
て〉

一-，

多

古

村

甚

の

|

|

日

中

全

面

戦

争

下

井

伏

鱒

二

|

|

の

lま

め

じ

「
多
甚
古
村
」
は
、
日
中
全
面
戦
争
下
の
昭
和
十
四
年
か
ら
十
五
年
の
聞
に
発

表
・
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
国
家
権
力
を
支
え
る
暴
力
装
置
の
末
端
に
あ
る

駐
在
巡
査
が
書
い
た
日
記
と
い
う
休
裁
の
下
に
、
〈
銃
後
〉
の
農
村
を
舞
台
に
起

き
る
様
々
な
出
来
事
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
多
甚
古
村
」
を
論
じ

れ
ば
、
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
に
及
ば
ざ
る
を
え
な
な
し
か
し
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
を
一
義
的
に
論
断
し
去
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
滑
り
落
ち
た
も
の
に
思
い

を
至
す
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。

従
来
の
論
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
多
甚
古
村
」
総
休
を
捉
え
る
こ
と
に
性
急
で
、

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
が
等
質
で
連
続
し
た
作
品
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
論
を
進
め
て
い
る
。
日
記
休
裁
の
短
篇
連
作
と
い
う

形
式
が
、
そ
う
し
た
前
提
を
暗
黙
の
う
ち
に
促
し
た
と
い
え
ば
い
え
よ
う
。

だ
が
、
果
し
て
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
は
、
完
全

に
等
質
の
作
品
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に

十
分
検
証
さ
れ
て
き
た
、
と
は
言
い
難
い
。

目リ

田

貞

昭

東
郷
克
美
氏
の
乱
主
を
も
と
に
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」

の
発
表
・
刊
行
の
経
緯
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
大
略
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
。

。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
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-
昭
和
十
四
年
二
月

1
七
月
、
各
誌
に
分
散
発
表
。
但
し
、
初
出
不
詳
の

た
め
、
単
行
本
刊
行
の
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
部
分

が
あ
る
。

-
昭
和
十
四
年
七
月
、
河
出
書
房
か
ら
、
『
駐
在
日
記
(
誌
)

多
甚
古

村
」
と
し
て
刊
行
。

0

「
多
甚
古
村
補
遺
」

-
昭
和
十
五
年
一
月

1
三
月
、
各
誌
に
分
散
発
表
。
但
し
、
初
出
不
詳
の

た
め
、
作
品
集
刊
行
の
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
部
分

が
あ
る
。

• 甚 昭
古 和
村 十
」五

と年
し五
て月

河本・
白文・
宣 で
房 は
刊 「

官杢
ロロ エ王
集苦

EZ 
盟逼

'--

収目
録次
。 で

は
ー「

多

※
『
新
日
本
文
学
全
集

第
十
巻

井
伏
鱒
二
集
』
(
改
造
社
、
昭
和
十
七

年
九
月
)
に
、
初
め
て
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」



と
が
併
せ
収
め
ら
れ
る
。
本
文
・
目
次
と
も
別
個
の
作
品
と
し
て
扱
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
初
刊
単
行
本
に
あ
る
前
書
き
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
来
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
の
両
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
別
の
前
書
き
が
付
さ
れ
、
併
せ
て
収
録
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
目
次
・
本
文
に

お
い
て
も
別
個
の
作
品
と
し
て
遇
さ
れ
て
き
た
。

宿
疾
と
も
称
す
べ
き
改
稿
癖
を
持
つ
井
伏
が
、
右
に
見
た
よ
う
な
再
録
の
形
式

に
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
井
伏
自
身
の
発
言
に
も
、
「
多
甚
古
村
」

〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
の
質
的
相
違
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
伴

俊
彦
氏
の
聞
書
に
よ
れ
ば
、
井
伏
は
、
「
多
甚
古
村
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
た
と
い
う
。

徳
島
の
町
外
れ
の
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
駐
在
所
の
巡
査
が
、
会
っ
た
こ
と

も
な
い
の
に
、
ど
う
い
う
積
り
か
、
毎
月
、
五
、
六
十
枚
宛
自
分
の
こ
と
を

書
い
た
日
記
を
送
り
届
け
て
き
た
。
そ
れ
が
伺
年
聞
か
の
う
ち
に
二
尺
ぐ
ら

い
の
高
さ
に
な
っ
た
。
時
々
眼
を
通
し
て
み
た
が
、
そ
の
う
ち
に
書
い
て
み

駐
在
の
巡
査
に
独
身
者
は
い
な
い
の
だ
が
、

••••••••••• 

そ
う
い
う
こ
と
は
無
視
し
て
書
い
て
み
た
し
、
終
り
の
ほ
う
は
大
分
ウ
ソ
が

ま
じ
っ
て
い
る
。

ょ
う
か
と
い
う
気
に
な
っ
た
。

(
傍
点
、
引
用
者
。
以
下
同
様
。
)

「
終
り
の
ほ
う
」
と
い
う
の
が
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
「
終
り
の
ほ
う
」
を

指
す
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
「
多
甚
古
村
補
遺
」
の
こ
と
な
の
か
、
こ
の
伴
氏
の

聞
書
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
伴
氏
の
聞
書
に
は
、
「
多
甚

古
村
」
と
い
う
項
目
は
立
て
ら
れ
て
い
て
も
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
い
う
項
目
は

見
当
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
多
甚
古
村
」
と
は
、
「
多
甚
古
村
」

総
休
(
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」
の
両
者
)
を
指
す
と
考
え

つ
ま
り
「
多
甚
古
村

補
遺
」
の
内
容
が
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
は
異
な
り
、
提
供
さ
れ
た
巡
査
の

て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
多
甚
古
村
」
総
休
の
「
終
り
の
ほ
う
」

駐
在
日
記
と
い
う
素
材
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
、
作
者
自
身
が
明
か
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
井
伏
聞
書
や
、
先
に
触
れ
た
再
録
の
休
裁
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
全
く

別
個
の
作
品
と
い
わ
な
い
ま
で
も
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
「
多
甚
古
村
補
遺
」

と
が
質
的
に
相
違
す
る
も
の
だ
と
す
る
井
伏
の
意
思
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

二
つ
の
「
多
甚
古
村
」
を
巡
る
周
辺
の
状
況
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、

問
題
は
そ
の
作
品
の
内
実
で
あ
る
。
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本

編
〉
か
ら
の
微
妙
な
軌
道
修
正
を
試
み
よ
う
と
す
る
井
伏
の
姿
が
確
か
に
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
お
い
て
、
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「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
構
造
か
ら
突
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
明
瞭
に
し
、

そ
れ
が
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
井
伏
の
軌
道

修
正
の
跡
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
こ
こ
ろ
み

る
と
と
も
に
、
引
い
て
は
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
日
中
全
面
戦
争
下
の
井
伏
の

姿
の
一
斑
を
垣
間
見
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
方
法
と
そ
の
限
界

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
二
十
七
日
間
中
、
甲
田
巡
査
は
三
十
件
ほ
ど
の
事
件

に
関
わ
り
、
二
百
人
近
い
人
物
た
ち
が
登
場
す
る
。
こ
の
事
件
と
登
場
人
物
の
数

の
多
さ
こ
そ
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
特
質
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。

「
喧
嘩
三
件
」
に
描
か
れ
る
三
件
の
喧
嘩
|
人
夫
・
石
井
の
う
ど
ん
匡
で
の



乱
暴
、
人
夫
同
士
(
双
木
と
「
鮮
人
」
)
の
喧
嘩
、
青
物
の
運
搬
入
と
年
と
っ
た

百
姓
の
争
い

l
l
は
、
す
べ
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
決
着
が
つ
き
、
後
日
に
ま
で

く
す
ぶ
り
続
け
る
こ
と
は
な
い
。
「
多
忙
多
端
な
日
」
(
四
月
二
日
)
に
至
つ
て
は
、

オ
シ
チ
さ
ん
夫
婦
の
喧
嘩
仲
裁
に
赴
い
た
甲
田
巡
査
は
、
急
報
で
心
中
現
場
に
駆

け
つ
け
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
日
の
朝
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
サ
ン
ド
婆
さ
ん
の
強
請

ま
が
い
の
一
件
を
、
夜
に
片
着
け
る
。
そ
し
て
、
鐘
詰
工
場
の
用
地
造
成
に
関
わ

る
件
を
処
理
す
る
お
ま
け
ま
で
つ
く
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

も
は
や
他
の
例
を
一
々
挙
げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
事
件
処
理
の
方
法
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
事
件
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
日
の

う
ち
に
解
決
さ
れ
、
尾
を
引
く
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
多
数
の
事
件
、
そ
れ
に

関
わ
る
人
間
模
様
を
数
多
く
揚
め
捕
る
た
め
に
、

一
日
の
う
ち
に
こ
れ
ほ
ど
の
事

件
や
人
聞
が
圧
縮
さ
れ
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
永
年
の
紛
争
の
種
で
あ
っ
た
水

争
い
も
、
わ
ず
か
二
日
間
で
見
事
に
解
決
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
「
水

喧
嘩
の
件
」
)
。

先
に
引
用
し
た
聞
書
で
、
井
伏
は
、

徳
島
の
町
外
れ
に
あ
っ
た
駐
在
所
の
巡
査
が
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
、

