
底
街
之
変
遷
』
に
よ
っ
て
の
、
大

正
初
期
の
荻
窪
界
隈
の
姿
な
ど
に
筆
が
旋
回
す
る
。
江
戸
へ
の
笠
の
遡
及
は
、
乙
の
後
も
し
ば

し
ば
あ
ら
わ
れ
て
、
乙
の
作
品
に
深
い
時
間
の
奥
行
き
を
あ
た
え
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
す
で
に
早
く
乙
乙
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
学
生
時
代
(
大
正
十
年
こ
ろ
)
に
、
井
伏
読
者
に
は
お
な
じ
み
の
青
木
南
八
と
天

沼
教
会
を
訪
ね
た
話
、
昭
和
二
年
、
貧
乏
な
文
学
青
年
の
気
楽
に
住
め
そ
う
な
と
こ
ろ
と
し
て
、

乙
の
地
に
家
を
建
て
よ
う
と
思
い
、
野
良
仕
事
の
百
姓
か
ら
、
坪
七
銭
、
下
肥
を
他
へ
譲
ら

ぬ
こ
と
と
い
う
契
約
で
借
地
を
し
た
話
に
入
る
。
そ
の
あ
と
、
二
、
三
年
で
あ
ら
か
た
な
く
な

っ
た
石
地
肢
の
話
、
昭
和
四
、
五
年
に
は
オ
ハ
グ
ロ
ド
プ
そ
っ
く
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ

こ
へ
気
の
毒
に
大
雅
堂
主
人
が
落
ち
乙
ん
だ
千
川
用
水
の
話
が
、
昔
の
詩
を
引
用
し
て
展
開
さ
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れ
る
。
そ
じ
て
最
後
は
、
そ
の
オ
ハ
グ
ロ
ド
プ
の
話
を
清
め
る
よ
う
に
、
昭
和
二
年
か
ら
出
入

り
の
植
木
屋
木
下
に
、
江
戸
期
の
ま
い
ま
い
ず
井
戸
の
残
依
の
存
在
を
五
十
何
年
ぶ
り
に
教
え

ら
れ
る
話
に
移
っ
て
、
準
が
止
ま
る
。

以
上
は
、
実
は
か
な
り
整
理
し
た
要
述
で
あ
っ
て
、
実
際
の
叙
述
は
も
っ
と
い
り
く
ん
で
お

り
、
情
報
量
も
多
い
。
「
あ
る
と
き
矢
嶋
さ
ん
に
『
大
正
初
期
、
朝
鮮
原
の
ク
ヌ
ギ
林
(
清
水

一
丁
目
あ
た
り
〉
の
な
か
に
は
、
ど
ん
な
草
が
生
え
て
ゐ
ま
し
た
か
』
と
訊
く
と
、
ゆ
っ
く
り

汚
へ
な
が
ら
、
ス
ス
キ
、
フ
キ
、
シ
ド
ミ
(
ク
サ
ボ
ケ
)
、
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
(
白
と
寅
)
、
山
ユ

リ
、
ツ
リ
ガ
ネ
草
、
チ
ガ
ヤ
(
ツ
パ
ナ
)
、
ャ
プ
ク
ワ
ン
ザ
ウ
な
ど
生
え
て
ゐ
た
と
言
っ
た
。
」

と
い
う
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
や
が
て
は
、
乙
れ
が
次
の
よ
う
な
叙
述
に
も
な
る
。
「
す
で
に

豆
十
年
以
上
も
前
の
乙
と
で
あ
る
。
健
か
な
記
位
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
当
時
、
乙
の
辺
に
住

ん
で
ゐ
た
震
の
木
下
の
記
憶
を
借
り
る
。
即
ち
、
武
蔵
野
紛
の
右
手
は
、
中
込
と
い
ふ
電
気
屋

で
あ
っ
た
。
(
現
在
、
改
築
し
て
以
前
か
ら
の
営
業
を
つ
づ
け
て
ゐ
る
)
そ
の
右
手
が
床
屋
、

そ
れ
か
ら
時
計
屋
、
生
地
、
空
地
、
区
劃
整
理
の
松
丁
。
そ
乙
の
角
応
が
長
回
屋
と
い
ふ
乾
物

館
。
(
乙
れ
は
昭
和
三
、
四
年
ど
ろ
に
閑
応
し
た
)
次
が
、
近
限
の
話
器
と
い
ふ
定
職
の
家
。

(
後
に
、
畳
屋
の
活
に
な
っ
て
、
今
は
奨
窓
や
ス
リ
ッ
パ
な
ど
売
っ
て
ゐ
る
)
次
が
空
刻
、
回

中
医
院
、
空
地
、
空
地
。
次
が
『
大
高
原
つ
ば
』
と
い
ふ
広
い
空
地
に
な
っ
て
ゐ
た
。
」

(
「
平
野
屋
箔
応
」
)
一

頻
出
す
る
乙
う
い
う
記
述
が
、
し
か
し
、
情
報
過
多
の
煩
玖
な
印
象
を
ほ
と
ん
ど
与
え
な
い

の
は
、
ま
さ
し
く
至
芸
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
主
要
な
コ
ツ
は
、
乙
う
い
う
桁
確
な
事
象
の
記

