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聞
か
れ
た
宇
三
郎
/
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
体
|

「
漂
民
宇
三
郎
」

は
じ
め
に

「
漂
民
宇
三
郎
」
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
か
ら
翌
年
十
二
月
ま
で
、
井
伏
鱒
二

の
五
十
六
歳
、
五
十
七
歳
の
時
に
『
群
像
』
に
連
載
さ
れ
、
昭
和
三
十
年
度
芸
術

院
賞
を
受
賞
し
た
記
録
文
学
で
あ
る
(
注

1
1
作
品
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。

天
保
九
年
(
一
八
三
八
)
、
金
六
、
宇
三
郎
の
兄
弟
は
、
長
者
丸
と
い
う
船
の

乗
組
に
雇
わ
れ
て
、
松
前
を
出
机
、
江
戸
に
回
航
の
途
中
、

一
行
は
漂
流
す
る
。

漂
流
し
て
六
ヶ
月
後
、

「漂民宇三郎j論

ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
に
救
助
さ
れ
、
サ
イ
ノ
ツ
諾
島
(
ハ

ワ
イ
群
島
)
の
う
ち
、
ウ
ワ
ヘ
島
に
運
ば
れ
る
が
、
宇
三
郎
の
兄
金
六
は
漂
流
中
、

漂
流
へ
の
責
任
を
感
じ
投
身
自
殺
す
る
。
宇
三
郎
は
広
東
人
陳
祖
遠
の
時
計
屋
で

オ
イ
レ
ン

下
働
き
し
な
が
ら
、
祖
遠
の
娘
愛
蓮
と
恋
仲
に
な
り
、
ま
た
船
中
で
見
つ
か
っ
た

二
粒
の
種
籾
を
播
く
。
し
か
し
、
帰
国
を
志
し
、
そ
の
た
め
、
す
べ
て
を
捨
て
て
、

同
僚
と
一
緒
に
ロ
シ
ア
領
カ
ム
サ
ツ
カ
に
行
き
、
松
前
行
き
の
便
船
を
待
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
宇
三
郎
は
同
僚
金
蔵
ら
と
対
立
し
、
帰
国
を
諦
め
、
宇

三
郎
は
ハ
ワ
イ
に
戻
っ
て
オ
イ
レ
ン
と
結
婚
す
る
。

一
方
、
金
蔵
ら
は
天
保
十
四

年
ロ
シ
ア
船
で
松
前
城
下
へ
帰
郷
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
井
伏
の
弟
子
を
自
認
す
る
三
浦
哲
郎
が
傑
作
で
あ
る
と

鄭

賓

賢

称
え
る
と
井
伏
は
こ
う
語
っ
た
。

愛
読
者
と
い
う
も
の
は
ね
、
失
敗
作
の
方
を
好
む
ん
だ
っ
て
。
失
敗
作
の
方

に
そ
の
作
者
の
癖
や
匂
い
が
よ
り
濃
く
出
る
か
ら
。
(
注
2
)

井
伏
は
事
実
「
漂
民
宇
三
郎
」
を
失
敗
作
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
、
自
選
全
集

(注
3
)
に
も
収
録
し
て
い
な
い
。
し
か
し
失
敗
作
に
こ
そ
作
家
の
癖
や
匂
い
が

濃
く
出
て
い
る
と
い
う
井
伏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
漂
民
宇
三
郎
」
こ
そ
井

伏
文
学
の
本
質
を
研
究
す
る
に
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
行
研
究
は
、
典
拠
と
の
対
比
は
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
虚
構
部
分
の
意
味
は

弓

4
4
佳

十
分
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
虚
構
部
分
の
意
味
を
考
察
し
、

「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
」
を
書
く
時
の
井
伏
の
「
漂
流
需
」
(
注
4
)

の
定
義

か
ら
外
れ
て
い
る
、
漂
流
も
の
と
し
て
の
作
品
の
位
置
を
も
追
及
し
、
井
伏
文
学

の
本
質
を
探
っ
て
み
た
い
。

一
.
問
題
の
所
在
|
「
異
国
物
語
」
と
宇
三
郎
の
創
作
の
評
価

「
漂
民
宇
三
郎
」
に
は
、
「
蕃
談
」
、
「
漂
民
間
書
」
、
「
時
規
物
語
」
、
「
異
国
物

語
」
の
、
四
つ
の
資
料
を
参
照
し
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
漂
民
間
書
」
は
先
行
の
研
究
者
も
未
見
で
あ
る
が
、
「
蕃
談
」
と

「
時
規
物

語
」
は
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
』
第
五
巻
(
昭
和
四
十
三
・
九
、
=
二
書
房
)



「漂民宇三郎」論

は
幕
府
や
加
賀
藩
の
役
人
が

取
調
べ
た
記
録
で
、
帰
郷
し
て
役
人
に
気
が
ね
し
て
書
か
れ
、
「
時
規
物
語
」
、
「
蕃

談
」
に
は
、
長
者
丸
の
乗
組
員
が
初
め
か
ら
十
人
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
、
宇
三
郎

に
関
す
る
記
録
は
一
切
な
い
。
対
し
て
「
異
国
物
語
」
は
、
異
国
に
在
り
続
け
た

宇
三
郎
の
視
点
か
ら
、
外
地
で
老
人
素
老
が
役
人
に
遠
慮
せ
ず
追
想
し
た
明
治
十

二
年
脱
稿
の
記
録
で
あ
る
と
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
宇
三
郎
に
関
し
て
の
唯
一
の
記
録
で
あ
る
「
異
国
物
語
」
は
典
拠
の

真
偽
が
話
題
に
な
っ
て
き
た
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
「
異
国
物
語
」
は
作
家
の
創

作
で
あ
る
こ
と
が
昭
和
五
十
六
年
の
涌
田
佑
氏
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た

(注

5
1
従
っ
て
「
異
国
物
語
」
に
し
か
な
い
宇
三
郎
も
虚
構
の
人
物
で
あ
る
。

そ
の
他
、
昭
和
六
十
年
の
寺
横
武
夫
氏
と
平
成
四
年
の
松
本
鶴
雄
氏
が
、
井
伏
の

父
の
雅
号
「
素
老
」
を
物
的
証
拠
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
「
異
国
物
語
」
は
架
空

に
あ
る
。
「
蕃
談
」
、
「
時
規
物
語
」
、
「
漂
民
間
書
」

の
物
語
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
(
注

6
1

付
け
加
え
ら
れ
た
架
空
の
人
物
や
設
定
に
つ
い
て
、

い
た
井
伏
は
後
に
な
っ
て
こ
う
語
っ
た
。

『
漂
民
宇
三
郎
』
は
、
「
群
像
」
の
川
島
勝
が
書
け
と
い
う
か
ら
書
い
た

ん
だ
け
ど
、
困
り
な
が
ら
、
な
ん
と
か
書
い
た
。
(
中
略
)

一
貫
し
て
沈
黙
を
守
っ
て

記
録
文
学
と
し
て
書
く
の
に
、
実
際
の
人
間
だ
け
だ
と
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い

の
で
、
宇
三
郎
と
い
う
人
聞
や
二
人
増
や
し
た
。
そ
れ
で
ア
メ
リ
カ
に
残
し

た
。
空
想
の
人
間
な
ん
だ
。
ほ
か
の
記
録
は
実
際
か
ら
と
っ
て
、
船
の
な
か

で
喧
嘩
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
。
(
注
7
)

こ
う
い
っ
た
井
伏
の
創
作
に
つ
い
て
、
松
本
氏
は
失
敗
に
近
い
と
評
価
を
下
し

て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
上
げ
て
い
る
。

江
後
寛
士
の
先
ほ
ど
の
文
章
に
み
る
よ
う
に
、

そ
れ
以
外
の
所
は
稲
の
話
と

ロ
シ
ア
で
の
歌
舞
伎
の
話
以
外
は
ま
っ
た
く
『
時
規
物
語
』
と
同
じ
で
あ
る

作|と
り|い
出|う
し|。
た|こ
の|れ
か|ほ
と|ど
けま
つ|で
割 に
lロJI Ipl 
L..-I .-

も|長

舎|あ
νl つ

""S"Iて
米|見
る.."