ど
う
い
う
積
り
か
、
毎
月
、
五
、
六
十
枚
宛
自
分
の
こ
と
を
書
い
た
日
記
を

送
り
届
け
て
き
た
。
そ
れ
が
何
年
間
か
の
う
ち
に
二
尺
ぐ
ら
い
の
高
さ
に
な

っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
井
伏
は
、
こ
の
膨
大
な
素
材
を
前
に
、
か
れ
の
「
世
俗
的
輿

色
に
き
て
処
理
す
る
(
官
同
化
す
る
)
こ
と
に
、
余
り
に
急
す
ぎ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
別
の
と
こ
ろ
で
、
井
伏
が
、
「
も
と
も
と
材
罫
を
豊
富
に
提
供
さ

れ
て
ゐ
た
た
め
に
、
私
は
か
な
り
た
の
し
い
気
持
で
書
く
こ
と
が
で
き
色
と
述

ベ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
引
の

聞
書
で
問
題
に
し
た
「
終
り
の
ほ
う
は
大
分
ウ
ソ
が
ま
じ
っ
て
い
る
」
と
い
う
一

節
も
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
以
外
の
部
分
で
は
、
提
供
さ
れ
た
材
料
に
寄
り
か
か

っ
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
記
と
い
う
仕
掛
を
利
用
し
て
、
井
伏
の
興
味
を
惹
く
題
材
を
「
ち
ょ
っ
と
臨

筆
監
に
次
々
に
描
い
て
い
く
と
き
、
個
々
の
人
間
の
内
面
や
事
件
の
持
つ
重
味

は
消
え
失
せ
て
、
「
世
俗
的
興
味
」
に
従
っ
た
に
と
ど
ま
る
、

の
断
片
の
よ
う
な
人
間
模
様
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。

一
種
の
モ
ザ
イ
ク

し
か
し
な
が
ら
、
駐
在
巡
査
の
日
記
と
い
う
仕
掛
は
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
を

胎
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
々
の
事
件
、
一
人
一
人
の
人
間
を
、
〈
多

甚
古
村
〉
と
い
う
村
の
構
造
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
多

甚
古
村
〉
を
単
な
る
舞
台
背
景
と
す
る
の
で
は
な
く
、
〈
多
甚
古
村
〉
と
い
う
〈
非

常
時
〉
下
の
一
つ
の
農
村
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
|
|
こ
う
い
う
可
能
性
が
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あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
井
伏
は
、
事
件
を
起
こ
す
当
事
者
た
ち
に
目

を
向
け
て
も
、
そ
の
事
件
を
〈
多
甚
古
村
〉

の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、

ど
の
よ
う
な
波
紋
が
村
に
起
こ
っ
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
描
こ
う
と
は
し
て
い

な
い
。
事
件
の
当
事
者
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
的
な
問
題
を
抱
え
た
人
間
で

い
わ
ば
〈
多
甚
古
村
〉
の
札
着
き
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
事

あ
り
、

件
は
単
発
的
に
、
相
互
に
何
の
脈
絡
も
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
こ

に
、
〈
多
甚
古
村
〉

の
姿
が
浮
か
び
で
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
た
と
え
て
い
え
ば
、

井
伏
は
モ
ザ
イ
ク
の
一
片
一
片
を
作
り
は
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

全
休
像
と
い
う
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
井
伏
は
、
駐
在
巡
査
の
日
記
と
い
う
仕
掛
|
|
細
切
れ
の
事
件
や
人

聞
を
細
切
れ
の
ま
ま
に
弱
め
捕
る
こ
と
が
可
能
で
、

必
ず
し
も
、

厳
密
な
筋
立

を
要
求
さ
れ
な
い
ー
ー
の
も
っ
と
も
ル
ー
ズ
な
と
こ
ろ
を
利
用
し
て
、
「
多
甚
古



村
」
〈
本
編
〉
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
日
記
の
仕
掛
は
、
大
量
の
素
材
を
消
化
す

る
た
め
に
は
恰
好
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

他
方
、
豊
富
に
提
供
さ
れ
た
材
料
を
消
化
す
る
と
い
う
要
請
は
、
「
多
甚
古
村
」

〈
本
編
〉
を
、
も
っ
ぱ
ら
甲
田
巡
査
の
活
躍
語
に
終
わ
ら
せ
て
も
い
る
。
「
村
の

安
寧
を
守
る
」
と
い
う
巡
査
の
属
性
を
持
た
さ
れ
、
大
量
の
事
件
の
処
理
に
当
た

る
以
上
、
甲
田
巡
査
は
有
能
な
事
件
処
理
者
・
調
停
者
と
し
て
活
躍
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
甲
田
巡
査
は
、
単
な
る
旅
行
者
や
目
撃
者
と
し
て
、
そ
こ
に
起
き
る
事
件

を
記
述
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
か
れ
る
べ
き
事
件

は
、
豊
富
な
材
料
と
し
て
多
量
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

一
々
の
事
件
や
人
間
に
か

か
ず
ら
わ
る
よ
り
も
、
何
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
材
料
を
処
理
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
無
能
な
巡
査
に
で
も
設
定
し
な
い
限
り
、
甲
田
巡
査
を

活
躍
さ
せ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
こ
に
、
厳
し
い
評
家
た
ち
の
批
判
を
生
む
余
地
の
一
つ
が
出
て
く
る
わ
け
で

あ
る
。
批
判
的
な
評
価
を
下
す
人
た
ち
は
、
た
と
え
駐
在
巡
査
で
あ
っ
て
も
国
家

の
権
力
機
構
の
一
端
に
あ
る
以
上
は
、
そ
う
い
う
発
想
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
巡
査

な
る
も
の
に
視
点
を
設
定
し
、
か
れ
を
活
躍
さ
せ
ー
る
と
こ
ろ
に
井
伏
の
限
界
が
あ

っ
た
、
}
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
設
定
だ
け
で
な
く
、
大

量
の
材
料
を
次
々
に
消
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
井
伏
の
方
法
そ
の
も
の
も
、
そ
こ

に
は
多
分
に
絡
ん
で
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
巡
査
の
持
ち
う
る
権
力
的
色
彩
に
対
し
て
、
井
伏
は
、
注
意
深
く

な
り
、
そ
う
い
う
色
彩
を
甲
田
巡
査
か
ら
拭
お
う
と
努
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
一
先
ず
問
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
う
い
う
巡
査
の
権
力
的
側
面
や
〈
時
局
〉
寄
り
の
態
度
を
邦
検
し
皮
肉
る
場
面

も
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
批
判
す
る

姿
勢
が
な
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
都
撒
・
皮
肉
を
描
い
た
場
面
を
一
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。
「
狂
人

と
狸
と
家
計
薄
」
(
十
二
月
三
十
日
)
に
、
甲
田
巡
査
が
「
裏
の
消
防
即
へ
話
し

に
行
っ
た
」
折
に
、
「
小
頭
の
う
ち
の
御
隠
居
」
か
ら
皮
肉
め
い
た
一
言
を
聞
か

さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

小
頭
の
う
ち
の
御
隠
居
も
話
し
に
来
て
居
た
が
、
私
が
担
の
話
を
す
る
と
「
狸

な
ら
、
こ
の
村
に
は
な
ん
ぼ
で
も
ゐ
る
ん
や
。
(
略
)
」
と
御
隠
居
が
云
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
村
の
人
は
、
狸
が
ゐ
る
の
に
何
故
そ
れ
を
捕
獲
し
な
い
の
か

と
私
が
た
づ
ね
る
と
、
「

E
那
は
、
き
の
ふ
赤
犬
を
殺
し
た
で
、
今
度
は
山

狩
り
が
し
た
い
の
や
ら
う
」
と
い
ひ
「
野
犬
狩
り
は
人
の
た
め
に
な
る
や
ら

う
が
、
役
人
の
山
狩
り
は
嫌
や
味
な
も
の
や
」
と
苦
し
い
顔
を
し
て
「
い
つ

た
い
狸
と
い
ふ
も
の
は
、
国
粋
保
存
の
上
か
ら
し
て
、
天
然
の
も
の
は
保
存
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し
な
く
て
は
な
ら
ん
も
の
や
ら
う
」
と
云
っ
た
。

(
略
)

こ
の
隠
居
の
気
難
し
い
の
は
、
肝
蔵
が
悪
い
せ
ゐ
だ
と
自
分
で
も
さ
う
云

ふ
の
だ
が
、
今
日
は
機
嫌
を
な
ほ
し
て
狸
狩
り
の
経
験
談
を
し
て
く
れ
た
。

(
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
引
用
は
、
初
刊
単

行
本
で
あ
る
『
駐
在
日
記
(
誌
)

多
甚
古
村
』
に
よ
る
。
以
下
同
様
。
)

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
典
型
的
と
述
べ
た
の
は
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
そ
の
榔
織
や
皮
肉
が
決
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
全
体
を
占
め
る
中
心
素
材
に

は
な
り
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
、
附
随
的
に
、
そ
こ
に
言
い
添
え
ら
れ
る
形
を
と
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
全
休
の
テ

l
マ
は
、
右
の
引
用
部
分
に
続

く
、
狸
狩
り
に
ま
つ
わ
る
話
に
あ
る
。
第
二
に
は
、
そ
の
郁
捻
・
皮
肉
を
口
に
す

る
者
を
相
対
化
す
る
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、



嫌
味
を
言
う
の
は
、
隠
居
が
「
気
難
し
い
」
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
第
三
に
、
都
捻
・
皮
肉
の
類
が
、
甲
田
巡
査
の
行
動
や
人
柄
の
根
底
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
を
見
る
限
り
、
甲