録
と
、
お
お
ら
か
な
務
話
と
の
た
く
み
な
い
り
く
ま
せ
か
た
に
あ
る
と
見
て
よ
い
の
だ
が
、
そ

の
根
本
は
、
乙
う
し
た
事
象
の
列
記
が
、
作
者
の
や
み
が
た
い
知
的
要
求
に
支
え
ら
れ
て
、
い

さ
さ
か
も
笠
一
眼
化
し
て
い
な
い
乙
と
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
作
者

の
強
い
知
的
願
盟
に
同
化
し
て
、
ま
さ
し
く
知
り
た
い
乙
と
を
知
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
次
第

に
、
一
つ
の
風
土
の
奥
深
い
歴
史
に
立
ち
会
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
作
者
の

客
び
は
、
そ
の
ま
ま
読
者
の
官
官
び
と
な
る
。

な
お
、
乙
乙
で
注
目
す
べ
き
乙
と
は
、
最
初
に
長
谷
川
弥
次
郎
と
い
う
、
昔
小
作
の
震
の
長

老
を
登
場
さ
せ
、
最
後
に
は
、
五
十
何
年
つ
き
あ
っ
て
き
た
木
下
と
い
う
柏
木
屋
(
事
の
木
下

と
あ
る
の
も
同
一
人
物
)
を
出
し
て
、
し
め
く
く
っ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
と
の
照
応
は
、
井

伏
が
そ
の
第
二
の
郷
土
を
眺
め
る
視
座
が
、
徹
底
し
て
下
か
ら
の
視
座
で
あ
る
乙
と
を
示
し

て
、
遺
憾
が
な
い
。
乙
れ
は
、
「
荻
窪
風
土
記
」
全
を
に
貫
徹
す
る
特
色
で
あ
る
。
荻
箆
八
丁

遇
り
の
矢
嶋
さ
ん
と
い
う
の
は
民
間
の
郷
土
史
家
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
人
の
目
を
借
り
て

も
、
お
役
所
の
資
料
な
ど
は
一
一
願
も
し
な
い
。
・
少
な
く
と
も
表
に
は
い
っ
さ
い
出
さ
な
い
。
乙

れ
は
、
ま
ち
が
い
な
く
意
識
的
な
姿
勢
で
あ
っ
て
、
乙
-
ヴ
い
ろ
視
座
の
貫
徹
か
ら
、
‘
な
つ
か
し
-

い
井
伏
的
宇
宙
が
創
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
乙
乙
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
う
い
・
つ
土
地
の
生
活
者
ば
か
力
で
は
な
ド
。
、
作
者
が

そ
の
一
人
で
あ
る
文
士
た
ち
ー
ー
と
い
う
よ
り
文
学
青
年
た
ち
が
、
守
乙
の
冒
頭
以
降
、
次
第

κ

多
数
登
場
す
る
乙
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
の
迩
中
も
、
世
の
権
力
や
金
力
と
は
何
の
関
係
も
な

い
、
か
よ
わ
い
十
牧
野
の
将
草
に
す
ぎ
な
い

O
Lか
も
、
作
者
は
、
守
か
れ
ら
を
扱
っ
て
、
事
の
弄

老
や
植
木
屋
よ
り
も
俊
位
に
立
た
せ
る
乙
と
は
絶
対
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
少

な
く
と
も
私
個
人
は
、
乙
の
作
品
の
全
体
に
お
い
て
、
そ
の
真
打
ち
は
、
名
の
あ
る
文
士
た
ち

で
は
な
く
、
だ
れ
が
知
る
わ
け
で
も
な
い
市
井
の
庶
民
た
ち
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
強
い
の

だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
最
初
と
最
後
に
む
も
あ
り
ふ
れ
た
生
活
人
を
お
い
た
乙
の
初
志
の
抑
制
迭

に
お
い
て
、
す
で
に
早
く
、
ひ
そ
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
の
乙
と
は
、
ま
た
後
に
も
く
り
か
え
す
話
慰
と
し
て
、
乙
の
初
草
の
あ
た
え
る
感
銘
を
一
口