かIiま
~"、

知1 -，

れ!作
な|者
し、|は

01 

い|体
や|何
、1 を

宇
三
郎
像
の
創
出
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
が
、
こ
の
論
者
は
そ
ん

な
こ
と
は
先
刻
承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
宇
三
郎
像
創
出
は
失
敗

だ
っ
た
の
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
。
(
中
略
)

ス
ト
ー
リ
ー
と
モ
テ
ィ

l
フ
に
小
さ
な
亀
裂
が
あ

シ
ロ
ウ
ト
目
に
は
作
品
全
体
に
さ
ほ
ど
の
影
響
も
な
い
よ
う
に

も
み
え
る
が
、
作
者
自
身
の
審
美
眼
の
方
は
そ
れ
を
見
逃
さ
ず
、
き
び
し
く
、

正
確
で
あ
っ
た
。
宇
三
郎
は
異
国
の
果
て
に
未
熟
児
の
よ
う
に
葬
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
(
注
8
)

る
も
の
の
、

松
本
氏
は
結
末
に
進
む
に
従
っ
て
、
帰
国
組
の
漂
民
の
話
は
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
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宇
三
郎
の
話
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
特
に
宇
三
郎
が
異
国
生
活
で
な
ぜ
幸
せ
で
は

な
か
っ
た
か
を
井
伏
が
引
き
出
せ
な
か
っ
た
事
に
失
敗
作
と
な
っ
た
原
因
が
あ
る

と
記
し
て
い
る
。

一
方
、
湧
田
氏
は
「
異
国
物
語
」
は
創
作
人
物
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
創
作
で

あ
っ
て
、
宇
三
郎
の
創
作
は
記
録
に
小
説
的
生
命
を
付
与
し
て
い
る
と
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

小
説
中
で
の
「
異
国
物
語
」
か
ら
の
直
接
引
用
箇
所
は

一
章
、
二
章
、

十
六
章
に
各
一
箇
所
ず
つ
、
計
三
箇
所
あ
る
が
、

(
中
略
)
創
作
人
物
宇
三

郎
を
ゆ
る
ぎ
な
く
定
着
さ
せ
る
た
め
の
創
作
手
法
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
(
中
略
)

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
時
規
物
語
」
は
そ
の
筆
録
者
に
人
を
得
て
、
こ

の
時
代
の
漂
流
記
の
記
録
と
し
て
は
実
に
得
難
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
思



わ
れ
る
が
、
井
伏
は
そ
れ
ら
の
中
に
宇
三
郎
と
い
う
創
作
人
物
を
加
え
て
、

こ
の
記
録
に
小
説
的
生
命
と
井
伏
の
人
間
観
を
付
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。
(
注

9 
こ
れ
ら
の
論
に
は
、
宇
三
郎
と
い
う
虚
構
人
物
を
設
定
す
る
こ
と
で
何
が
語
ら

れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
乏
し
い
。
老
人
が
役
人
に
遠
慮
せ
ず
追
想
し

た
と
い
う
設
定
の
架
空
書
物
に
治
か
れ
て
い
る
宇
三
郎
の
創
作
に
は
、
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
の
評
価
も
含
め
て
見
直
し
た
い
。

二
.
宇
三
郎
の
籾
の
扱
い
に
現
れ
る
交
流

「
漂
民
宇
三
郎
」
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宇
三
郎
中
心
の
物
語

(
注
叩
)
と
し
て
、
異
文
化
と
の
交
流
(
注
目
)
を
語
り
、
理
想
的
共
同
体
像
を

提
示
し
て
い
る
。
次
は
全
知
の
語
り
手
が
、
途
中
で
宇
三
郎
と
一
体
と
な
り
、
語

り
手
が
宇
三
郎
に
寄
り
添
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
所
で
あ
る
。

「
お
お
、
籾
が
。
俺
は
こ
の
籾
を
植
ゑ
る
。
さ
う
だ
、
一
粒
で
も
よ
い
わ
い
、

苗
代
を
つ
く
ら
う
。
」

宇
三
郎
は
思
は
ず
大
き
な
声
で
さ
う
云
っ
て
、
そ
ば
に
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
る
八

左
衛
門
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
。

「
な
に
、
苗
代
を
つ
く
る
が
や
と
。
字
三
、
ど
こ
へ
苗
代
つ
く
る
。
」

八
左
衛
門
は
起
き
あ
が
っ
た
。

「漂民宇三郎j論

「
だ
が
字
三
、
地
面
な
い
ぜ
。
」

-J-、
令
d
+
j

ほ
ん
の
す
こ
し
の
土
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

て
ん
ま
組
に
、

梅
の
木
の
大
き
な
植
木
鉢
が
あ
る
。
水
は
、

い
づ
れ
夕
立
が
降
っ
た
と
き
布

ぎ
れ
で
受
け
て
箱
に
溜
め
れ
ば
よ
い
。

(
1
章

7
0
1
7
1
頁
)

宇
三
郎
と
八
左
衛
門
と
の
会
話
部
分
で
あ
る
が
、
突
然
語
り
手
が
「
た
だ
、

手品

ん
の
す
こ
し
の
土
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
」
と
語
り
、
宇
三
郎
の
心
と
一
体
化

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宇
三
郎
を
主
人
公
と
し
て
造
形
し
た
井
伏
の
狙
い
と
は

何
で
あ
っ
た
の
か
、
宇
三
郎
の
人
物
像
を
先
ず
考
察
す
る
。

宇
三
郎
の
母
は
、
宇
三
郎
が
生
ま
れ
る
前
に
子
供
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
分
の

弟
金
六
を
養
子
に
迎
え
た
。
そ
れ
で
宇
三
郎
は
母
の
弟
金
六
と
兄
弟
と
な
り
、
共

に
船
乗
を
し
た
。
四
十
九
才
と
十
八
才
と
い
う
年
の
差
も
あ
り
、
金
六
は
宇
三
郎

が
「
船
の
な
か
で
も
仕
事
の
手
が
空
く
と
草
双
紙
な
ど
を
出
し
て
読
む
」
等
す
る

の
で
、
普
通
の
船
乗
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
不
満
を
持
ち
、
宇
三
郎
を
馬
鹿
に
し

て
い
た
。
船
乗
り
と
し
て
変
わ
っ
て
い
た
宇
三
郎
は
、
異
国
で
も
メ
リ
ケ
ン
語
の

字
を
す
ぐ
覚
え
異
国
人
達
を
驚
か
せ
た
り
し
た
。
混
血
児
オ
イ
レ
ン
と
恋
仲
に
な

り
、
異
国
人
ジ
ョ
ン
ス
と
も
友
達
に
な
る
。
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こ
う
い
っ
た
異
文
化
に
聞
か
れ
た
態
度
の
宇
三
郎
は
、
漂
流
中
船
上
で
見
つ
け

た
籾
を
大
事
に
扱
い
、
異
国
で
植
え
続
け
る
。
と
こ
ろ
が
宇
三
郎
の
意
識
の
変
化

に
よ
り
、
籾
に
託
し
て
い
く
意
味
も
変
化
す
る
。
始
め
は
単
な
る
故
郷
へ
の
懐
か

し
い
思
い
を
託
し
て
積
極
的
に
植
え
て
い
た
が
、
途
中
で
交
流
を
大
事
に
す
る
異

国
人
と
の
出
会
い
で
、
交
流
の
精
神
を
学
び
、
保
守
的
同
僚
か
ら
仲
間
外
れ
に
さ

れ
残
留
す
る
よ
う
に
な
っ
た
宇
三
郎
は
、
交
流
を
籾
に
託
し
て
交
配
種
を
植
え
る

よ
う
に
な
る
。
以
下
籾
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
宇
三
郎
の
意
識
の
変
化
を
探
る
。

宇
三
郎
が
始
め
籾
を
見
つ
け
た
の
は
、
船
上
で
あ
っ
た
。
船
上
で
は
「
地
面
が

の
で
籾
を
植
え
ら
れ
な
い
と
思
う
八
左
衛
門
と
違
っ
て
、
宇
三
郎
は
ご

粒
で
も
よ
い
わ
い
、
苗
代
を
つ
く
ろ
う
」
と
積
極
的
に
籾
を
植
え
よ
う
と
す
る
。

宇
三
郎
は
籾
に
望
郷
の
念
と
帰
郷
願
望
と
を
託
し
て
植
え
る
。
ま
た
、
異
国
で
も

な
い
」



「漂民宇三郎」論

帰
郷
へ
の
願
い
を
込
め
て
宇
三
郎
は
籾
を
植
え
よ
う
と
す
る
。

「
お
ぬ
し
が
、
百
代
を
つ
く
っ
た
と
。
」
ダ

l
エ
モ
ン
は
、

は
じ
め
て
仕
事

の
手
を
休
め
た
。
ご
」
の
島
で
は
、
そ
れ
こ
そ
前
代
未
聞
の
話
ぢ
ゃ
ね
え
。

お
い
ら
は
、
ム
マ
オ
イ
の
島
に
ゐ
た
と
き
に
も
稲
田
は
見
.
さ
つ
た
。
さ
う
か
、

苗
代
を
つ
く
っ
た
か
。
お
ぬ
し
、
ど
こ
か
ら
籾
を
手
に
入
れ
た
。
」

「
漂
流
の
と
き
船
の
な
か
で
、
玄
米
に
混
っ
て
を
っ
た
ん
ぢ
や
。
嬬
米
の
籾

が
一
粒
、
綬
米
の
籾
が
一
粒
ぢ
や
け
れ
ど
。
二
粒
の
籾
で
、
こ
の
ウ
ワ
へ
の

島
を
、
豊
葦
原
瑞
穂
の
国
に
す
る
つ
も
り
ぢ
や
。
」

(
6
章

1
1
5
頁
)