田
巡
査
が
役
人
ぶ
っ
た
り
、
巡
査
と
し
て
の
権
力
を
振
り
窮
す
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
「
小
頭
の
う
ち
の
御
隠
居
」
が
口
に

す
る
よ
う
な
「
野
犬
狩
り
は
人
の
た
め
に
な
る
や
ら
う
が
、
役
人
の
山
狩
り
は
嫌

や
味
な
も
の
や
」
と
い
う
榔
織
の
類
が
登
場
す
る
。

つ
ま
り
、
部
捻
・
皮
肉
の
対

象
と
さ
れ
る
の
は
、
甲
田
巡
査
自
身
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、

一
般
的
に
巡
査
の

陥
り
が
ち
な
権
力
的
思
考
や
行
為
あ
る
い
は
そ
れ
に
連
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

多
く
の
場
合
、
右
に
挙
げ
た
三
一
つ
の
条
件
を
含
ん
で
、
甲
田
巡
査
に
対
す
る
郁

撒
や
皮
肉
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
井
伏
の
鋭
い
批
評
精
神
で

調
刺
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
条
件
も
、
調
刺
や
批
評

と
言
う
に
は
余
り
に
も
弱
々
し
い
の
で
あ
る
。
榔
捻
や
皮
肉
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ
こ
に
決
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
第
一
点
)
。
確

ト
こ
、
2
t
 
一
つ
の
状
況
に
対
し
て
も
う
一
つ
別
の
視
角
を
提
示
す
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
だ
け
に
終
わ
り
、
作
者
自
身
の
判
断
は
ど
ち
ら
と
も
つ
か
ず
、
暖
昧
な
ま
ま
に

消
え
て
し
ま
う
(
第
二
点
)
。
生
活
実
感
次
元
で
の
権
力
的
思
考
や
行
為
を
批
評

は
す
る
も
の
の
、
そ
の
批
評
の
対
象
た
る
べ
き
甲
田
巡
査
は
そ
の
種
の
批
評
を
逸

が
れ
た
存
在
と
し
て
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
作
品
内
に
、
存
在
し

な
い
、
形
象
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
批
評
す
る
と
い
う
、
ず
い
ぶ
ん
的
外
れ
な

こ
と
に
な
る
(
第
三
点
)
。

結
局
、
明
瞭
な
敵
、
権
力
的
抑
圧
者
の
相
貌
を
帯
び
た
存
在
を
描
き
出
さ
ず
、

ま
た
、
そ
の
抑
圧
を
被
る
者
の
内
側
に
入
っ
て
い
か
な
い
と
き
、
郵
織
や
皮
肉
も

表
層
を
掻
撫
で
た
だ
け
で
終
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
作
品
に
即
し
て
い
え

ば
、
こ
う
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
見
受
け

ら
れ
る
権
力
的
な
も
の
に
対
す
る
批
判
は
、
積
極
的
な
意
味
合
を
帯
び
て
突
き
出

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
巡
査
と
い
う
権
力
的
存
在
を
視
点
人
物
に
設
定
し
た

こ
と
に
対
す
る
、
井
伏
流
の
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
で
あ
る
、
と
。

そ
こ
に
と
ど
ま
る
か
ら
こ
そ
、
巡
査
を
末
端
に
置
く
国
家
権
力
そ
の
も
の
に
対

す
る
批
判
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
後
に
削
除
さ
れ
る
「
し
か

し
日
本
が
強
い
、
世
界
一
だ
と
い
ふ
結
論
で
最
後
の
意
見
は
合
致
す
る
」
(
十
二

月
九
日
)
と
い
ふ
一
節
が
書
か
れ
、
ま
た
、
水
喧
嘩
の
一
一
件
が
落
着
し
た
と
き
、

戦
後
、
改
稿
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、

一
ば
ん
上
席
に
ゐ
た
村
長
の
指
図
で
一
同
は
端
然
と
坐
り
な
ほ
し
、
大
日

本
帝
国
万
歳
と
多
甚
古
村
万
歳
を
三
唱
し
て
解
散
し
勺

と
い
う
場
面
が
無
批
判
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
(
六
月
八
日
)
。
そ
し
て
、
「
出
征
」
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軍
人
を
送
る
場
面
も
、
〈
多
甚
古
村
〉
に
起
き
る
、
あ
り
き
た
り
の
出
来
事
と
し

て
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
及
ん
で
く
る
。

井
伏
は
、

一
方
で
は
「
非
常
時
」
「
時
局
柄
」
「
戦
時
中
」
と
い
っ
た
類
の
語
裳

を
安
易
に
使
用
し
て
、
国
家
権
力
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
に
、
(
決
し
て
積
極
的
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
)
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
同
調
す
る
と
同
時
に
、
他

方
で
は
、
毘
価
し
て
い
え
ば
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
次
元
で
あ
る
に
し
て
も
、
身
近
な
と

こ
ろ
に
見
う
る
権
力
的
存
在
に
対
す
る
批
判
の
目
も
持
っ
て
い
た
。
「
多
甚
古
村
」

〈
本
編
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。

こ
の
中
途
半
端
性
に
、
当
時
の
井
伏
の
認
識
の
限
界
や
国
家
権
力
と
の
緊
張
関

係
の
欠
如
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
を
「
多

甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
見
よ
う
と
し
た
と
き
、
多
義
的
で
暖
昧
な
姿
し
か
現
わ
れ

な
い
の
も
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の



厄
介
な
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
に
、
駐
在
巡
査
の
日
記
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
が
生
じ
、
さ
ら
に
、
ま
た
、
〈
非
常
時
〉
下
の
農
村
の
人
々
の
意
識
と
通
い

合
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

別
言
す
れ
ば
、
国
家
権
力
と
の
関
係
を
視
野
の
外
に
遠
去
け
、
問
題
を
巡
査
と

い
う
身
近
な
と
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
い
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
多
甚
古
村
〉

と
い
う
人
間
模
様
を
描
く
舞
台
背
景
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
|
|
そ
こ
に
国
策

宣
伝
で
も
な
く
、
暗
い
農
村
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
も
な
い
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
場
が
出
来
上
が
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

二
、
〈
多
甚
古
村
〉
の
な
か
へ

ー
「
多
芸
古
村
補
遺
」
の
基
本
特
色
|

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
「
休
日
を
持
つ
」
(
一
二
月
二
十
二
日
)
の
冒
頭
近
く

に
、
こ
う
い
う
一
節
が
あ
る
。

い
つ
も
の
や
う
に
官
服
を
つ
け
自
転
車
で
村
道
を
走
っ
た
が
、
い
つ
も
通

る
道
で
あ
る
の
に
何
度
も
自
転
車
を
お
り
て
眺
め
た
ほ
ど
、
今
日
こ
の
村
は

美
し
い
風
景
に
見
え
た
。
澄
み
き
っ
た
小
川
の
水
、
麦
畑
、
ど
っ
し
り
と
し

た
石
橋
、
扉
風
の
や
う
に
聾
え
る
山
、
峯
の
上
に
あ
る
青
い
空
、
み
ん
な
美

し
く
静
か
で
あ
っ
た
。
(
略
)
甚
平
さ
ん
の
畠
と
作
二
郎
の
畠
は
二
本
の
細

い
畦
道
で
仕
切
ら
れ
て
ゐ
て
、
作
二
郎
は
自
分
の
う
ち
の
畠
を
耕
し
て
行
く

つ
い
で
に
馬
と
い
っ
し
ょ
に
畦
道
を
越
え
、
甚
平
さ
ん
の
う
ち
の
畠
も
耕
し

て
ゐ
た
。
か
う
い
ふ
隣
人
愛
の
行
為
は
非
常
時
で
な
か
っ
た
ら
、
他
人
は
作

二
郎
の
行
為
を
見
て
彼
が
甚
平
さ
ん
の
娘
に
懸
想
し
て
ゐ
る
と
邪
推
す
る
だ

p
り
・
円
ノ
。

美
し
い
農
村
風
景
と
、
〈
非
常
時
〉
下
の
美
し
い
隣
人
愛
と
が
こ
の
よ
う
に
映
っ

て
く
る
の
は
、
必
ず
し
も
、
甲
田
巡
査
が
任
務
を
離
れ
て
休
日
を
楽
し
む
気
持
に

な
っ
て
い
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
方
法
に
従
っ
て
〈
多

甚
古
村
〉
の
姿
を
描
け
ば
、
「
み
ん
な
美
し
く
静
か
で
あ
」
り
、
そ
こ
に
〈
非
常

時
〉
下
に
見
ら
れ
る
「
隣
人
愛
の
行
為
」
を
登
場
さ
せ
る
、
と
い
う
除
勧
除
勧
仲

風
景
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
井
伏
が
個
別
的
な
事
件
、

そ
れ
に
絡
む
個
々
の
人
間
た
ち
に
の
み
目
を
向
け
、
〈
多
甚
古
村
〉
の
内
部
に
分

け
入
っ
て
い
こ
う
と
し
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
に
外
側
か
ら
眺
め
た
風
景
の
次
元

に
お
い
て
し
か
〈
多
甚
古
村
〉
は
捉
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
移
る
と
、
そ
う
い
う
美
し
い
農
村
風
景
の

内
側
に
あ
っ
て
、
村
の
秩
序
を
支
え
て
い
る
は
ず
の
〈
顔
役
〉
た
ち
(
負
の
イ
メ

l

ジ
を
伴
う
こ
の
こ
と
ば
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
で
は
全
く
使
用
さ
れ
ず
、
「
多
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甚
古
村
補
遺
」
で
初
め
て
使
わ
れ
る
)
や
、
外
側
か
ら
は
美
し
げ
に
見
え
る
農
村