で
一
日
一
旬
っ
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
の
一
と
こ
ろ
で
ふ
と
も
ら
さ
れ
て
い
る
「
時
の
た
つ
の
が
早
す

ぎ
る
や
う
な
気
が
す
る
o

」
と
い
う
乙
と
ば
に
集
約
さ
れ
る
。
乙
の
何
気
な
い
乙
と
ば
が
、
読

み
お
わ
っ
て
、
ず
っ
し
り
し
た
重
み
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
の
、
ま
乙
と
に
平
凡
で

し
か
し
奥
深
い
乙
と
ば
乙
そ
は
、
実
は
、
「
荻
窪
風
土
記
」
全
編
の
基
本
主
題
で
も
あ
る
と
宮

弓
て
よ
い
の
で
あ
る
了

~ti--

あ
と
は
忽
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
と
第
三
章
は
、
初
章
に
あ
る
、
関
東
大
震
災
前

後
で
の
大
き
な
変
化
の
指
摘
を
受
け
て
の
、
関
東
大
震
災
に
述
う
の
記
で
あ
り
、
全
学
中
の
雄

編
で
あ
る
。

「
と
こ
ろ
が
じ
り
じ
り
と
教
く
な
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
京
の
笠
K
大
き
な
入
道
雲
が
山
山

た
。
そ
れ
も
今
ま
で
私
の
見
た
乙
と
も
な
い
や
う
な
、
繊
細
な
即
棋
を
持
つ
珍
し
い
雲
で
あ
っ

た
。
後
日
の
新
聞
で
わ
か
っ
た
が
、
乙
れ
は
積
乱
雲
と
い
ふ
雲
で
あ
る
。
(
中
略
)
堂
々
と
心

て
美
し
い
雲
で
あ
っ
た
。
」

「
積
乱
雲
は
日
が
容
れ
る
と
下
界
の
火
の
海
の
光
り
を
受
け
て
武
赤
な
色
に
見
え
、
夜
明
け

頃
に
な
る
と
す
っ
か
り
図
的
一
色
に
変
り
、
朝
日
が
出
る
と
細
か
い
疫
を
見
せ
る
真
白
な
雲
に
な

る
。
は
っ
き
り
と
赤
、
黒
、
白
と
、
変
幻
自
在
に
三
通
り
の
色
に
変
っ
て
行
っ
た
。
」

「
日
が
沈
む
と
、
昨
日
と
同
じ
や
う
に
下
町
の
方
の
火
の
お
が
笠
の
お
乱
宗
一
を
お
赤
に
見

せ
、
夜
明
け
に
な
る
と
告
は
以
く
変
色
し
、
太
陽
が
出
る
と
白
い
雲
に
見
え
た
。
」

「
四
日
目
に
は
、
燃
え
る
も
の
は
燃
え
て
し
ま
っ
た
。
積
乱
雲
は
熱
気
と
関
聯
が
あ
る
せ
ゐ

か
、
四
日
目
に
も
空
に
出
た
。
」



以
上
は
、
地
震
時
の
雲
の
叙
述
を
抜
き
出
し
た
も
の
だ
が
、
乙
れ
だ
け
の
抽
出
に
よ
っ
て

も
、
作
者
の
力
の
入
れ
か
た
が
、
な
み
の
随
筆
も
の
と
ち
が
う
乙
と
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

主
人
公
は
、
ヵ
ン
カ
ン
相
に
日
和
下
駄
と
い
・
つ
い
で
た
ち
で
、
七
日
自
に
亙
尽
を
退
散
し
、

立
川
ま
で
歩
き
、
そ
乙
か
ら
汽
車
に
釆
っ
て
郷
町
且
へ
帰
る
の
だ
が
、
そ
の
途
中
で
、
荻
窪
一
穏

を
通
過
す
る
の
で
あ
る
。
流
一
冨
に
よ
る
暴
動
へ
の
も
の
も
の
し
い
警
戒
ぷ
り
と
、
避
難
民
へ
の

あ
た
た
か
い
も
て
な
し
と
の
住
民
の
二
側
面
が
あ
.
ざ
や
か
に
写
し
出
さ
れ
る
。
苦
し
い
避
難
行

で
あ
る
が
、
乙
乙
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
作
右
が
、
お
の
れ
の
お
口
抗
や
体
験
を
別
あ
つ
ら
え
に

仕
立
て
る
こ
と
を
い
っ
さ
い
し
て
い
な
い
乙
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
乙
の
非
常
休
験
に
お