稲
田
が
な
い
不
毛
な
異
国
の
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
ウ
ワ
へ
島
を
、
「
豊

葦
原
瑞
穂
の
国
」
に
し
よ
う
と
す
る
。
宇
三
郎
の
前
代
未
聞
の
発
想
に
、
長
く
ウ

ワ
へ
島
に
住
ん
で
き
た
日
本
人
ダ

l
エ
モ
ン
は
驚
き
、
広
東
人
陳
祖
遠
は
何
十
年

ぶ
り
に
籾
を
見
て
懐
か
し
い
思
い
を
す
る
。
宇
三
郎
は
帰
郷
の
準
備
を
し
な
が
ら

も
、
日
本
の
籾
を
他
国
で
植
え
る
。
し
か
し
、
百
代
づ
く
り
に
は
帰
郷
へ
の
願
望

の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
、
宇
三
郎
は
帰
郷
に
向
け
て
カ
ム
サ
ッ
カ
へ
行
っ
て
か
ら

は
、
胸
を
と
き
め
か
し
て
い
た
ウ
ワ
へ
島
の
籾
の
事
は
し
ば
ら
く
忘
れ
る
。

そ
の
後
、
宇
三
郎
は
ロ
シ
ヤ
で
ロ
ス
ト
フ
に
出
会
い
、
結
局
ハ
ワ
イ
に
残
留
す

る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
籾
の
事
に
新
し
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
カ
ム
サ
ツ

カ
ヘ
日
本
漂
民
の
実
見
に
来
た
日
本
語
が
流
暢
な
ロ
ス
ト
フ
は
、

イ
ル
ク

l
ツ
カ

日
本
語
学
校
で
日
本
語
を
学
ん
だ
人
だ
っ
た
。

宇
三
郎
の
胸
は
異
様
に
と
き
め
い
た
。
こ
ん
な
他
国
で
日
本
語
の
話
せ
る
異

人
に
め
ぐ
り
遭
ふ
と
は
、
夢
に
も
思
ひ
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
1
3
 

章

1
7
2
頁
)

ロ
ス
ト
フ
は
一
種
の
国
際
文
化
交
流
と
し
て
、
日
本
漂
民
に
芝
居
興
行
を
打
た

せ
、
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
文
化
を
交
流
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

つ
い
て
は
当
所
に
滞
在
中
、

日
本
漂
民
ど
も
と
当
所
の
ロ
シ
ア
人
と
の
交
歓

の
一
助
と
も
す
る
た
め
に
、

日
本
漂
民
に
芝
居
興
行
を
打
た
せ
た
い
。
芝
居

の
外
題
は
日
本
漂
民
の
勝
手
た
る
べ
き
こ
と
。
台
詞
は
、

ロ
シ
ア
人
に
わ
か

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
ロ
シ
ア
語
を
用
ゐ
る
こ
と
。

(
1
3
章

1 
7 

6
1
1
7
7
頁
)

ロ
シ
ア
と
日
本
と
の
交
流
に
勤
し
ん
で
い
る
ロ
ス
ト
フ
は
、

日
本
文
化
と
日
本

語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

ロ
ス
ト
フ
は
云
っ
た
。
日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
で
は
言
葉
の
骨
組
が
全
く
異

一
応
の
こ
つ
を
呑
み
こ
む
と
、
ロ
シ
ア
人
で
も
日
本
語
を
喋
る
の

し
か
し
日
本
の
文
章
を
ロ
シ
ア
の
文
章
に
な
ほ
す

な
る
が
、

は
割
合
に
容
易
で
あ
る
。

の
は
大
変
に
難
し
い
。
ま
た
ロ
シ
ア
の
文
章
を
日
本
文
に
な
ほ
す
の
も
難
し

ぃ
。
こ
れ
は
日
本
の
平
仮
名
や
漢
字
も
読
み
に
く
い
が
、
日
本
文
に
は
一
種

特
別
の
綾
が
あ
っ
て
一
番
そ
れ
が
難
解
な
の
で
あ
る
。

(
1
4
章

頁
、
傍
点
本
文
)
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日
本
漂
民
を
ロ
シ
ア
人
と
結
婚
さ
せ
、

ロ
シ
ア
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
ロ
ス

日
本
文
化
が
な
か
な
か
異
文
化
と
交

ト
フ
が
い
う
、

ご
種
特
別
の
綾
」

'
」
斗

J-、

わ
れ
な
い
閉
鎖
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
た
含
蓄
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
日
本
語
を
習
う
と
話
せ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
な
の
に
、
日
本
文
に
は
綾
が
あ

っ
て
翻
訳
し
に
く
い
と
ロ
ス
ト
フ
は
い
う
。

日
本
語
の
疎
通
の
時
、

お
互
い
に
特

別
な
綾
を
求
め
る
。
そ
れ
は
人
情
の
機
微
や
状
況
な
ど
特
殊
な
文
化
固
有
の
提
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
、
話
す
と
異
人
扱
い
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
{
予
三
郎

は
同
僚
が
大
事
に
し
て
き
た
村
の
提
に
乗
ら
な
い
で
自
由
に
行
動
し
、
そ
れ
に
よ

り
裏
切
り
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
井
伏
は
共
同
体
の

閉
鎖
性
を
ロ
ス
ト
フ
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
。

ロ
ス
ト
フ
か
ら
こ
の
言
葉
を
聞
い



た
宇
三
郎
は
、
言
葉
が
同
じ
日
本
人
で
あ
っ
て
も
心
が
通
じ
ず
、
宇
三
郎
を
異
人

扱
い
し
て
い
た
同
僚
の
事
を
思
い
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宇
三
郎
は
、
聞
か

れ
た
心
の
持
ち
主
で
物
分
り
が
よ
く
、

日
本
語
も
話
せ
る
ロ
ス
ト
フ
に
出
会
い
、

心
が
通
じ
合
っ
た
事
に
よ
り
、
新
し
い
思
考
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
同
僚
と
の
ぶ

っ
か
り
合
い
で
寂
し
い
思
い
を
し
、
疲
れ
果
て
て
い
た
宇
三
郎
は
、
帰
郷
へ
の
執

着
を
捨
て
、
異
国
に
残
る
決
心
を
し
、
ウ
ワ
へ
島
で
の
籾
の
事
を
も
高
く
評
価
し

て
く
れ
た
ロ
ス
ト
フ
に
残
留
す
る
事
を
相
談
す
る
。
宇
三
郎
は
彼
か
ら
国
際
交
流

の
心
を
学
ぶ
、
そ
れ
が
籾
の
扱
い
の
変
化
に
現
れ
て
い
る
。

宇
三
郎
は
、
異
国
に
残
り
、
ウ
ワ
へ
島
か
ら
ム
マ
オ
イ
島
へ
移
住
し
て
い
る
オ

イ
レ
ン
に
附
い
て
行
き
、

そ
こ
で
結
婚
し
て
定
着
す
る
。
カ
ン
ト
ン
マ
ン
一
家
は

ム
マ
オ
イ
島
に
稲
田
を
作
っ
て
い
た
。
ま
た
元
祖
で
あ
る
日
本
種
か
ら
広
東
方
面

の
種
に
変
え
な
が
ら
田
植
え
は
続
け
ら
れ
た
。
籾
種
が
変
わ
っ
た
の
は
、
ウ
ワ
へ

島
で
帰
郷
を
準
備
し
な
が
ら
、

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
離
れ

な
か
っ
た
宇
三
郎
が
、
徐
々
に
カ
ム
サ
ツ
カ
で
同
僚
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
り
、

故
郷
の
保
守
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
違
っ
て
い
た
事
が
確
認
で
き
た
事
に
似
通

っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
宇
三
郎
は
混
血
児
オ
イ
レ
ン
と
の
間
で
子
ど
も
を
得
た
事
か
ら
思
い