社
会
の
実
際
に
、
井
伏
の
筆
は
及
ん
で
く
る
。

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
描
か
れ
た
美
し
げ
な
農
村
風
景
は
、
ま
ず
、
「
多
甚

古
村
補
遺
」
の
冒
頭
で
破
ら
れ
る
。

そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、

一
先
ず
は
、
「
東
分
の
海
岸
寄
り
の
部
落
十
軒
」
に

与
え
ら
れ
た
村
長
寄
付
金
の
余
額
わ
ず
か
二
銭
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
、
松
さ
ん

と
春
さ
ん
の
喧
嘩
の
顛
末
で
あ
り
、
入
院
中
の
春
さ
ん
に
八
つ
あ
た
り
さ
れ
た
そ

の
女
房
・
オ
テ
ツ
の
自
殺
未
遂
事
件
で
あ
る
。
愚
か
で
滑
稽
な
こ
れ
だ
け
の
話
で

終
わ
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
そ
れ
と
何

ら
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。

「
多
甚
古
村
補
遺
」
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
た
る
所
以
は
、
こ
の
事
件
を
端
緒
に
村

長
・
反
村
長
派
の
乳
繰
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
反
村
長
派
の



網
元
・
吉
野
た
ち
は
、
こ
う
し
た
事
件
の
原
因
が
村
長
寄
付
金
に
あ
り
村
長
を
取

締
る
べ
き
だ
と
要
求
し
て
、
二
度
ま
で
も
駐
在
所
に
押
し
か
け
て
き
て
、
甲
田
巡

査
を
手
古
摺
ら
せ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
反
村
長
派
の
人
々
は
、
村
長
経

営
の
貸
別
荘
に
滞
在
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
・
へ
ン
リ

l
一
家
に
嫌
が
ら
せ
を
し

て
追
出
し
、
そ
の
後
に
や
っ
て
き
た
都
会
女
性
・
マ
サ
コ
の
悪
い
噂
を
吹
聴
し
て
、

彼
女
を
も
排
斥
し
よ
う
と
計
る
。
村
の
有
力
者
た
ち
を
相
手
に
「
多
甚
古
村
」
〈
本

編
〉
末
尾
「
水
喧
嘩
の
件
」
で
鮮
や
か
な
手
腕
を
見
せ
た
甲
田
巡
査
も
、
こ
の
〈
顔

役
〉
た
ち
の
反
目
に
は
、
「
全
く
気
難
し
い
人
の
多
い
村
で
あ
る
」
と
嘆
息
を
洩

ら
し
て
手
を
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
。

他
方
、
〈
顔
役
〉
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
〈
多
甚
古
村
〉

の
人
々
が
農
村
に
住
む

が
ゆ
え
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
批
判
的
に
描
か
れ
る
。

都
会
的
風
俗
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
で
〈
多
甚
古
村
〉

の
人
々
を
驚
か
せ
た
無

邪
気
な
マ
サ
コ
は
、
か
れ
ら
の
間
で
次
の
よ
う
な
評
判
を
立
て
ら
れ
る
。

村
の
人
た
ち
は
何
の
根
拠
が
あ
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
彼
女
を
売
笑
婦
の

や
う
に
云
っ
て
ゐ
る
。
た
ぶ
ん
へ
ン
リ
ー
さ
ん
の
第
二
号
は
ん
だ
ら
う
と
云

ふ
も
の
も
あ
り
、
も
と
大
阪
の
赤
玉
の
ダ
ン
サ
ー
だ
と
云
ふ
も
の
も
あ
り
。

心
中
未
遂
者
だ
と
云
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。
村
の
過
半
数
の
人
た
ち
は
、
ど
こ

か
大
阪
あ
た
り
の
鉄
工
場
主
の
思
ひ
も
の
で
淫
売
あ
が
り
だ
ら
う
と
云
っ
て

ゐ
た
。

あ
る
い
は
、村

の
顔
役
た
ち
の
間
で
も
、
総
じ
て
彼
女
の
評
判
は
芳
し
く
な
く
な
っ
た
。

手
に
負
へ
ぬ
色
情
狂
で
、
男
に
近
づ
い
て
関
係
が
出
来
た
ら
直
ぐ
厭
き
て
、

ま
た
次
に
移
る
女
だ
と
い
ふ
評
判
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、

「
と
き
に
旦
郡
、
あ
の
松
原
に
村
長
の
建
て
て
を
る
別
荘
へ
、
ち
か
ご
ろ
変

な
女
が
来
て
を
る
ち
う
噂
で
し
ゃ
な
い
か
。
何
で
も
村
の
若
い
者
の
噂
で
は
、

先
に
住
ん
で
を
っ
た
へ
ン
リ
ー
さ
ん
の
廻
し
者
ち
う
こ
と
だ
す
が
、
こ
の
非

常
時
の
際
と
て
慢
は
一
応
E
那
に
お
伝
へ
し
と
き
ま
す
け
に
」

と
注
進
に
及
ぶ
反
村
長
派
の
老
人
ま
で
出
て
く
る
始
末
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ

の
老
人
は
、
ア
メ
リ
カ
人
・
へ
ン
リ
l
も
「
外
国
の
廻
し
者
」
で
あ
り
、
当
然
、

マ
サ
コ
も
そ
う
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
分
た
ち
と
は
異
質
で
理
解
し
難
い
者
を
排
す
る
た
め
に
、

お
の
れ
の
表
向
き
抱
懐
す
る
道
徳
規
範
か
ら
外
れ
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
け
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
レ
ッ
テ
ル
が
、
淫
乱
で
あ
り
、
「
外
国
の
廻
し
者
」

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
根
底
に
は
、
他
所
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
農
村
的
社
会
の
偏
狭
が
あ

る
。
甲
田
巡
査
が
折
に
触
れ
て
口
に
し
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
「
水
喧
嘩
の
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件
」
で
は
美
談
の
契
機
で
あ
っ
た
〈
非
常
時
〉
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
反
村
長
派

の
大
義
名
分
に
利
用
さ
れ
、
農
村
的
社
会
特
有
の
偏
狭
の
契
機
と
な
る
。

こ
の
他

所
者
を
排
除
す
る
農
村
的
偏
狭
が
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
〈
非
常
時
〉
を
振
磐
し
て

己
れ
の
み
を
正
し
い
と
す
る
支
配
権
力
の
偏
狭
と
一
連
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
一
百
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
多
甚
古
村
〉

の
人
々
は
、
こ
う
い
う
心
理
機
制
に
捉
わ
れ
て
、
悪
し
ざ
ま
に

他
所
者
の
噂
を
す
る
一
方
で
は
、
か
れ
ら
自
身
も
村
長
派
・
反
村
長
派
の
軌
牒
の

な
か
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
多
甚
古
村
〉

の
内
実
が
描
か
れ
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
次
の
三

つ
の
こ
と
が
「
多
甚
古
村
補
遺
」
で
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
一
つ
は
、
事
件
の
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
事
件
を
あ
れ
こ
れ
取
り
沙
汰
す

る
〈
多
甚
古
村
〉
の
人
々
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉



で
は
、
事
件
の
当
事
者
だ
け
が
登
場
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
多
甚
古
村
補

遺
」
で
は
、
そ
の
事
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
波
紋
の
受
け
手
も
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
二
つ
め
に
、
そ
の
波
紋
の
受
け
手
が
〈
多
甚
古
村
〉
の

上
層
・
中
層
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
件
そ
の
も
の
も
、
〈
多
甚

古
村
〉

で
札
着
き
の
人
間
だ
け
が
起
こ
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
最
後
に
、

個
々
の
事
件
を
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
時
間
的
連
続
性
の
な

か
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
事
件
は
〈
多
甚
古
村
〉

全
休
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
頑

迷
や
愚
か
さ
あ
る
い
は
人
情
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
特
殊

な
個
々
の
人
間
に
だ
け
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
〈
多
甚
古
村
〉
全
休
を
包
む
も

の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
「
平
和
な
故
郷
の
農
村
」
と
い
う
美
し
げ
な
観
念
は
崩
れ
去
り
、
〈
多
甚
古
村
〉

と
い
う
日
本
の
農
村
の
一
つ
の
姿
が
現
れ
て
く
る
。

時
代
状
況
と
直
接
関
わ
る
か
に
見
え
る
〈
非
常
時
〉
下
の
農
村
を
舞
台
背
景
に

し
な
が
ら
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

で
、
井
伏
は
、
か
れ
好
み
の
〈
多
甚
古
村
〉

と
い
う
モ
ザ
イ
ク
的
世
界
を
築
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
井
伏
は
、

モ
ザ
イ
ク
の
一

片
一
片
に
注
意
を
払
い
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
全
休
像
を
構
造
的
に
描
き
出
そ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
抜
き
出
て
、
〈
多
甚
古
村
〉

の
全

休
像
を
捉
え
よ
う
と
試
み
た
地
点
、
そ
れ
も
決
し
て
美
名
ど
お
り
の
農
村
で
は
な

く
、
他
所
者
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
農
村
的
な
偏
狭
が
支
配
し
、
村
の
内
部
に
解