い
て
も
、
〈
私
V
そ
れ
自
身
は
決
し
て
ヒ
ー
ロ
ー
に
は
な
ら
ず
、
終
始
、
目
と
し
て
椴
能
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
人
私
V
は
、
車
中
で
、
弘
前
物
に
荒
抑
制
の
将
と
い
・
つ
い
で
た
ち
の
法
科
大
学
生
と

同
席
す
る
の
で
あ
る
が
、
汽
寧
が
甲
府
に
若
く
と
、
接
待
に
出
て
い
た
女
学
生
集
団
の
一
人

が
、
自
分
の
赤
い
腰
紐
を
抜
き
と
っ
て
大
学
生
に
手
渡
し
、
大
学
生
は
め
で
た
く
着
物
に
赤
い

腰
紐
姿
に
な
る
。
そ
う
い
う
折
話
が
興
味
ぶ
か
く
写
し
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
、

八
私

V
は
、
目
そ
の
も
の
に
な
っ
て
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
。
人
私

V
が
姿
を
現
す
と
き

も
、
か
れ
は
、
乙
の
大
学
生
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
レ
ベ
ル
で
出
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
だ

け
が
大
映
し
に
な
る
乙
と
は
絶
対
に
な
い
。
実
は
、
乙
れ
は
、
井
伏
蹄
ニ
の
全
作
品
に
一
貫
す

る
基
本
特
色
な
の
で
あ
る
が
、
乙
こ
で
も
、
そ
の
あ
り
か
た
は
釘
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
作
者
は
、
逃
げ
出
し
た
一
庶
民
と
し
て
の
お
の
れ
の
視
点
か
ら
外
へ
出
る
乙
と
は

ま
っ
た
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
乙
に
基
本
的
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
親
切
を
受
け
た
者

と
し
て
の
、
市
井
の
人
々
に
対
す
る
信
頼
の
感
情
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
か
れ
ら
を
と
ら
え
た
荒

唐
な
流
言
蛮
語
も
裂
き
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
結
局
は
、
「
至
る
と
乙
ろ
で
行
き
す

ぎ
の
間
違
ひ
が
起
き
た
。
今
だ
に
そ
れ
を
問
題
に
す
る
人
が
ゐ
る
が
、
み
ん
な
流
言
に
逆
上
さ

せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
」
(
「
町
内
の
粧
木
屋
」
)
と
し
て
、
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
観
念
的
知
識
人
は
こ
れ
を
心
外
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
井
伏
の
実
感
的
な
下
か
ら
の
視

座
は
、
乙
乙
で
も
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
の
震
災
話
の
最
後
に
は
、
震
災
後
の
文
壇
情
勢
の
激
変
の
な
か
で
、
八
私
V
が
困
惑
と
あ

せ
り
か
}
感
じ
る
乙
と
が
舎
か
れ
る
が
、
そ
の
延
長
線
で
、
昭
和
二
年
、
家
郷
の
兄
に
金
を
無
心

し
て
、
荻
窪
に
家
を
建
て
る
話
を
香
い
た
「
平
野
原
酒
底
」
が
く
る
。
平
野
屋
酒
底
と
は
、
家

の
建
つ
あ
い
だ
下
宿
し
た
庖
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
最
初
に
支
払
っ
た
建
築
代
金
を
仲
介
者
と

偵
察
に
ど
ま
か
さ
れ
、
や
む
を
え
ず
、
高
利
の
金
を
借
り
て
、
建
築
を
続
行
さ
せ
、
最
低
の
普

請
で
間
に
あ
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
(
の
ち
、
兄
の
再
度
の
送
金
に
よ
っ
て
返
済
)
全
編
中
も

っ
と
も
ド
ラ
7

性
に
富
ん
だ
章
だ
が
、
主
人
公
が
わ
の
乙
と
と
し
て
は
、
「
寝
て
も
醒
め
て

も
、
金
の
無
い
の
が
気
に
な
っ
て
、
貧
乏
に
は
慣
れ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
ゐ
て
も
、
自
分
は
も
う

貧
乏
に
は
飽
き
飽
き
し
た
と
忠
ふ
や
う
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
程
度
の
叙
述
が
あ
る
だ
け
で
、

家
を
椅
え
た
直
後
に
あ
っ
た
は
ず
の
結
婚
の
乙
と
な
ど
、
全
然
出
て
乙
な
い
。
た
だ
、
一
言
、

「
官
阿
利
の
金
を
払
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
そ
れ
か
ら
一
年
た
っ
て
も
二
年
た
っ
て
も
、
ま
た
私
が

家
内
と
所
帯
を
持
っ
て
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
、
毎
月
の
や
う
に
月
末
の
支
払
ひ
が
う
ま
く