つ
き
を
得
、
故
郷
と
異
国
と
の
交
流
の
精
神
か
ら
、
広
東
米
と
日
本
米
と
の
交
配

種
に
積
極
的
に
挑
戦
す
る
。
宇
三
郎
の
籾
の
交
配
種
を
作
る
試
み
は
、

ロ
ス
ト
フ

に
あ
っ
た
国
際
交
流
精
神
に
繋
が
る
。
籾
の
交
配
は
失
敗
に
終
る
の
で
あ
っ
た
が
、

fi票民宇三郎J論

宇
三
郎
は
オ
イ
レ
ン
と
家
庭
を
作
り
子
供
を
得
、
彼
自
身
異
国
の
人
々
や
文
化
と

交
流
し
て
生
き
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
宇
三
郎
は
故
郷
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か

ら
同
化
も
異
化
も
し
て
お
ら
ず
、
交
流
を
願
う
独
特
な
夢
を
み
る
人
物
と
な
っ
た
。

井
伏
は
理
想
的
な
願
い
と
し
て
交
流
の
意
味
を
架
空
の
物
語
の
籾
の
エ
ピ
ソ
|

ド
に
大
き
く
託
し
て
い
る
。
交
流
の
意
味
と
し
て
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
た
創
作
、

ロ
シ
ア
で
の
忠
臣
蔵
芝
居
奥
行
の
話
は
、
宇
三
郎
が
二
粒
の
籾
を
蒔
い
て
稲
を
育

て
る
話
と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
の
よ
う
に
、
宇
三
郎
は
異
文
化

に
聞
か
れ
た
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
開
放
的
な
人
物
と
し
て
創
作
さ
れ
て
い
る
。
当

然
、
こ
う
い
っ
た
字
三
郎
は
、
保
守
的
な
他
の
漂
民
た
ち
と
衝
突
す
る
よ
う
に
な

る
。
井
伏
が
宇
三
郎
を
他
の
漂
民
ら
の
中
に
入
れ
て
衝
突
さ
せ
る
の
は
、
他
の
漂

民
ら
の
悪
い
人
間
性
を
告
発
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
、
村
の
保
守
的
な
考
え
方
と

違
っ
て
、
異
文
化
に
聞
か
れ
て
い
た
人
聞
が
ど
う
異
人
扱
い
さ
れ
る
か
と
い
う
共

同
体
へ
の
批
判
意
識
か
ら
の
創
作
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
を
明
か
に
す

る
た
め
に
、
次
の
項
で
そ
の
衝
突
の
様
相
を
追
う
。

宇
三
郎
と
金
蔵
ら
の
対
立

ー
閉
鎖
的
体
制
を
具
現
す
る
金
蔵
ら
|

噌

E
A

E
d
 

聞
か
れ
た
心
を
持
っ
て
い
た
字
三
郎
は
、
異
国
で
異
国
人
と
恋
愛
や
友
情
の
関

係
を
形
成
す
る
が
、

そ
れ
が
閉
鎖
的
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、
異
国

で
の
奉
公
運
も
つ
い
て
な
い
金
蔵
ら
に
は
気
に
触
る
。

次
の
引
用
は
字
が
書
け
な
い
金
蔵
が
太
三
郎
に
書
い
て
も
ら
っ
て
、

宇
三
郎
に

送
っ
た
抗
議
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
悉
く
閉
鎖
的
な
価
値
観
の
金
蔵
ら
の
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
、
大
き
く
次
の
三
点
の
抗
議
が
あ
る
。
一
つ
は
、
異
国
人
オ

イ
レ
ン
と
の
恋
愛
へ
の
抗
議
で
あ
っ
た
。

お
前
は
鳥
簡
を
持
っ
て
歩
く
の
に
、
大
事
げ
に
そ
の
紐
を
手
首
に
巻
い
て
ゐ

た
。
お
前
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

は
た
の
見
る
自
と
い
ふ
こ
と
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を
お
前
は
考
へ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
長
者
丸
乗
組
の
者
は
、
(
中
略
)

椀
の

米
も
水
も
互
に
分
け
あ
っ
て
露
命
を
つ
な
い
で
来
た
仲
で
は
な
い
か
。
そ
れ

が
船
乗
の
作
法
で
は
な
い
か
。
自
分
ひ
と
り
だ
け
の
悦
楽
は
許
せ
な
い
。
(
-

5
章

1
9
3
頁
)

宇
三
郎
は
ハ
ワ
イ
の
ウ
ワ
ヘ
島
の
カ
ン
ト
ン
マ
ン
の
娘
か
ら
、
前
年
出
港
の
折
、

「
雲
雀
の
鳥
簡
」
を
生
き
形
見
に
も
ら
っ
て
来
た
が
、
そ
の
寵
を
さ
げ
る
紐
は
、

オ
イ
レ
ン
の
棒
か
腰
紐
か
で
、
赤
い
紐
が
な
ま
め
か
し
い
と
抗
議
す
る
。
「
は
た

の
見
る
目
」
や
「
自
分
ひ
と
り
だ
け
の
悦
楽
は
許
せ
な
い
」
と
い
う
の
は
、

見

団
体
意
識
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
そ
れ
は
交
友
、
交
流
に
も
抵

抗
に
な
っ
て
い
る
。

二
つ
は
、
ウ
ワ
へ
島
へ
遊
学
に
来
て
い
た
ジ
ョ
ン
ス
と
の
交
友
へ
の
抗
議
で
あ

っ
た
。
宇
三
郎
の
異
国
人
と
の
交
友
は
、
金
蔵
ら
の
団
体
の
行
動
路
線
に
沿
っ
て

い
な
い
常
識
外
の
行
動
で
あ
っ
た
。

そ
れ
し
や

お
前
は
女
色
も
好
む
が
衆
道
に
も
其
者
で
あ
る
や
う
だ
。
先
方
の
メ
リ
ケ
ン

の
若
人
は
、
た
だ
毛
色
の
変
っ
て
ゐ
る
日
本
人
珍
し
さ
の
た
め
、
お
前
に
何

か
と
話
し
か
け
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

(
1
5
章

1
9
3
頁
)

そ
し
て
第
三
は
、

ソ
l
ニ
ヤ
に
次
郎
吉
を
婿
入
り
さ
せ
よ
う
と
、

ロ
ス
ト
フ
に

頼
ま
れ
て
口
を
き
い
た
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。

い
っ
た
い
お
前
の
や
う
な
若
造
が
、
よ
そ
の
女
と
男
を
見
て
、

そ
れ
を
夫
婦

に
し
て
や
ら
う
と
思
ふ
の
は
、
お
の
れ
に
意
外
な
色
気
が
あ
る
か
ら
ぢ
や
と

思
ひ
知
る
が
よ
い
。
次
郎
吉
は
お
前
よ
り
年
上
で
女
房
子
持
だ
。
ソ

l
ニ
ヤ

と
や
ら
は
毛
色
の
違
っ
た
ロ
シ
ア
人
だ
。
ロ
シ
ア
人
の
血
と
日
本
人
の
血
は
、

相
性
が
よ
い
と
お
前
は
次
郎
士
ロ
に
云
っ
た
さ
う
な
。
そ
れ
は
お
前
の
余
計
な

色
気
と
い
ふ
も
の
ぢ
や
。

(
1
5
章

1
9
4
頁
)

次
郎
吉
が
奉
公
し
て
い
た
ナ
チ
ヤ
ニ
カ
の
侍
女
ソ

l
ニ
ヤ
が
次
郎
吉
に
懸
想
し

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
次
郎
吉
を
ロ
シ
ア
に
残

そ
う
と
す
る
策
を
立
て
て
字
三
郎
に
次
郎
吉
へ
の
使
者
を
頼
む
。
と
こ
ろ
が
、
字

て
い
た
事
を
知
っ
た
ロ
ス
ト
フ
は
、

三
郎
が
使
者
を
し
た
事
が
、
金
蔵
に
は
言
い
掛
か
り
を
つ
け
る
い
い
口
実
と
な
っ

て
二
人
が
衝
突
す
る
決
定
的
な
事
件
と
な
る
。
金
蔵
ら
に
は
、
異
国
人
と
の
結
婚

は
想
像
を
絶
す
る
事
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
宇
三
郎
は
非
常
に

落
胆
す
る
。

み
ん
な
が
寄
っ
て
た
か
つ
て
宇
三
郎
を
仲
間
は
づ
れ
に
し
て
ゐ
る
や
う
に
思

は
れ
た
。
こ
れ
で
は
日
本
に
帰
っ
て
も
、
仲
間
か
ら
ど
ん
な
悪
口
を
云
ひ
触

ら
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

(
1
5
章

1
9
4
頁
)