消
し
難
い
現
牒
を
持
つ
世
界
と
し
て
描
こ
う
と
試
み
た
地
点
に
、
「
多
甚
古
村
補

遺
」
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
の
甲
田
巡
査

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
の
甲
田
巡
査
は
、
オ
キ
ヌ
婆
さ
ん
の
自
殺
事
件
(
「
オ
キ

ヌ
婆
さ
ん
の
件
」
三
月
十
日
)
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
権
力
を
振
り
ま
わ
す
こ
と
も

な
く
、
事
件
処
理
の
主
役
と
し
て
見
事
に
「
村
の
安
寧
を
守
」
っ
て
い
た
、
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
井
伏
は
、
彼
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。

し
か
し
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
移
る
と
、
そ
う
い
う
甲
田
巡
査
像
に
も
、
そ

の
活
躍
ぶ
り
に
も
、
変
化
が
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
だ
。

井
伏
が
「
演
説
め
い
た
」
こ
と
を
決
し
て
好
ま
な
い
作
家
で
あ
る
の
は
、
よ
く

か
つ
て
、
作
中
人
物
に
「
演
説
を
ひ
い
」
(
「
朽
助
の
ゐ

知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

る
谷
間
」
、
『
創
作
月
刊
」
、
昭
和
四
年
三
月
、
等
)
と
言
わ
せ
た
井
伏
で
あ
る
。

そ
の
井
伏
が
、
甲
田
巡
査
に
「
演
説
め
い
た
話
を
一
席
の
ベ
」
さ
せ
て
、
そ
の
上
、

- 56ー

居
合
せ
た
一
人
の
老
人
に
そ
の
空
論
ぶ
り
を
正
面
か
ら
郁
捻
さ
せ
る
場
面
を
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
面
|
|
「
初
め
て
こ
の
土
地
に
赴
任
し
て
来
た
と
き
」
に
、
「
村
田
さ

ん
に
や
り
こ
め
ら
れ
た
」
場
面
ー
ー
を
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
(
「
寄
付
金
持
逃

げ
の
件
」
十
一
月
十
日
)

当
事
、
私
は
こ
の
土
地
の
事
情
も
よ
く
わ
か
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
、
町
の

警
察
に
ゐ
た
と
き
と
同
じ
ゃ
う
に
自
由
な
気
持
で
村
の
会
合
の
席
で
演
説
め

い
た
話
を
一
席
の
ベ
た
。
そ
の
と
き
私
に
第
一
矢
を
酬
い
た
の
が
こ
の
村
田

さ
ん
で
あ
っ
た
。
「
駐
在
は
ん
、
君
は
ど
う
も
若
す
ぎ
て
い
か
ん
。
君
が
沈

著
寡
黙
と
い
ふ
美
徳
に
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
現
代
と
は
い
ひ
な
が
ら
ど
う

も
苦
々
し
い
。

い
っ
た
い
警
官
た
る
も
の
は
、
昔
を
今
に
武
士
的
面
影
を
伝

へ
残
し
て
ゐ
る
唯
一
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
警
官
が
、
村
の
道
路
の



上
に
馬
糞
が
あ
る
の
は
き
た
な
い
と
か
、
陽
に
乾
い
た
馬
糞
は
粉
に
な
っ
て

空
中
に
散
乱
し
て
不
衛
生
だ
と
か
、
裸
で
昼
寝
を
し
た
ら
額
廃
的
で
あ
る
と

••••••••••••••••••••••••••• か
、
そ
ん
な
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
が
二
国
の
大
事
変
の
や
う
に
絶
叫
す
る
の

•••••• 
は
笑
止
千
万
だ
。
慢
は
こ
の
年
に
な
っ
て
も
、
村
道
の
馬
糞
で
衛
生
を
損
ね

た
こ
と
は
な
い
か
ら
な
あ
」
と
村
田
さ
ん
は
出
征
軍
人
家
族
待
遇
の
席
で
私

を
答
め
た
。

つ
ま
り
私
は
満
座
の
な
か
で
や
り
こ
め
ら
れ
た
わ
け
で
、
初
め

の
う
ち
私
は
憤
然
と
し
た
が
次
第
に
冷
静
に
な
っ
た
。
よ
く
考
へ
て
み
る
と

非
は
私
に
あ
る
や
う
で
あ
り
、
町
の
警
察
官
よ
り
田
舎
の
警
察
官
の
方
が
遁

か
に
窮
屈
な
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
漸
く
わ
か
っ
た
。
そ
れ
に
村
の
長
老
た

る
人
を
明
朗
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
村
の
た
め
だ
と
思
っ
た
の
で
「
ど
う
も

す
み
ま
せ
ぬ
こ
っ
て
」
と
私
は
村
田
さ
ん
に
謝
っ
て
「
ま
だ
村
に
慣
れ
ま
へ

ん
よ
っ
て
に
な
あ
、
気
に
せ
い
で
下
さ
れ
。
そ
の
う
ち
に
私
も
一
生
懸
命
に

し
て
御
満
足
の
行
く
や
う
に
し
ま
す
け
に
な
あ
」
と
云
ふ
と
、
今
度
は
村
田

さ
ん
の
方
で
赤
面
し
て
「
な
に
も
慢
は
、
あ
ん
た
を
非
難
す
る
つ
も
り
は
な

い
の
や
が
、
こ
と
の
つ
い
で
の
話
な
ん
や
。

一
般
の
警
官
た
る
も
の
の
本
質

を
云
っ
た
ま
で
の
こ
と
や
。
老
人
と
い
ふ
も
の
は
頑
固
な
も
の
ゃ
か
ら
な
あ
。

ま
あ
気
に
し
な
い
で
下
さ
れ
」
と
和
議
を
持
ち
か
け
て
来
た
。

土
地
の
事
情
を
知
り
も
し
な
い
新
参
者
の
突
出
を
、
そ
の
場
の
有
力
者
が
笹
め
る

と
い
う
構
図
は
、
農
村
的
な
社
会
で
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
甲
田
巡

査
が
こ
の
場
面
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
れ
の
応

答
ぶ
り
や
、
村
田
老
人
が
「
和
議
を
持
ち
か
け
て
来
た
」
と
い
う
解
釈
に
う
か
が

わ
れ
る
。

と
同
時
に
、
こ
の
や
り
と
り
は
、
新
参
駐
在
巡
査
の
安
手
な
衛
生
思
想
や
風
俗

観
念
が
、
農
村
の
生
活
感
覚
の
即
黒
町
を
背
景
に
し
た
村
田
老
人
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
、
あ
っ
さ
り
破
ら
れ
る
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
村
田
老
人
の
こ

と
ば
も
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
で
は
、
甲
田
巡
査
を
批
判
す
る
こ
と
ば
に
、
「
一

国
の
大
事
変
の
や
う
に
絶
叫
す
る
の
は
笑
止
千
万
だ
」
な
ど
と
い
う
強
烈
な
も
の

は
な
か
っ
た
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

で
は
、
甲
田
巡
査
は
、
か
れ
に
似
つ
か
わ

し
く
な
い
的
外
れ
な
皮
肉
を
聞
か
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
生

活
感
覚
に
よ
っ
て
、
正
面
か
ら
反
撃
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
水
喧
嘩

仲
裁
の
た
め
に
招
い
た
村
人
を
前
に
し
た
と
き
も
、
甲
田
巡
査
は
「
懇
談
的
に
私

の
胸
中
を
披
涯
し
た
」
と
さ
れ
て
い
て
、
右
に
あ
る
よ
う
な
生
活
感
覚
か
ら
浮
き

上
が
っ
た
言
辞
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
(
「
水
喧
嘩
の
件
」
六
月
八
日
)
。

も
ち
ろ
ん
、
赴
任
早
々
の
こ
と
と
し
て
時
期
設
定
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
生
れ
た
と
い
え
ば
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ

に
、
村
田
老
人
と
親
し
く
な
っ
た
由
来
を
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
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か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

で
赴
任
当
初
を
思
わ

せ
る
こ
と
ば
が
散
見
さ
れ
る
以
上
は
、
そ
こ
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
た
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
村
田
老
人
を
登
場
さ
せ
る
の
に
こ
の
よ
う
な
内
容
を

持
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
、
と
も
い
い
難
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
井
伏
が
こ
の
よ
う
な
赴
任
当
初
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
こ
こ
に
置
い
た
の
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
も
見
ら
れ
た
も

の
の
さ
ほ
ど
ア
ク
セ
ン
ト
の
な
か
っ
た
、
権
力
的
存
在
と
し
て
の
巡
査
に
対
す
る

批
判
を
、
も
う
一
歩
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

で
は
、
甲
回
巡
査
が
皮
肉
ら
れ
る
に
し
て
も
、

ほ
と

ん
ど
、
か
れ
の
側
に
そ
の
皮
肉
に
相
応
す
る
実
質
は
な
か
っ
た
。
が
、
「
多
甚
古

村
補
遺
」
で
は
、
右
の
例
で
い
う
と
、

一
度
は
村
田
老
人
の
郁
捻
に
相
当
す
る
よ

う
に
「
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
を
一
国
の
大
事
変
の
や
う
に
絶
叫
」
さ
せ
て
お
い
た



上
で
、
そ
の
後
に
「
よ
く
考
へ
る
と
非
は
私
に
あ
る
や
う
に
」
思
わ
せ
る
、
と
い

う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
の
間
で
あ
っ
て
も
、
甲
田
巡
査
は
、
権
力
的

属
性
を
発
現
し
、
郵
撒
・
皮
肉
を
浴
せ
ら
れ
る
に
相
応
し
い
実
質
を
見
せ
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、
次
に
、
か
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
非
を
悟
ら
せ
る
。