行
か
な
か
っ
た
。
」
と
、
多
分
前
後
の
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
に
、
も
っ
と
も
目
立
た
ぬ
か
た
ち
で

ふ
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
乙
乙
で
も
、
人
私
V
は
決
し
て
ド
ラ
マ
の
主
役
に
は
な
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
そ

の
か
わ
り
に
、
隣
り
に
り
っ
ぱ
な
家
を
廷
で
た
本
望
さ
ん
が
や
が
て
亡
く
な
り
、
そ
の
奥
さ
ん

が
、
こ
っ
そ
り
立
ち
退
く
と
き
に
、
無
言
の
悶
き
土
産
と
し
て
ヒ
ノ
キ
材
の
は
し
ど
を
お
い
て

い
っ
た
乙
と
が
、
く
わ
し
く
脅
か
れ
る
。
乙
ん
な
自
伝
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
る
も
の
で
は
な

3
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と
の
笠
の
後
、
「
文
学
青
年
箆
れ
」
「
天
沼
の
弁
天
湿
り
」
「
阿
佐
ケ
谷
将
棋
会
」
「
杭
・

阿
佐
ケ
谷
将
棋
会
」
と
、
文
士
交
遊
録
を
主
と
し
た
茸
が
つ
づ
く
。

乙
れ
ら
の
章
で
の
隼
の
基
本
特
色
は
、
そ
れ
が
、
対
象
の
著
名
性
に
よ
り
か
か
っ
て
読
ま
せ

る
、
世
の
一
般
の
文
知
一
随
筆
の
く
さ
み
を
ほ
と
ん
ど
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
乙
と
に
あ
る
。
と
く
に

著
名
者
を
呼
び
ょ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
ま
た
、
無
名
と
著
名
の
区
分
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

「
人
間
は
大
な
り
小
な
り
群
れ
を
つ
く
る
習
性
を
持
っ
て
ゐ
る
。
馬
も
こ
の
通
り
で
あ
る
と

い
ふ
。
(
中
略
)
と
か
く
メ
ダ
カ
は
群
れ
た
が
る
と
い
ふ
が
、
そ
れ
で
結
構
だ
と
私
は
思
っ
て

ゐ
る
。
」

「
お
互
に
い
い
作
品
を
脅
く
の
が
念
願
だ
が
、
ど
ん
な
に
力
を
入
れ
た
作
品
で
も
百
点
満
点

の
作
品
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、
い
つ
だ
っ
て
間
に
合
は
せ
の
も
の
し
か
書
い

て
ゐ
な
い
。
先
づ
、
今
後
何
年
か
生
き
る
と
し
て
、
短
篇
何
十
篇
か
の
う
ち
一
鰐
で
も
い
い
か

ら
、
『
あ
あ
舎
い
た
』
と
、
し
み
じ
み
思
ふ
乙
と
の
出
来
る
も
の
が
容
け
れ
ば
い
い
。
お
互
に

そ
れ
が
出
来
な
い
か
ら
、
毎
年
の
や
う
に
翌
年
犯
し
の
順
に
任
し
て
ゐ
る
。
」

「
阿
佐
ケ
谷
将
棋
会
の
連
中
は
、

A
B
C
D
E
i
-
-
-
お
互
に
世
間
的
に
は
丙
と
丁
と
の
問
ぐ

ら
ゐ
の
暮
し
を
し
て
ゐ
た
が
、
お
互
に
意
地
わ
る
を
す
る
者
も
な
く
割
合
に
仲
よ
く
附
会
っ
て

ゐ
た
。

A
B
C
D
E
i
-
-
-共
に
身
す
ぎ
世
す
ぎ
で
原
稿
を
合
き
な
が
ら
、
時
に
は
そ
と
に
生
き

甲
斐
を
感
じ
る
べ
き
だ
と
思
ふ
乙
と
も
あ
り
、
ろ
く
で
も
な
い
原
稿
を
舎
い
て
も
締
切
の
関
係

だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
口
を
ぬ
ぐ
っ
て
ゐ
る
乙
と
も
あ
る
。

A
B
C
D
E
i
-
-
-共
に
お
互
さ
ま
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だ
か
ら
、
も
し
乙
ち
ら
を
軽
蔑
す
る
手
合
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
を
仲
間
と
思
っ
て
や
ら
な
い
だ

け
で
あ
る
。
」

乙
れ
が
、
乙
の
交
遊
録
の
器
本
姿
勢
で
あ
る
。
弱
い
者
が
、
貧
し
さ
の
な
か
で
、
そ
の
弱
み

を
さ
ら
け
だ
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
|
|
そ
う
い
う
生
態
へ
の
共
生