つ
ま
り
故
郷
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
閉
鎖
的
他
の
漂
民

た
ち
は
、
異
文
化
に
開
放
的
で
あ
っ
た
宇
三
郎
を
異
人
扱
い
す
る
の
で
あ
る
。
金

η
L
 

P

、υ

蔵
ら
の
こ
う
い
っ
た
行
動
は
、
帰
郷
の
た
め
で
あ
っ
た
。
帰
郷
の
た
め
に
異
文
化

に
対
し
て
排
他
的
姿
勢
で
あ
っ
た
の
は
次
の
箇
所
で
も
分
か
る
。

第
一
曜
日
に
、
漂
民
た
ち
は
お
寺
見
物
に
行
く
か
行
か
な
い
か
と
い
ふ
話
か

ら
、
ニ
派
に
分
れ
て
口
論
し
た
。
お
寺
に
行
っ
て
善
男
善
女
の
う
た
ふ
聖
歌

を
聞
き
た
い
と
云
ふ
一
派
と
、

た
び
た
び
お
寺
に
行
け
ば
日
本
に
帰
っ
て
か

ら
絵
踏
を
さ
せ
ら
れ
る
と
き
気
が
答
め
る
と
云
ふ
一
派
に
分
れ
、
お
互
に
雨

に
降
り
こ
め
ら
れ
て
気
が
腐
っ
て
ゐ
る
こ
と
と
て
予
想
外
な
大
喧
嘩
に
な
っ

た
。
宇
三
郎
は
お
寺
見
物
に
行
き
た
い
と
い
ふ
派
で
あ
っ
た
。

(
1
8
章

2
2
3
頁
)

帰
郷
す
る
こ
と
が
一
番
の
関
心
事

4

で
あ
っ
た
漂
民
た
ち
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会

を
見
物
す
る
こ
と
す
ら
、
帰
国
時
の
取
調
べ
の
対
象
と
な
る
の
を
恐
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
金
蔵
と
対
立
し
て
い
た
宇
三
郎
は
改
宗
し
、
他
の
漂
民
た
ち
も
宇
三
郎



を
腫
物
に
触
る
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
。

字
三
郎
と
金
蔵
ら
と
の
対
立
に
つ
い
て
涌
回
佑
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る。

し
か
し
そ
の
宇
三
郎
の
帰
国
し
た
い
と
い
う
潜
在
意
識
は
、
漂
民
た
ち
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
よ
っ
て
も
ろ
く
も
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
(
中

略
)
「
漂
民
宇
三
郎
」
に
お
い
て
、
井
伏
が
描
い
て
い
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
ぶ

つ
か
り
合
い
は
、
「
お
前
は
ば
か
だ
」
「
お
前
は
ば
か
だ
」
と
意
地
を
張
り
合

う
「
山
根
魚
」
の
山
根
魚
と
蛙
に
ま
っ
た
く
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ゴ
イ
ズ
ム
の
対
立
を
描
く
こ
と
は
井
伏
文
学
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
だ
と
い
う

こ
と
を
す
で
に
述
べ
て
き
た
が
、
「
漂
民
宇
三
郎
」
も
ま
た
そ
う
し
た
も
の

の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。
帰
国
で
き
な
か
っ
た
宇
三
郎
に
、
井
伏
の
冷
徹
な

人
間
凝
視
の
目
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
注
ロ
)

宇
三
郎
を
め
ぐ
る
漂
民
間
の
葛
藤
を
涌
回
佑
氏
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
ぶ
つ
か
り
合

い
と
し
て
見
て
い
る
。
し
か
し
私
は
そ
の
葛
藤
に
は
、
嫉
妬
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
個

人
的
感
情
の
人
間
を
す
る
ど
く
瀧
視
す
る
井
伏
の
人
間
観
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以

上
の
閉
鎖
さ
れ
た
社
会
の
問
題
を
も
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
こ
れ
に
関
わ
り
新
し
く
渡
辺
善
雄
氏
が
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「漂民宇三郎j論

異
国
で
の
ス
ト
レ
ス
が
字
三
郎
い
じ
め
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
が
、
字
三
郎

を
当
惑
さ
せ
た
の
は
抗
議
文
を
貫
く
村
の
論
理
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
お
前

は
傍
若
無
人
」
で
「
は
た
の
見
る
目
」
を
考
え
な
い
、
次
郎
吉
と
「
同
じ
在

所
」
の
者
と
し
て
抗
議
す
る
、
と
い
う
。
そ
れ
は
保
守
的
閉
鎖
的
で
、
所
属

た|集
漂|国
民|か
を|ら
、|の

集|逸
団|脱
を|を
乱|許
す|さ
危|な
険|い
川(

物|塑
とII羽
田|体
五|制
CI ，~ 
て'-
剖 の
干剛 l

涙|誓
すI:円

三l 異
。文

字 化
三に
郎 触
は れ

そ
れ
に
馴
染
め
な
い
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

(
注
目
)

渡
辺
氏
は
金
蔵
ら
の
行
動
に
、
『
保
守
的
閉
鎖
的
で
、
所
属
集
団
か
ら
の
逸
脱

を
許
さ
な
い
」
側
面
を
見
、
こ
れ
が
延
長
し
て
鎖
国
体
制
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
対
立
の
延
長
が
鎖
国
体
制
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
排
他

的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
性
質
を
あ
お
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
の
側
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

個
が
社
会
に
影
響
を
与
え
る
事
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
社
会
が
よ
り
強
く
個
に

影
響
し
て
い
て
、
「
保
守
的
閉
鎖
的
集
団
」
の
性
格
は
、
個
の
も
の
で
は
な
く
、

共
同
体
の
も
の
で
あ
る
。
漂
民
た
ち
は
帰
郷
の
た
め
に
故
郷
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ

コニ

イ
を
ひ
た
す
ら
守
ろ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
対
立
が
起
き
る
。
鎖
国
体
制
が
個
に

影
響
を
与
え
、
金
蔵
ら
は
保
守
的
集
団
に
な
り
、
異
文
化
に
バ
リ
ア
を
張
っ
て
い

た
た
め
に
字
三
郎
の
恋
愛
、
交
友
、
交
流
を
受
け
入
れ
ず
、
衝
突
し
た
の
で
あ
る
。

井
伏
が
金
蔵
ら
の
背
後
に
あ
る
共
同
体
の
閉
鎖
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
批
判
す
る
た
め

に
、
宇
三
郎
と
金
蔵
ら
を
対
立
さ
せ
て
い
る
と
思
え
る
の
は
、
作
品
が
こ
の
対
立

の
話
で
終
ら
ず
、
続
け
て
二
十
、
二
十
一
章
に
掛
け
て
、
金
蔵
ら
が
帰
国
し
て
辛

い
自
に
会
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
項
で
そ
れ
を
考
察

q
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す
る
。

四

閉
鎖
的
権
力
体
制
へ
の
批
判
と
共
同
体
の
相
対
化

金
蔵
ら
は
故
郷
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
必
死
に
守
っ
て
帰
郷
し
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
彼
等
を
待
っ
て
い
た
の
は
予
想
以
上
の
厳
し
い
取
調
べ
で
あ
っ
た
。
天
保

五
月
宇
三
郎
を
除
い
た
漂
民
六
人
は
ロ
シ
ア
船
と
別
れ
て

フ
ル
ベ
ツ
に
上
陸
し
て
か
ら
松
前
藩
重
役
の
取
調
べ
が
始
ま
る
。
そ
の
後
エ
ゾ
、

松
前
、
江
戸
を
経
て
の
五
年
間
の
取
調
べ
は
嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
)
十
月
一
日

十
四
年
(
一
八
四
三
)



「漂民宇三郎J論

に
帰
村
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
る
。
そ
れ
は
長
者
丸
遭
難
以
来
十
一
カ
年
を
経
て

の
帰
村
で
あ
っ
た
。
取
調
べ
の
苛
酷
さ
で
、
八
左
衛
門
は
「
肺
癌
」
を
起
こ
し
死

に
、
他
の
漂
民
も
弱
音
を
吐
く
。

「
其
方
ど
も
本
日
よ
り
旅
人
宿
に
預
け
置
く
。

一
歩
も
外
に
出
る
こ
と
相
な

ら
ん
。
ま
た
従
来
の
通
り
、
固
く
口
舌
を
慎
し
む
や
う
に
す
る
こ
と
ぢ
や
」

と
厳
し
く
云
ひ
渡
し
た
。

(
2
0
章

2
5
0
頁
)

つ
い
気
持
が
苛
立
っ
て
仲
間
同
士
の
喧
嘩
が
あ
る
。
血
の
道
を
起
し
た
女
の

や
う
に
不
貞
寝
を
し
た
り
、

め
そ
め
そ
と
泣
い
た
り
す
る
者
が
ゐ
る
。
こ
ん

な
こ
と
な
ら
憂
き
顛
難
を
し
て
日
本
に
帰
る
の
で
は
な
か
っ
た
と
暴
言
を
吐

く
者
が
ゐ
た
。

(
2
1
章

2
5
2
頁
)