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
巡
査
の
権
力
的
様
相
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
甲
田
巡
査

を
款
い
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

さ
ほ

E
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
、

の
甲
田
巡
査
像
か
ら

一
歩
進
め
て
巡
査
の
持
つ
権

力
的
属
性
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
甲
田
巡
査
が
国
家
権
力
に
連
な
る
も
の
と
し
て
の
面
を
見
せ
る
、
例

の
へ
ン
リ
l
一
家
や
、
都
会
女
性
マ
サ
コ
に
お
け
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。

へ
ン
リ
l
一
家
の
実
際
を
知
っ
て
い
れ
ば
滑
稽
と
し
か
評
し
ょ
う
が
な
い
が
、

甲
田
巡
査
は
、
真
剣
に
「
こ
れ
こ
そ
毛
唐
の
ス
パ
イ
だ
と
思
ひ
込
み
、
周
到
な
注

意
を
は
ら
っ
て
監
視
を
怠
ら
な
か
っ
た
」
上
、
「
町
の
本
署
に
も
照
会
し
て
」
、
そ

の
経
歴
や
通
信
の
様
子
を
知
ろ
う
と
す
る
。
他
方
、
も
う
一
人
の
他
所
者
、
無
邪

気
で
奔
放
な
都
会
娘
マ
サ
コ
に
関
し
て
は
、
彼
女
の
「
危
険
思
想
」
を
疑
い
、
彼

女
が
口
に
し
た
ア
ン
リ
・
ル
ソ
!
と
ブ
ル
ー
ス
ト
の
名
前
を
手
掛
か
り
と
思
つ

て
、
甲
田
巡
査
は
、
本
署
の
知
人
に
ま
で
か
れ
ら
の
「
思
想
傾
向
」
を
問
い
合
わ

せ
る
、
と
い
っ
た
「
特
高
主
任
」
ば
り
の
珍
妙
な
活
躍
ぶ
り
を
示
す
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
村
人
た
ち
が
へ
ン
リ
l
一
家
や
マ
サ
コ
を
排
除
す
る
の

は
、
そ
こ
に
他
所
者
に
対
す
る
偏
狭
や
村
内
の
対
立
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
甲
田
巡
査
が
右
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
は
、
〈
非
常
時
〉

と
い
う
〈
時
局
〉
認
識
の
下
に
与
え
ら
れ
た
任
務
に
精
励
す
る
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
、

へ
ン
リ
l
一
家
や
マ
サ
コ
が
無
垢
で
あ
る
だ
け
に
、
村
人
や
甲
田
巡
査
の

行
動
は
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
と
な
る
。
甲
田
巡
査
に
即
す
れ
ば
、
か
れ
が
巡
査
と

い
う
国
家
権
力
の
一
端
に
あ
り
、
そ
の
役
割
に
忠
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ

う
な
ナ
ン
セ
ン
ス
な
行
動
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
甲
田
巡
査
が
別
れ
を
告
げ

に
来
た
へ
ン
リ
l
の
「
グ
ッ
ド
パ
イ
」
と
い
う
発
音
を
耳
に
し
て
、
急
に
感
傷
的

な
中
学
時
代
の
思
出
に
耽
っ
た
後
、

全
く
若
き
日
の
感
激
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
今
は
一
個
の
平
凡

な
ポ
リ
ス
に
な
っ
て
ゐ
る
。

へ
ン
リ
ー
さ
ん
が
お
別
れ
に
来
て
涙
を
目
に
た

め
て
も
、
最
早
や
私
は
真
底
か
ら
感
激
す
る
人
間
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た。

と
述
懐
す
る
の
も
(
「
人
命
救
助
の
件
」
十
一
月
二
日
)
、
か
れ
の
年
齢
が
、
「
若

き
日
」
の
無
垢
を
失
わ
せ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
無
垢
と
「
ポ
リ
ス
」

で
あ
る
現
在
の
自
分
と
の
議
離
に
思
い
至
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
へ
ン
リ
l
一
家
と
マ
サ
コ
に
対
し
て
甲
田
巡
査
が
取
る

行
動
は
、
念
入
り
に
ず
い
ぶ
ん
と
滑
稽
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

滑
稽
で
あ
る
だ
け
に
、
井
伏
の
目
は
幸
練
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ほ
ど
あ

か
ら
さ
ま
な
甲
田
巡
査
の
失
敗
談
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
時
局
〉
的
な
事
件
に
し
か

描
か
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
〈
非
常
時
〉
〈
時
局
〉
〈
銃
後
〉
と
い
っ
た
一
連
の
観

念
の
持
つ
怪
し
さ
を
調
刺
し
よ
う
と
す
る
井
伏
の
意
図
を
、
こ
こ
に
読
み
取
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

〈
非
常
時
〉
〈
時
局
〉
〈
銃
後
〉
と
い
う
時
代
を
支
配
す
る
こ
と
ば
が
、
結
局
、

国
家
権
力
そ
の
も
の
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
甲
田
巡
査
が
こ
の
よ
う
な

観
念
に
動
か
さ
れ
る
要
素
を
描
き
出
し
た
井
伏
は
、
か
れ
の
背
後
に
国
家
権
力
と

つ
な
が
る
も
の
を
見
た
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本

編
〉
を
越
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。



そ
う
い
う
属
性
に
支
配
さ
れ
る
甲
田
巡
査
を
、
井
伏
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

と
同
じ
よ
う
に
活
躍
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
甲
田

巡
査
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
同
様
な
事
件
に
際
し
で
も
、
事
件
解
決
の
主

役
の
座
か
ら
転
落
し
て
、
右
往
左
往
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

寄
付
金
持
逃
げ
犯
の
山
狩
り
を
指
図
し
た
の
は
、
本
来
そ
の
役
割
を
果
た
す
べ

き
甲
田
巡
査
で
は
な
く
、
村
の
有
力
者
で
あ
る
村
田
老
人
で
あ
っ
た
。
お
ま
け
に
、

そ
の
犯
人
は
、
山
狩
り
の
最
中
か
ら
駐
在
所
で
甲
田
巡
査
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
(
「
寄
付
金
持
逃
げ
の
件
」
)
。
村
娘
の
心
中
未
遂
事
件
で
は
、

甲
田
巡
査
は
、
情
報
を
得
て
、
隣
村
と
の
聞
を
自
転
車
で
駆
け
ず
り
廻
る
の
だ
が
、

結
局
、
か
れ
の
介
入
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
(
「
村
娘
有
閑
」
)
。
ま
た
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
村
長
派
・
反
村
長
派
の
対
立
に
は
嘆
い
て
み
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
し
、
春
さ
ん
の
女
房
・
オ
テ
ツ
の
自
殺
未
遂
事
件
を
完
全
に
伏
せ
て
お
く

こ
と
が
で
き
ず
、
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
村
内
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
惹
き
起
こ
し

て
し
ま
う
。

「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
に
あ
っ
た
、
事
件
の
手
際
よ
い
処
理
者
や
、
人
情
の

機
微
に
通
じ
た
巡
査
と
し
て
の
甲
田
巡
査
の
面
貌
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
薄
ら
い

で
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
節
に
述
べ
た
方
法
の
改
変
と
表
裏
一
休
の
関
係
に
あ
る
の
だ
が
(
事

件
が
甲
田
巡
査
の
活
躍
で
解
決
し
て
し
ま
え
ば
、
〈
多
甚
古
村
〉
に
及
ぶ
事
件
の

波
紋
や
、
そ
れ
を
通
し
て
の
〈
多
甚
古
村
〉
の
構
造
も
描
け
な
い
し
、
ま
た
、
事

件
相
互
の
関
係
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
て
そ
れ
と
同
時
に
、
甲
回
巡
査
を
含
め

て
巡
査
と
い
う
存
在
が
国
家
権
力
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
ず
、
そ
し
て
、

そ
の
国
家
権
力
の
指
向
す
る
方
向
に
危
う
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
井
伏
は
こ
う

い
う
か
た
ち
で
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
述
ベ
て
き
た
よ
う
な
、
〈
多
甚
古
村
〉

の
全
休
を
捉
え
よ
う
と
試
み
、

甲
田
巡
査
の
微
妙
な
変
化
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
井
伏
の
手
付
き
の
背
後
に
は
、

か
れ
の
内
部
に
生
じ
て
き
た
時
代
状
況
と
の
緊
張
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

四
、
「
多
甚
古
村
」
前
後
の
井
伏

産
溝
橋
事
件
か
ら
一
個
月
余
、
中
国
北
部
で
は
戦
線
が
拡
大
し
、
上
海
の
戦
闘

も
激
化
し
て
い
た
頃
の
日
付
(
八
月
二
十
八
日
)
を
持
つ
「
生
活
の
ル
ポ
ル
タ
ア

ジ
ュ
」
と
い
う
文
章
を
、
井
伏
は
「
月
刊
文
章
」
(
昭
和
十
二
年
十
月
)
に
発
表

し
て
い
る
。例

外
の
と
き
は
別
と
し
て
こ
の
ご
ろ
は
た
い
て
い
朝
六
時
に
起
き
る
。
そ
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れ
か
ら
新
聞
を
読
ん
で
ま
た
寝
床
に
は
い
る
の
が
お
き
ま
り
だ
が
、
新
聞
を