惑
と
い
た
わ
り
の
感
情
と
が
、
乙
れ
ら
の
記
述
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
乙
に
は
、
エ
リ

ー
ト
選
別
意
識
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
も
っ
と
も
無
器
用
に
、
正
直
に
お
の
れ

自
身
を
生
き
て
、
た
く
み
な
世
わ
た
り
な
ど
で
き
な
い
文
士
た
ち
へ
の
親
近
感
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
乙
乙
に
は
、
特
別
あ
っ
か
い
の
エ
リ
ー
ト
性
奇
行
な
ど
は
、
か
け
ら
も
出
て
乙
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
は
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
性
癖
ゃ
う
し
ろ
姿
だ
け
が
拙
か
れ
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
村
地
平
は
将
棋
が
弱
く
て
、
だ
れ
に
で
も
負
け
る
の
で
人
気
が
あ

り
、
外
村
山
訴
は
心
か
ら
窓
動
会
が
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
乙
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
文
士
た
ち
の
専
有
物
で
は
な
い
わ
け
で
、
だ
か

ら
、
作
者
は
、
一
般
の
生
活
者
た
ち
と
文
士
と
の
あ
い
だ
を
自
由
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、
時
代
の
波
は
こ
う
い
う
文
士
た
ち
を
も
容
赦
な
く
ま
き
乙
ん
で
ゆ
く
。
戦
争
で

あ
る
。
阿
佐
ケ
谷
将
棋
会
の
な
り
ゆ
き
を
追
っ
て
、
隼
は
、
会
民
二
人
の
応
召
に
お
よ
び
、
さ

ら
に
、
井
伏
を
合
め
て
の
三
人
が
、
陸
軍
徴
用
令
を
受
け
て
、
サ
イ
ゴ
ン
に
運
ば
れ
る
と
乙
ろ

ま
で
進
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
乙
れ
ら
の
章
に
つ
づ
く
コ

7
二
六
事
件
の
頃
」
で
は
、
そ
の
祭
に
触
発
さ
れ
た

よ
う
に
、
二
・
二
六
事
件
の
休
験
が
記
さ
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
辛
に
な
っ
て
い
る
。
ニ
・
二
六
の

前
日
に
は
、
皇
居
の
お
援
に
ユ
リ
カ
モ
メ
が
何
百
羽
も
集
ま
り
、
皇
居
の
上
に
出
て
い
る
太
陽

を
白
い
虹
が
検
に
突
き
貫
い
て
い
る
の
を
〈
私
V
は
見
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
近
く
の
絞
辺
教

育
総
監
邸
の
襲
撃
に
つ
い
て
は
、
銭
湯
の
浴
客
の
話
、
需
の
木
下
の
話
、
ピ
ノ
チ
オ
の
主
人
の

話
な
ど
で
椅
成
し
て
、
実
感
が
あ
る
。
乙
乙
で
も
、
視
路
は
も
っ
ぱ
ら
庶
民
大
衆
の
う
え
に
あ

っ
て
動
か
な
い
。

な
お
、
乙
の
章
の
後
も
、
時
間
は
自
在
に
前
後
さ
せ
つ
つ
、
岩
波
合
庄
の
『
日
本
史
年
表
』

の
年
々
の
項
を
む
き
写
す
な
ど
の
工
夫
を
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
、
戦
争
に
傾
斜
し
て

ゆ
く
時
の
流
れ
を
将
き
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
つ
と
め
て
い
る
。
井
伏
の
時
間
に
お
い
て
、
戦
争

は
、
や
は
り
圧
倒
的
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
が
、
軍
人
や

険
争
に
ふ
れ
る
と
き
、
お
だ
や
か
で
は
あ
る
が
、
ほ
か
の
と
乙
ろ
で
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
、

明
瞭
な
嫌
悪
と
批
判
の
乙
と
ば
が
き
ま
み
つ
け
ら
れ
る
乙
と
が
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
一
了
二
六
事
件
が
あ
っ
て
以
来
、
私
は
兵
隊
が
怖
く
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
般
の
人
も
を

う
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
」

「
当
時
は
、
百
人
に
一
人
ぐ
ら
ゐ
軍
人
を
好
き
な
青
年
が
ゐ
た
。
」

「
茂
索
さ
ん
は
素
早
く
広
辞
林
を
め
く
る
と
そ
の
買
を
拡
げ
、
菊
池
さ
ん
が
「
義
に
赴
く
、

菊
池
寛
」
と
署
名
す
る
聞
に
、
『
お
も
む
く
、
コ
ト
コ
ト
あ
ゆ
む
』
と
辞
書
の
解
説
を
ゆ
っ
く

り
読
ん
だ
。
秘
書
役
と
し
て
気
の
き
い
た
処
置
で
あ
っ
た
。
」

「
兵
隊
に
取
ら
れ
た
青
柳
は
気
の
毒
だ
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
」