四
人
の
者
は
手
錠
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
改
め
て
大
黒
屋
へ
お
預
け
と
な
っ

た
。
(
中
略
)

「
(
前
略
)
但
、
其
方
ど
も
帰
村
し
て
後
も
、
親
類
縁
者
の
ほ
か
他
家
の
者

に
逢
ふ
こ
と
相
成
ら
ん
、
村
よ
り
外
に
出
る
こ
と
相
成
ら
ん
。
異
国
の
事
情

は
、
兄
弟
た
り
と
も
口
外
す
る
こ
と
相
成
ら
ん
。
こ
の
儀
は
国
禁
で
あ
る
に

よ
っ
て
、
其
方
ど
も
の
村
役
人
も
心
得
て
ゐ
る
も
の
ぢ
や
と
思
へ
。
」

(
2
1

章

2
5
7
頁
)

望
郷
の
念
に
よ
っ
て
必
死
で
帰
っ
た
金
蔵
ら
は
、
共
同
体
か
ら
冷
た
く
異
人
扱

い
さ
れ
た
。
過
去
共
同
体
を
絶
対
化
し
て
、
宇
三
郎
を
異
人
扱
い
し
加
害
者
で
あ

っ
た
漂
民
た
ち
が
、
今
度
は
帰
郷
し
て
共
同
体
に
排
斥
さ
れ
る
被
害
者
に
な
る
ア

イ
ロ
ニ
ー
的
悲
劇
を
描
く
事
で
、
個
を
左
右
す
る
閉
鎖
的
権
力
体
制
へ
焦
点
が
当

た
り
、
井
伏
の
一
層
強
い
体
制
批
判
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
た
、
社
会
に

影
響
を
受
け
た
金
蔵
ら
が
、
気
付
か
ず
小
さ
い
閉
鎖
的
村
を
作
っ
た
よ
う
に
、
個

が
社
会
を
規
制
し
て
い
く
危
険
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
井
伏
は
警
告
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

閉
鎖
的
体
制
を
具
現
し
て
い
る
金
蔵
ら
と
の
対
立
に
よ
り
、
異
国
に
残
留
す
る

よ
う
に
な
る
宇
三
郎
の
悲
し
み
に
加
え
、
帰
郷
し
た
金
蔵
ら
が
故
郷
で
異
人
扱
い

さ
れ
る
と
い
っ
た
悲
し
み
が
あ
る
。
こ
の
二
重
構
造
を
通
し
て
共
同
体
を
漂
民
の

帰
郷
す
べ
き
所
と
し
て
絶
対
化
で
き
な
い
こ
と
を
作
品
は
強
調
し
て
い
る
。
即
ち
、

帰
国
組
の
漂
民
が
異
人
扱
い
さ
れ
る
様
子
が
二
十
、
二
十
一
章
に
か
け
て
語
ら
れ

て
い
る
理
由
は
、
今
ま
で
絶
対
的
で
あ
っ
た
共
同
体
を
相
対
化
し
て
と
ら
え
る
た

め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
、
共
同
体
を
相
対
化
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
し
か
け
は
、
井
伏
が

漂
流
も
の
と
し
て
主
人
公
を
異
国
に
残
留
す
る
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
事
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
残
留
す
る
宇
三
郎
の
異
国
で
の
人
生
に
対
す
る
語
り
手
の
評
価

は
決
し
て
甘
く
な
い
。

d
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以
上
、
漂
民
が
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
の
顛
末
は
、
「
時
規
物
語
」
「
蕃
談
」

に
-
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
外
国
に
残
っ
た
宇
三
郎
の
件
に
は
少
し
も
触
れ
て
な

ぃ
。
帰
国
し
て
目
出
度
し
目
出
度
し
の
者
の
側
に
都
合
の
い
い
や
う
に
記
録

さ
れ
て
ゐ
て
、
の
け
者
に
さ
れ
て
ゐ
た
宇
三
郎
は
す
っ
か
り
抹
殺
さ
れ
て
ゐ

る
。
し
か
し
記
録
の
上
で
抹
殺
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
不
幸
と
は
云
は
れ
な

い
。
た
だ
宇
三
郎
は
そ
の
後
の
暮
し
が
倖
せ
で
な
か
っ
た
た
め
に
哀
れ
で
あ

っ
た
。

(
2
1
章

2
5
9
頁
)

宇
三
郎
は
記
録
に
抹
殺
さ
れ
た
か
ら
不
幸
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
必
ず

し
も
幸
せ
で
は
な
か
っ
た
と
書
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
詳
し
く
書

か
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
異
国
に
残
留
し
た
宇
三
郎
が
幸
せ
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。渡

辺
氏
は
宇
三
郎
が
ど
う
し
て
幸
せ
で
は
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い



な
い
。
む
し
ろ
宇
三
郎
は
「
村
社
会
と
訣
別
し
」
て
い
て
、
他
の
漂
民
と
違
っ
て

い
る
と
い
う
。
異
国
に
残
留
し
て
い
た
ダ

l
エ
モ
ン
と
ポ
メ
ナ
エ
と
い
う
日
本
漂

民
と
、
帰
国
し
て
厳
重
な
取
調
べ
を
受
け
た
漂
民
と
は
、
「
鎖
国
制
度
に
翻
弄
さ

れ
た
庶
民
の
苛
酷
な
実
態
」
で
あ
る
と
い
う
。

異
国
に
残
留
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
ダ

l
エ
モ
ン
は
ふ
て
ぶ
て
し
く
奔
放

に
生
き
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
、
故
郷
の
親
兄
弟
が
役
人
に
虐
待
さ
れ

る
か
ら
と
言
っ
て
、
本
名
も
在
所
も
宇
三
郎
に
は
告
げ
な
い
。
(
中
略
)

異
国
に
残
留
し
て
も
、
意
識
は
日
本
の
鎖
国
制
度
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
な
の

で
あ
る
。
(
中
略
)

残
留
か
帰
国
か
、
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
安
住
の
地
は
な
い

社
会
と
訣
別
し
た
宇
三
郎
)
。
『
漂
民
宇
三
郎
』
は
、
そ
う
し
た
漂
民
の
ド
ラ

(
例
外
は
、
村

マ
を
広
く
描
く
こ
と
で
、
鎖
国
制
度
に
翻
弄
さ
れ
た
庶
民
の
苛
酷
な
実
態
を

活
写
し
た
。
(
注

M
)

「
鎖
国
制
度
に
翻
弄
さ
れ
た
庶
民
の
苛
酷
な
実
態
」
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ

る
が
、
宇
三
郎
の
場
合
も
、
決
し
て
村
社
会
か
ら
訣
別
で
き
ず
、
翻
弄
さ
れ
続
け

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
本
能
で
あ
る
帰
郷
願
望
は
あ
る
も
の
の
、
閉

鎖
的
故
郷
が
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
事
へ
の
悲
し
み
か
ら
く
る
不
幸
で
あ
っ
た
。

次
は
宇
三
郎
が
残
留
か
帰
郷
か
を
決
め
る
場
面
で
あ
る
。
カ
ム
サ
ツ
カ
で
次
郎

吉
が
酔
っ
て
越
中
放
生
津
の
里
歌
を
歌
い
、
そ
れ
を
聞
く
宇
三
郎
は
涙
ぐ
む
。

次
郎
吉
は
ま
た
「
行
か
う
か
参
ら
ん
し
よ
う
か
」
を
う
た
ひ
だ
し
た
。

「漂民宇三郎J論

宇
三
郎
は
越
中
放
生
津
の
生
れ
で
な
く
て
越
後
早
田
浦
の
生
れ
だ
が
、
か

う
し
て
夜
空
の
も
と
で
次
郎
士
口
の
胴
間
声
を
聞
か
さ
れ
て
ゐ
る
と
涙
が
込
み

あ
げ
て
来
る
の
を
覚
え
た
。

(
1
4
章

1
9
2
頁
)

残
留
か
帰
郷
か
を
決
め
る
宇
三
郎
の
心
情
の
迷
い
と
揺
れ
に
は
、
強
い
望
郷
の

念
が
感
じ
ら
れ
る
。
彼
は
、
他
の
漂
民
た
ち
と
対
立
し
て
カ
ム
サ
ツ
カ
に
残
る
は

ず
で
あ
っ
た
の
が
、
強
い
望
郷
の
念
に
よ
り
ひ
そ
か
に
帰
郷
の
た
め
オ
ホ

l
ツ
カ

に
行
く
金
蔵
ら
の
乗
っ
て
い
る
船
に
同
船
す
る
。
し
か
し
金
蔵
の
榔
捻
に
ウ
ワ
へ

島
へ
行
く
つ
も
り
で
あ
る
と
言
い
張
っ
て
、

セ
ッ
カ
に
残
る
。
交
易
番
所
の
上
役

は
宇
三
郎
一
人
残
留
す
る
の
が
日
本
漂
民
送
還
の
儀
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
い
、
次