読
み
終
る
の
に
た
っ
ぷ
り
三
時
間
か
か
る
。
戦
争
記
事
を
読
み
な
が
ら
北
支

那
の
地
図
と
上
海
方
面
の
地
図
に
絵
具
で
記
し
を
つ
け
、
両
軍
の
作
戦
状
態

と
強
弱
の
有
様
を
想
像
す
る
。

ふ
だ
ん
は
地
図
を
ぢ
っ
と
見
て
ゐ
る
と
私
は
旅
行
に
出
た
く
な
る
が
、
こ

の
ご
ろ
は
地
図
そ
の
も
の
が
生
き
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
て
来
る
。
太
閤
秀
吉

は
晩
年
い
つ
も
地
図
ば
か
り
見
て
ゐ
た
と
い
ふ
話
だ
が
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
も

一
理
あ
る
所
業
で
あ
っ
た
か
と
考
へ
る
。
秀
吉
が
地
図
を
見
て
ゐ
る
と
眼
前

に
軍
馬
の
姿
と
陣
型
の
光
景
が
浮
か
び
出
た
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
秀
吉
は

弓
矢
の
道
の
玄
人
で
あ
る
。
さ
う
し
て
大
先
輩
で
あ
る
。
同
じ
戦
場
を
想
像

す
る
に
し
て
も
こ
の
大
先
輩
は
、
私
の
場
合
と
は
ま
た
異
っ
た
胸
の
と
き
め

き
を
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。



以
下
、

私
は
新
聞
を
見
る
と
き
戦
死
傷
者
の
名
前
を
注
意
し
て
見
る
。
今
日
ま
で

に
私
の
知
人
の
名
前
は
出
な
か
っ
た
が
、
「
こ
の
戦
闘
に
お
い
て
わ
が
軍
に

死
傷
な
し
」
と
い
ふ
や
う
な
記
事
を
見
る
と
、
ほ
っ
と
胸
を
撫
で
お
ろ
す
心

地
で
あ
る
。
私
の
知
人
も
い
ま
戦
場
に
行
っ
て
ゐ
る
。

と
続
き
、
そ
の
知
人
た
ち
へ
の
気
遣
い
や
、
檀
一
雄
の
呆
気
な
い
出
征
ぶ
り
に
触

れ
た
後
、

以
上
は
生
活
の
報
告
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
関
心
事
に
つ
い
て
の
一
記

録
で
あ
る
。

と
の
一
文
で
結
ぼ
れ
る
、
井
伏
の
思
考
特
性
を
よ
く
示
し
た
文
章
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ま
た
、
こ
の
時
期
の
井
伏
の
姿
勢
を
も
よ
く
示
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
-
フ
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
抽
象
的
思
考
や
何
ら
か
の
概
念
装
置
に
よ
っ
て
、
日
中

全
面
戦
争
と
い
う
大
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
知
友
の
出
征
と

い
う
井
伏
の
生
活
圏
の
出
来
事
か
ら
事
態
を
眺
め
よ
う
と
す
る
思
考
の
特
性
で
あ

る
。
こ
の
狭
い
生
活
圏
と
の
関
わ
り
に
根
拠
を
置
く
と
き
、
き
わ
め
て
現
実
的
な

生
活
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
た
め
に
、
反
論
し
難
い
確
固
た
る
重
み
を
持
つ
の
で
あ

し
か
し
、
反
面
、
そ
の
出
発
点
と
な
る
生
活
感
覚
と
大
状
況
と
の
聞
に
い

く
つ
も
の
階
梯
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
非
常
に
危
い
も
の
と
な
る
。

る
が
、井

伏
が
「
た
っ
ぷ
り
三
時
間
か
か
」
っ
て
読
ん
だ
と
い
う
新
聞
は
、
当
事
、
そ

の
報
道
記
事
が
広
汎
な
記
事
差
止
め
事
項
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で

た
と
え
ば
桐
生
悠
々
に
よ
っ
て
「
こ
の
戦
争
で
儲
け
る
も
の
は
、
軍
需
工

業
者
と
新
聞
社
だ
ろ
う
。
/
彼
等
が
戦
争
を
歓
迎
す
る
の
は
無
理
も
な
い
口
と

な
く
、

道
破
さ
れ
た
よ
う
に
、
軍
用
機
献
納
、
国
防
献
金
等
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
狂
奔

し
、
無
批
判
な
言
説
で
戦
争
熱
を
あ
お
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ

た。
そ
の
よ
う
な
新
聞
に
対
す
る
批
判
は
、
全
く
、
右
に
引
用
し
た
井
伏
の
文
章
に

は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
出
征
し
て
行
っ
た
知
友
へ
の
気
掛
り
に
収
赦
す
る
文
章

で
は
あ
っ
て
も
、
戦
場
と
な
っ
た
地
に
住
む
中
国
の
人
々
に
対
す
る
視
点
も
一
切

な
い
。
新
聞
を
読
み
、
地
図
に
記
し
を
つ
け
、
作
戦
状
態
と
敵
味
方
の
強
弱
の
様

子
を
想
像
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
う
い
う
視
点
は
皆
無
で
、
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
臭
い
が
強
く
漂
っ
て
い
る
。
お
の
れ
の
生
活
圏
に
関
わ
っ
て
こ
な
い
限
り
、

井
伏
の
認
識
は
、
こ
こ
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
文
章
の
延
長
上
に
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
目
目
頭
近
く
の
、

温
帯
さ
ん
と
寒
帯
さ
ん
は
、
温
帯
地
で
戦
争
の
話
を
す
る
。
支
那
は
い
つ
ま

で
戦
ひ
ま
す
か
。
英
国
、

ロ
シ
ャ
、

フ
ラ
ン
ス
は
戦
ひ
ま
す
か
。
伊
太
利
と
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独
逸
は
、
欧
州
の
平
和
を
維
持
さ
せ
ま
す
か
。

い
つ
も
さ
う
い
ふ
話
を
す
る

の
が
お
き
ま
り
で
、
そ
の
日
そ
の
日
の
新
聞
に
あ
る
通
り
の
こ
と
を
お
互
い

に
云
ふ
だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
に
定
見
が
あ
る
わ
け
で
な
し
、
新
聞
に
書
い

て
な
い
話
に
な
る
と
双
方
と
も
意
見
は
な
い
。
し
か
し
日
本
が
強
い
、
世
界

一
だ
と
い
ふ
結
論
で
最
後
の
意
見
は
合
致
す
る
。

と
い
う
場
面
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
甲
田
巡
査
が
無
批
判
に
〈
非
常

時
〉
、
〈
戦
時
下
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
ロ
に
す
る
の
も
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ

う
な
意
識
と
連
続
し
て
い
る
、
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
国
家
権
力
や
時
代
状
況
と
の
緊
張
の
弛
緩
を
想
定
で
き
る
わ
け
で
あ

る
が
、
井
伏
は
、
そ
の
よ
う
な
地
点
か
ら
進
ん
で
、
鋭
い
国
家
権
力
に
対
す
る
批

判
や
そ
れ
を
支
え
た
人
間
た
ち
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
(
直
接

的
な
か
た
ち
で
具
休
化
さ
れ
る
の
は
敗
戦
後
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
戦
時
下
に
お



い
て
も
、
検
閲
を
配
慮
し
た
上
の
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

る)。そ
の
契
機
は
、
井
伏
自
身
。
か
か
れ
の
生
活
の
場
か
ら
国
家
権
力
に
よ
っ
て
引
き

離
さ
れ
、
徴
用
さ
れ
た
休
験
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
最
も
痛
切
な
、
井
伏
の
国
家

権
力
と
対
峠
し
た
休
験
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
、
こ
の
「
多
甚
古
村
補
遺
」
を

は
じ
め
と
す
る
作
品
に
、
そ
う
し
た
権
力
批
判
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

井
伏
が
徴
用
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
十
六
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
し

ば
ら
く
前
か
ら
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
や
、
「
幕
末
の
地
方
役
人
の
無
能
と
だ
ら
し

•••••••••••••••••••••• な
さ
を
下
積
み
の
地
方
の
庶
民
た
ち
が
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
や
っ
て
、
そ
れ
で
漸
く
世

の
中
が
保
た
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
有
様
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ

色
と
言
う
「
隠
岐
別
府
村
の
守
吉
」
(
「
オ

l
ル
読
色
、
昭
和
十
六
年
九
月
)

ゃ
、
同
様
の
趣
旨
を
う
か
が
わ
せ
る
「
川
井
騒
動
」
(
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
、
昭
和

十
五
年
一
月
)
、
ま
た
、
出
征
後
に
蔑
さ
れ
た
留
守
家
族
の
頼
り
な
さ
を
捉
え
た

「
小
間
物
屋
」
(
『
中
央
公
論
』
、
昭
和
十
六
年
一
月
)
と
い
っ
た
作
品
を
書
い
て

い
る
。
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
か
ら
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
書
き
継
が
れ
る
な
か

で
の
、
甲
田
巡
査
像
の
変
容
や
、
〈
多
甚
古
村
〉

の
内
側
に
分
け
入
っ
て
ゆ
こ
う

と
す
る
井
伏
の
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
こ
で
や
め
て
も
よ
い
、
ま
た
、
ど
こ
ま
で
続
け
て
も
よ
い
作
品
形
式
の
「
多

甚
古
村
補
遺
」
が
、
昭
和
十
五
年
五
月
の
時
点
に
お
い
て
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉

の
半
分
に
も
及
ば
な
い
分
量
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
〈
非
常
時
〉
下
の
農