「
乙
の
年
、
東
条
首
相
の
『
戦
陣
訓
』
を
通
淫
、
松
岡
外
相
、
ソ
聯
経
由
で
ド
イ
ツ
、
イ
タ

リ
イ
訪
問
に
出
発
、
ゾ
ル
ゲ
事
件
が
あ
っ
た
。
い
つ
戦
争
に
な
る
の
か
と
、
び
く
び
く
さ
せ
ら

れ
る
日
が
続
い
て
ゐ
た
。
私
は
将
棋
と
釣
に
凝
る
や
う
に
な
っ
て
、
ま
じ
め
に
原
稿
を
書
く
や

う
な
乙
と
は
な
く
な
っ
た
。
」

「
輸
送
指
押
官
の
立
会
ひ
で
、
名
併
に
あ
る
自
分
の
名
前
の
下
に
認
印
を
掠
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
は
日
本
軍
人
に
な
っ
た
乙
と
に
な
る
。
さ
う
い
ふ
制
度
の
国
に
生
れ
た

の
だ
か
ら
宿
命
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
」

舎
き
写
し
な
が
ら
、
本
当
の
思
想
と
は
乙
う
い
う
も
の
だ
と
思
わ
ず
言
い
た
く
な
る
思
い
が

あ
る
。
乙
う
し
た
こ
と
ば
の
前
で
は
、
ど
ん
な
注
釈
も
将
き
あ
が
っ
て
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
文
士
中
心
の
諸
牢
(
「
善
福
寺
川
」
「
外
村
，
繁
の
こ
と
」
は
も
う
ふ
れ
な
い
)
の
あ

と
に
は
、
「
阿
佐
ケ
谷
の
釣
具
昆
」
「
町
内
の
植
木
屋
」
の
二
章
が
く
る
。
な
か
で
も
傑
出
し

て
い
る
の
は
後
者
で
、
荻
窪
地
方
の
歴
史
を
、
徳
川
将
軍
の
御
隠
野
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
間
迭
の
お
も
む
き
が
あ
る
。
柏
木
屋
の
木
下
は
、
森
の
ほ
と
り
で
狸
が
満

月
に
照
ら
さ
れ
て
腹
鼓
を
打
つ
の
を
見
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
森
の
残
存
が
、
幕
府
の
苛
酷
き

わ
ま
る
御
法
度
の
せ
い
で
あ
る
乙
と
も
、
き
ち
ん
と
呑
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乙
れ
が
、
十

一
章
を
へ
だ
て
て
、
初
誌
と
み
ご
と
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
後
は
、
「
小
山
治
の
孤
独
」
の
立
を
経
て
、
「
荻
窪
(
三
毛
獄
の
と
と
)
」
「
荻
窪
(
七

賢
人
の
会
)
」
の
二
編
で
打
ち
止
め
と
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
文
士
た
ち
の
生
と
死
の
記
述
の

あ
と
で
、
疎
開
地
か
ら
の
帰
還
の
直
後
か
ら
十
四
、
五
年
生
き
て
死
ん
だ
ネ
コ
の
叙
述
が
く
る

の
七
絶
妙
だ
が
、
全
編
を
し
め
く
く
っ
て
貫
録
の
あ
る
の
は
、
や
は
り
七
白
人
の
会
の
辛
で
あ

る。

~ß-

昭
和
三
十
七
年
、
「
自
分
に
と
っ
て
大
事
な
乙
と
は
、
人
に
迷
惑
の
か
か
ら
な
い
や
う
に
し

な
が
ら
、
部
出
な
気
持
で
年
を
と
っ
て
行
く
乙
と
で
あ
る
。
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
〈
私
V

は
、
町
内
の
古
い
知
り
あ
い
と
懇
剖
刷
会
を
つ
く
る
。
お
で
ん
昆
お
か
か
の
末
さ
ん
、
点
亙
の
京

金
さ
ん
、
菜
子
屋
の
宝
探
屋
さ
ん
、
武
蔵
野
訪
の
中
村
さ
ん
、
接
骨
医
の
吉
田
さ
ん
、
元
鉄
道

勤
め
の
杭
松
の
松
ッ
ち
ゃ
ん
と
八
私
V
と
の
計
七
人
の
会
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
任
。
ほ
ど
で

末
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
最
近
は
ま
た
、
宝
爽
尽
さ
ん
に
つ
い
で
焦
金
さ
ん
も
亡
く
な
っ
た
。