の
よ
う
に
宇
三
郎
に
語
る
。

「
(
前
略
)
そ
な
た
が
何
と
し
て
も
日
本
へ
入
国
せ
ぬ
決
意
な
ら
、
蝦
夷
の

一
島
に
下
船
の
と
き
、
病
躯
の
た
め
身
が
起
せ
ぬ
も
の
と
し
て
船
底
に
居
残

る
が
よ
い
。
瀕
死
の
て
い
に
す
る
が
よ
い
。
こ
れ
即
ち
、
便
法
と
い
ふ
も
の

ぢ
や
。
そ
の
代
り
に
、
後
は
流
浪
の
身
の
上
と
な
る
や
知
れ
ぬ
も
の
と
思
へ
。
」

(
1
9
章

2
3
5
頁
)

宇
三
郎
は
自
分
の
意
志
で
異
国
に
残
る
決
心
は
し
た
も
の
の
、
「
流
浪
の
身
」

と
な
り
、
帰
郷
で
き
な
い
幽
閉
さ
れ
た
身
と
な
る
。
残
留
後
の
異
国
で
の
生
活
が

あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
残
念
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
概
略
に
は
、
宇
三
郎

が
異
国
で
生
活
し
て
い
る
途
中
書
置
だ
け
残
し
て
、
南
北
戦
争
の
時
、
一
と
稼
ぎ

の
た
め
に
家
出
を
し
た
事
も
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
時
計
修
繕
工
と
し
て
一
人

p
h
u
 

p

、υ

前
に
な
っ
た
宇
三
郎
、
が
、
た
だ
お
金
だ
け
で
家
出
を
し
た
と
は
思
え
ず
、
「
流
浪

の
身
」
の
境
遇
か
ら
家
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

残
留
し
て
の
異
国
で
の
生
活
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
、
失
敗
で
あ
っ

た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
「
た
だ
宇
三
郎
は
そ
の
後
の
暮
し
が
倖
せ
で
な
か

っ
た
た
め
に
哀
れ
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
こ
の
一
文
か
ら
、
閉
鎖
的
な
故
郷
は
交

流
を
大
事
に
す
る
独
特
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
受
け
入
れ
ず
、
永
遠
に
帰
郷
で

き
な
い
被
害
者
と
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
十
分
感
じ
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
残
留
し

て
の
生
活
が
幸
せ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
被
害
者
と
し
て
の
宇
三
郎
の
イ
メ
ー
ジ



「漂民字三郎j論

は
薄
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

井
伏
は
残
留
す
る
宇
三
郎
を
描
い
て
、
そ
れ
ま
で
絶
対
的
に
し
て
き
た
共
同
体

を
相
対
化
す
る
試
み
を
し
、
ま
た
こ
の
宇
三
郎
の
不
幸
を
通
し
、
閉
鎖
的
権
力
体

制
へ
の
更
な
る
強
い
批
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
伏
自
身
の
失
敗
作
と
し
て

の
評
価
は
、
宇
三
郎
の
異
国
で
の
生
活
を
描
け
な
か
っ
た
か
ら
と
言
う
よ
り
は
、

口
癖
の
よ
う
な
謙
遜
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
「
漂
民
宇
三
郎
」

の
虚
構
部
分
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
。
字
三

郎
を
め
ぐ
る
虚
構
が
作
品
の
中
で
果
し
て
い
る
重
要
な
位
置
と
役
割
を
見
る
時
、

作
家
の
閉
鎖
的
共
同
体
に
対
す
る
批
判
的
ま
な
ざ
し
が
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
、
宇
三
郎
と
他
の
漂
民
た
ち
と
の
衝
突
は
作
品
を
貫
く
大
き
な
主
題
だ
が
、

そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
宇
三
郎
の
自
ら
の
出
自
の
共
同
体
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ

な
い
自
由
な
発
想
と
行
動
に
、
故
郷
の
閉
鎖
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
死
守
し
よ

う
と
す
る
金
蔵
ら
が
激
し
く
反
発
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
は
個
を
左
右
す
る

背
後
の
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
属
し
た
共
同

体
の
閉
鎖
的
価
値
観
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
金
蔵
た
ち
が
、
そ
れ
か
ら
は
ず
れ
る

宇
三
郎
を
異
人
担
い
す
る
の
は
い
わ
ば
当
然
の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
閉
鎖
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
固
守
し
て
帰
郷
し
た
金
蔵
ら
が
今

度
は
、
予
想
を
上
回
る
厳
し
い
取
り
調
べ
を
う
け
、
故
郷
か
ら
異
人
扱
い
さ
れ
る

憂
き
目
に
あ
う
。
宇
三
郎
を
仲
間
は
ず
れ
に
し
な
が
ら
、
共
同
体
の
価
値
観
を
絶

対
化
し
て
帰
郷
し
た
彼
等
の
故
郷
で
の
不
幸
、
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
共
同
体
を
絶

対
化
す
る
思
考
の
愚
か
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
金
蔵
ら
は
閉
鎖
的
体
制
の
具
現

と
し
て
加
害
者
で
あ
っ
た
の
が
、
今
度
は
体
制
に
翻
弄
さ
れ
る
と
い
う
体
制
の
被

害
者
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
個
が
体
制
に
支
配
さ
れ
て
い
る
側
面
が
見
え
る
。

視
点
を
移
動
し
て
、
金
蔵
ら
が
帰
郷
し
て
故
郷
で
異
人
扱
い
さ
れ
る
様
子
を
描

い
て
い
る
終
結
部
は
、
閉
鎖
的
権
力
体
制
を
浮
き
彫
り
に
し
、
批
判
す
る
た
め
で

し
か
し
中
心
は
あ
く
ま
で
主
人
公
宇
三
郎
の
物
語
に
あ
っ
て
、
語
り
手

あ
っ
た
。

は
主
人
公
に
重
な
り
つ
つ
、
終
り
の
所
で
更
に
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
っ
て
い

る
。
宇
三
郎
の
籾
の
扱
い
を
通
し
て
の
交
流
の
精
神
と
、
残
留
し
た
宇
三
郎
の
帰

郷
願
望
に
よ
り
字
三
郎
が
必
ず
し
も
幸
せ
で
な
い
末
尾
を
通
し
て
閉
鎖
的
権
力
体

制
を
批
判
し
て
い
る
。

「
漂
民
宇
三
郎
」
は
、
今
ま
で
の
漂
流
も
の
「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
」
の
冒

険
的
な
話
か
ら
変
化
し
て
、
帰
国
し
た
漂
民
の
不
幸
と
、
異
国
に
残
る
字
三
郎
の

不
幸
の
物
語
と
を
通
し
て
、
絶
対
的
で
あ
っ
た
共
同
体
を
相
対
化
し
、
閉
鎖
的
権

Fo 
ra 

力
体
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
批
判
と
、
交
流
と
い
う
理
想
を
示
し
て
い
る
。

〔注〕
(
1
)
昭
和
三
十
一
年
四
月
に
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
に
よ
り
刊
行
。

(
2
)
三
浦
哲
郎
「
好
悪
を
こ
え
る
も
の
」
(
『
井
伏
鱒
二
「
漂
民
宇
三
郎
」
』
平

成
十
・
四
、
講
談
社
文
芸
文
庫
)

(
3
)
新
潮
社
か
ら
昭
和
六
十
年
十
二
月
か
ら
昭
和
六
十
一
年
一
月
に
掛
け
て
出

版
、
補
巻
ま
で
十
三
巻
。

(
4
)
井
伏
の
漂
流
謂
の
定
義
は
変
化
し
て
い
る
。
ま
ず
「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流

記
」
の
序
文
で
の
漂
流
需
の
定
義
を
察
す
る
。



「
漂
流
謂
と
い
ふ
も
の
は
、
た
い
て
い
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
っ
て

ゐ
る
。
な
ぜ
か
と
い
ふ
に
漂
流
し
て
無
事
に
帰
っ
て
来
な
く
て
は
、
漂
流

曹
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
物
語
も
そ
の
通
り
め
で
た
し
め
で

た
し
で
終
っ
て
ゐ
る
。
読
み
も
の
と
し
て
最
後
が
物
足
り
な
い
や
う
に
さ

へ
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
漂
流
謂
の
慣
は
し
と
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
」
(
井
伏
鱒
二
「
序
{
『
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
』
〕
」
〈
『
井
伏
鱒
二
全

集
』
第
六
巻
、
平
成
九
・
六
、
筑
摩
書
房
〉
)