村
を
描
く
限
り
、
井
伏
の
意
図
を
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
多
甚
古
村
補
遺
」
を
さ
ら
に
徹
底
す
れ
ば
、
甲
田
巡

査
は
、
井
伏
の
言
う
無
能
な
「
地
方
役
人
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

国
家
権
力
は
同
時
代
の
こ
と
と
し
て
様
々
に
調
刺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
〈
銃

後
〉
を
守
る
農
村
が
、
必
ず
し
も
そ
の
美
名
ど
お
り
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
「
多

甚
古
村
補
遺
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
つ
「
多

甚
古
村
補
遺
」
が
、
そ
の
ま
ま
書
き
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
、
「
造
言
飛
語
」
、
「
不
穏
言
動
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
待
ち
構

え
、
そ
の
認
定
は
権
力
の
恋
意
に
よ
っ
た
と
評
し
て
よ
い
時
代
だ
っ
た
可
こ
の

よ
う
な
事
情
の
傍
証
と
な
る
の
が
、
こ
れ
以
後
の
、
過
去
に
題
材
を
得
て
同
時
代

と
直
接
に
関
わ
る
こ
と
を
回
避
し
た
〈
ま
げ
も
の
〉

の
諸
作
に
向
か
い
、
あ
る
い

は
、
国
家
権
力
の
設
け
た
枠
組
に
従
い
な
が
ら
も
被
支
配
社
の
側
に
巧
妙
に
身
を

置
こ
う
と
す
る
作
品
を
書
く
、
井
伏
の
時
代
の
や
り
過
ご
し
方
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
〈
銃
後
〉
風
景
の
一
つ
で
あ
る
金
属
回
収
を
題
材
に
し
な
が
ら
庶

民
の
痛
み
を
描
く
「
鐘
供
養
の
日
」
(
『
陣
中
読
物
」
、
昭
和
十
八
年
十
一
月
頃
か
)

と
比
べ
る
と
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
末
尾
に
登
場
す
る
金
属
回
収
の
場
面
に
は
甘
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さ
が
残
り
、
戦
時
下
か
ら
敗
戦
後
に
か
け
て
の
農
村
へ
の
鋭
い
批
評
意
識
が
見
ら

れ
る
「
遥
拝
隊
長
」
(
『
展
望
』
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
)
の
よ
う
な
構
造
把
握
に
、

「
多
甚
古
村
補
遺
」
は
及
ば
な
い
。
視
点
設
定
に
お
い
て
「
多
甚
古
村
」
と
同
じ

構
造
を
持
つ
「
花
の
街
」
(
『
東
京
日
日
新
聞
』
『
大
阪
毎
日
新
聞
」
、
昭
和
十
七
年

八
月

1
十
月
)
が
抵
抗
文
学
で
あ
り
え
、
そ
し
て
、
当
事
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

は
被
支
配
者
で
あ
っ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
の
少
女
の
目
で
戦
争
を
描
い
た
「
或
る
少

女
の
戦
争
日
記
」
(
『
新
女
苑
』
、
昭
和
十
八
年
三
月

1
四
月
)
、
「
待
避
所
」
(
「
文

学
界
』
、
昭
和
十
八
年
三
月
、
六
月
)
の
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、

井
伏
の
徴
用
休
験
を
最
大
の
要
因
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
で
あ

る
と
し
て
も
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
萌
芽
は
、
国
家
権
力
や
時
代

状
況
と
の
緊
張
関
係
を
持
ち
始
め
た
「
多
甚
古
村
補
遺
」
に
、
既
に
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
多
甚
古
村
」
〈
本
編
〉
と
の
相
違
に
看
取
で
き
る
の
で
あ



り
、
「
多
甚
古
村
補
遺
」
と
の
表
題
は
、
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
っ
た
、
と
い
え

ょ
う
。

(
昭
和
五
十
九
年
九
月
稿
)

〔
注
)

(
1
)
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
杉
浦
明
平
「
庶
民
文
学
の
系
譜
|
|
井

伏
鱒
二
」
(
『
午
前
」
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
。
の
ち
、
「
井
伏
鱒
ニ
」
と
改
題
し
て

「
現
代
日
本
の
作
家
』
・
未
来
社
・
昭
和
三
十
一
年
九
月
、
等
に
収
録
)
、
田
辺
健

二
「
『
多
甚
古
村
』
論
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
)
等
、
井
伏

を
を
も
っ
て
し
で
も
時
代
の
波
を
被
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
見
方
を
と
る
も
の

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
時
代
制
約
を
乗
り
越
え
た
井
伏
を
見

ょ
う
と
す
る
も
の
で
、
大
胆
な
読
み
を
示
す
熊
谷
孝
「
井
伏
鱒
二
(
講
演
と
対
談
)
』

(
鳩
の
森
書
一
房
、
昭
和
五
十
三
年
七
月
)
や
、
詳
細
な
論
証
の
上
に
立
っ
て
一
定

の
留
保
条
件
を
つ
け
つ
つ
そ
れ
を
認
め
る
東
郷
克
美
「
『
多
甚
古
村
」
の
周
辺
」
(
『
国

文
学
ノ

l
ト
」
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
)
等
が
あ
る
。

(
2
)
二
つ
の
「
多
甚
古
村
」
の
相
違
を
指
摘
し
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
、
「
続
編
は
正

編
よ
り
も
の
び
の
び
と
し
て
小
説
ら
し
い
展
開
を
持
っ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
た
伊
藤

整
の
「
解
説
」
(
『
多
甚
古
村
」
、
新
潮
文
庫
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
)
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
伊
藤
の
指
摘
も
こ
れ
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
展
開
は
な
い
。

(
3
)
東
郷
、
前
掲
論
文
。

(
4
)
目
次
に
は
「
駐
在
日
記
多
甚
古
村
」
、
扉
に
は
「
駐
在
日
誌
多
甚
古
村
」
、
奥

付
に
は
「
多
甚
古
村
」
と
あ
る
。

(
5
)
伴
俊
彦
「
井
伏
さ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
そ
の
ご
」
(
『
井
伏
鱒
二
全
集
第
三
巻
月

報
4
』
、
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
)
。

(
6
)
寺
田
透
は
、
「
し
か
し
こ
の
作
品
は
面
白
く
は
あ
っ
た
け
れ
ど
好
き
に
な
れ
な
か
っ

た
。
作
者
の
世
俗
的
興
味
が
蝉
み
す
ぎ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
人
間
に
対
す

る
愛
情
と
い
ふ
よ
り
、
世
態
人
情
の
面
白
さ
に
釣
ら
れ
た
興
味
の
動
き
な
の
だ
」

(
「
井
伏
鱒
二
」
、
『
批
評
』
・
昭
和
二
十
三
年
三
月
。
の
ち
『
同
時
代
の
文
学
者
』

・
講
談
社
・
昭
和
三
十
一
年
五
月
等
に
収
録
)
と
述
べ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
意

見
で
あ
る
。

(
7
)
井
伏
鱒
二
「
解
説
」
(
「
新
日
本
文
学
全
集

昭
和
十
七
年
九
月
)
。

(
8
)
注
7
に
同
じ
。

(
9
)
杉
浦
、
前
掲
論
文
等
。

(ω)
『
指
補
版
井
伏
鱒
二
全
集
第
二
巻
」
(
筑
摩
書
一
房
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
)
で
は
、

一
ば
ん
上
席
に
ゐ
た
村
長
が
「
み
な
さ
ん
、
お
手
を
拝
借
」
と
云
っ
た
の
で

一
同
は
坐
り
な
ほ
し
、
シ
ャ
ン
、
シ
ャ
ン
、
シ
ャ
ン
と
手
を
拍
っ
て
、
み
ん
な

「
ど
う
も
有
難
う
」
と
口
々
に
い
っ
て
解
散
し
た
。

と
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
桐
生
悠
々
「
雑
音
騒
音
」
(
『
他
山
の
石
可
昭
和
十
二
年
八
月
五
日
)
。
引
用
は
、
『
桐

生
悠
々
反
軍
論
集
』
(
新
泉
社
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
)
に
よ
る
。

(
ロ
)
藤
原
彰
『
昭
和
の
歴
史
5

日
中
全
面
戦
争
」
(
小
学
館
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
)
。

(
臼
)
井
伏
鱒
二
「
あ
と
が
き
」
(
『
ま
げ
も
の
』
、
鎌
倉
文
庫
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
)
。

(
U
)
西
ケ
谷
徹
「
支
那
事
変
に
関
す
る
造
言
飛
語
に
就
て
」
(
『
思
想
研
究
資
料
特
輯
」
、

昭
和
十
四
年
二
月
)
、
林
善
助
「
支
那
事
変
下
に
於
け
る
不
穏
言
動
と
其
の
対
策
に

就
て
」
(
同
右
、
昭
和
十
八
年
十
月
三
い
ず
れ
も
、
東
洋
文
化
社
会
〈
社
会
問
題

資
料
叢
書
〉
に
覆
製
。

(
日
)
拙
稿
「
弁
伏
鱒
二
・
そ
の
戦
時
下
抵
抗
の
か
た
ち
|
|
『
花
の
町
』
を
軸
に
し
て
」

(
『
近
代
文
学
試
論
』
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
。
の
ち
『
井
伏
鱒
二
研
究
」
・
渓
水

社
・
昭
和
五
十
九
年
七
月
に
収
録
)
。

第
十
巻

井
伏
鱒
二
集
』
、
改
造
社
、
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