「
ば
た
ば
た
倒
れ
て
行
く
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
そ
の
く
せ
私
に
は
、
覚
悟
と
い
ふ
や
う
な

も
の
は
ま
だ
何
も
出
来
て
ゐ
な
い
。
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
感
想
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
は
、
荻
窪
の
今
昔
に
話
が
移
る
。
元
井
荻
村
の
人
口
は
、
昭
和
二
年
に
一

万
五
二
六
四
人
、
昭
和
五
十
四
年
は
一
五
万
O
九
九
一
人
。
明
治
の
乙
ろ
、
乙
の
あ
た
り
に
、

深
山
に
し
か
育
た
な
い
牛
コ
ロ
シ
の
木
が
生
え
て
い
た
と
い
う
。
花
に
異
臭
が
あ
っ
て
、
家
密

が
き
ら
う
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
後
は
、
次
の
一
文
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
る
。

「
牛
コ
ロ
シ
の
木
が
生
え
て
ゐ
た
以
上
、
と
の
あ
た
り
の
木
立
は
深
山
の
面
影
の
あ
る
幽
遼

な
森
の
残
飲
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
い
だ
ら
う
。
」

乙
乙
に
は
、
時
間
の
軸
と
自
然
の
軸
と
生
活
の
軸
と
の
あ
.
ざ
や
か
な
額
融
が
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
か
。
ま
乙
と
に
み
ど
と
な
締
め
で
あ
る
。

「
荻
窪
風
土
記
」
は
、
井
伏
文
学
の
総
集
編
と
見
な
し
て
よ
い
作
品
で
あ
る
。
井
伏
文
学
を

紫
材
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
在
所
も
の
、
市
井
も
の
、
歴
史
も
の
、
戦
争
も
の
、
仲
間
も
の

の
ほ
ぼ
五
程
に
分
け
ら
れ
る
が
、
乙
の
作
品
は
、
そ
の
す
べ
て
の
要
素
を
合
有
し
て
い
る
と
言

う
乙
と
が
で
き
る
。

荻
窪
は
、
作
者
寓
居
の
町
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
、
作
者
は
、
そ
乙
を
掘
り
深
め
て
、
そ
と

に
在
所
を
、
郷
土
を
発
見
し
て
い
る
。
市
井
の
古
老
た
ち
は
、
そ
う
い
う
作
者
の
前
に
、
在
所

の
人
々
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
風
貌
を
も
っ
て
現
れ
る
。
乙
の
作
品
は
、
し
た
が
っ
て
、
市
井
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
在
所
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
歴
史
も
の
の
一
種
で
も
あ
る
。

ζ

乙
に
は
、
江
戸
期
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
、
一
地
方
の
風
土
の
変
濯
が
あ
ざ
や
か
に
と

ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
み
ど
と
な
地
方
史
と
言
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
の
中
身
を
と
り
出
せ
ば
、
戦
争
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
性
格
が

見
え
て
く
る
。
関
東
大
震
災
を
起
点
と
し
、
ニ
・
ニ
六
事
件
を
通
過
し
て
、
太
平
洋
戦
争
へ

と
、
時
代
は
な
だ
れ
を
打
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
悶
の
理
不
尽
な
権
力
の
動
き
・
感
を
、
作
者
は

き
び
し
く
見
す
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
時
代
の
急
流
の
な
か

で
、
め
だ
か
の
よ
う
に
群
れ
て
、
励
ま
し
あ
い
な
が
ら
懸
命
に
泳
い
で
い
る
文
士
仲
間
の
物
語

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
側
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
荻
窪
風
土
記
」
を
井
伏
文
学
の
総
集
成
版
と

言
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
私
は
、
「
兼
行
寺
の
池
」
に
井

伏
の
金
要
素
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
約
が
あ
る
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
と
の
多
少
の
角
度
の
ち
が
い

を
合
め
て
、
乙
乙
に
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
、
本
格
的
な
集
成
が
あ
る
と
言
う
乙
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
私
は
、
老
作
家
の
乙
の
逮
成
に
深
く
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
と

り
わ
け
注
目
し
た
い
乙
と
を
一
つ
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
乙
の
作
家
が
、
そ
の
土
地
の
奥

深
く
に
根
を
は
り
、
土
地
人
と
が
っ
し
り
か
み
あ
っ
て
、
そ
乙
か
ら
養
分
を
吸
収
し
て
い
る
と

い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
問
題
は
、
都
市
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
わ
が
国
の
現
況
に
あ
っ

て
は
、
と
り
わ
け
貫
要
な
問
題
で
あ
り
、
乙
の
課
題
を
追
い
深
め
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
稿
を

改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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