井
伏
は
漂
流
需
を
無
事
に
帰
国
し
た
物
語
と
し
て
、
無
事
帰
国
し
て
出

世
し
た
万
次
郎
を
描
い
た
。
が
、
後
の
「
漂
民
宇
三
郎
」

で
は
、
漂
民
に

対
す
る
関
心
が
違
っ
て
い
る
。

「
何
千
人
と
い
う
漂
流
民
が
い
て
、
生
き
て
帰
っ
て
く
る
の
は
、

ほ
ん

と
う
に
目
出
度
し
め
で
た
し
で
ね
。
あ
ま
り
無
か
っ
た
ん
だ
。
船
の
な
か

で
死
ん
だ
り
、
島
に
流
れ
て
そ
こ
の
先
住
民
と
一
緒
に
な
っ
た
り
、
そ
ん

ア
メ
リ
カ
で
捕
鯨
船
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
、
日

な
人
ぽ
っ
か
り
で
ね
。

本
の
漂
流
船
が
、
月
に
一
つ
く
ら
い
着
い
て
い
る
ん
だ
っ
て
:
:
:
。
ア
メ

リ
カ
に
月
に
一
つ
く
ら
い
日
本
の
船
が
漂
流
し
て
き
た
っ
て
。
そ
の
う
ち

の
何
分
の
一
く
ら
い
し
か
生
き
て
帰
国
し
て
い
な
い
そ
う
だ
。
」
(
萩
原
得

司
『
井
伏
鱒
二
聞
き
書
き
』
平
成
六
・
四
、
青
弓
社
)

「
漂
民
宇
三
郎
」

で
は
帰
れ
な
か
っ
た
宇
三
郎
が
主
人
公
と
な
り
、
以

品
削
の

「
漂
流
誇
」

の
領
域
が
拡
大
し

で
漂
流
も
の
と
し
て
新
し
い
方
向
を

の
定
義
と
異
な
っ
て
、
「
漂
流
謂
」

「漂民字三郎」論

て
い
る
。
井
伏
は
「
漂
民
宇
三
郎
」

打
ち
出
し
て
い
る
。

(
5
)
江
後
寛
土

(
「
庶
民
文
学
の
方
法
に
つ
い
て
」
昭
和
四
十
七
・
九
、
『
近
代

文
学
試
論
』
十
号
)
氏
は
、
「
漂
民
宇
三
郎
」
と
典
拠
と
の
関
係
に
つ
い

て
初
め
て
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
が
、
「
異
国
物
語
」
を
実
際
の

文
献
と
し
て
考
え

必
見
す
べ
き
な
の
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
と
記
し
て

、.j
、，。
-bu--'s 

し
か
し
そ
の
後
、
涌
田
佑
氏
は
池
田
時
氏
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を

引
き
「
異
国
物
語
」
が
創
作
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
「
漂
民
字
三
郎
」
を
語
る
池
田
陪
氏
|
私
が
井
伏
さ
ん
に
お
貸
し
し

た
の
は
、
「
時
規
物
語
」
「
蕃
談
」
「
漂
民
聞
書
」
の
三
書
な
ん
で
す
よ
。
(
中

略
)
「
異
国
物
語
」
と
宇
三
郎
に
は
、
私
も
最
初
は
だ
ま
さ
れ
ま
し
た
よ
。

本
当
に
そ
ん
な
文
献
が
あ
る
の
で
す
か
、
と
お
聞
き
す
る
と
、
井
伏
さ
ん

lま

い
や
あ
、
と
か
何
と
か
言
わ
れ
ま
し
て
ね
。

で
も
井
伏
さ
ん
の
頭
の

中
で
は
、
あ
の
架
空
の
文
献
が
ゆ
る
ぎ
な
く
組
立
て
ら
れ
て
い
た
ん
で
す

ね
、
そ
れ
で
「
漂
民
宇
三
郎
」
の
構
成
が
出
来
て
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
」

(
「
「
時
規
物
語
」
「
蕃
談
」
を
通
し
て
み
た
「
漂
民
宇
三
郎
」
」
〈
『
私
注
・

巧

t
E
U
 

井
伏
鱒
二
』
昭
和
五
十
六
・
一
、

明
治
書
院
〉
)

(
6
)
「
こ
の
架
空
の
書
物
『
異
国
物
語
』
の
筆
者
「
素
老
」
と
は
、
井
伏
鱒
二

の
父
、
井
伏
郁
太
の
雅
号
で
も
あ
る
。
(
中
略
)
だ
が
、

そ
の
父
が

蚊

生
」
「
蚊
子
」
「
素
老
」

の
雅
号
を
持
っ
て
い
て
、
大
塩
中
斎
の
流
れ
を
汲

む
阪
谷
朗
置
が
設
立
し
た
郷
学
輿
韻
館
に
学
び
、
中
央
の
野
口
寧
斎
な
ど

と
も
親
交
の
あ
っ
た
漢
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
最
近
、
寺
横
武
夫

の
『
井
伏
素
老
の
漢
詩
文
』
(
昭
和

ω
・
4
、
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
)

で
判
明
し
た
。

そ
の
中
で
寺
横
武
夫
は
素
老
道
人
の
漢
詩
な
ど
も
紹
介
し

て
い
る
し
、
「
漂
民
宇
三
郎
」
中
の

〈
素
老
生
〉
と
し
て
亡
父
の
想
い
を

書
き
つ
け
て
い
る
こ
と
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
物
的
証
拠
が
揃
え
ば
、
『
異
国
物
語
』
は
架
空
の
書
物
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
架
空
の
書
物
ま
で
作
っ
て
作
者
は
実
在
し
な
い
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人
物
・
宇
三
郎
を
造
型
し
よ
う
と
し
た
。
」
(
松
本
鶴
雄
『
増
補
井
伏
鱒
二

ー
日
常
の
モ
テ
ィ

l
フ
』
平
成
四
・
十
一
、
沖
積
舎
)

(
7
)
萩
原
得
司
「
漂
民
宇
三
郎
」
(
『
井
伏
鱒
二
聞
き
書
き
』
平
成
六
・
四
、
青

弓
社
)

(
8
)
前
掲

(
6
)
論
文

江
後
氏
は
「
異
国
物
語
」
が
実
際
の
文
献
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、

宇
三
郎
の
創
出
を
江
後
氏
が
先
刻
承
知
し
て
い
る
筈
で
あ
る
と
い
う
松
本

氏
の
指
摘
は
間
違
っ
て
い
る
。

(
9
)
涌
回
佑
「
『
時
規
物
語
』
『
蕃
談
』
を
通
し
て
み
た
『
漂
民
宇
三
郎
』
」
(
『
私

注
・
井
伏
鱒
一
一
』
昭
和
五
十
六
・
一
、
明
治
書
院
)

の
後
半
は
、
帰
国
後
の
金
蔵
ら
の
話
へ
視
点
を
移
動
し

(
叩
)
「
漂
民
宇
三
郎
」

て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
十
重
田
裕
一
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
い
ま
述
べ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
漂
民
字
三
郎
」
で
は
、

異
国
人
ば
か
り
が

「
異
人
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
字

郎
た
ち
漂
民
た
ち
も
「
異
人
」

で
あ
る
と
い
う
相
対
化
の
視
点
の
も
と
に

語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
帰
国
し
な
か
っ
た
漂
民
(
字

Ñ~ 

の

「
物
語
」
が
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
帰
国
し
た
漂
民
た
ち

の

「
物
語
」
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
な
が
ら
語
ら
れ
る
と
い
う
、
前
に
述

ベ
た
「
漂
民
宇
三
郎
」

の
特
色
と
も
呼
応
し
て
い
る
の
だ
。
」
(
「
異
人
た

ち
の
声
」
平
成
六
・
六
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
)

十
重
田
氏
は
終
結
部
の
帰
国
組
の
物
語
の
構
成
の
意
味
は
、

日
本
に
帰

国
し
た
潔
民
た
ち
も
「
異
人
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
物
語
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
が
、

残
留
す
る
宇
三
郎
を
中
心
と
し
て
交
流
と
い
う
更
な
る
物
語
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(
日
)
渡
辺
善
雄
氏
は
「
漂
民
宇
三
郎
」
を
「
異
文
化
交
流
の
物
語
」

で
あ
る
と

論
じ
て
い
る
。

「
『
漂
民
宇
三
郎
』
は
異
文
化
交
流
の
物
語
で
も
あ
り
、
漂
民
と
関
わ

る
異
国
の
人
々
も
個
性
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

(
中
略
)

カ
ム
チ
ヤ
ツ

カ
で
は
、

日
本
語
の
分
か
る
ロ
ス
ト
フ
が
親
切
に
し
て
く
れ
た
。

ロ
シ
ア

人
と
の
交
歓
の
た
め
、
忠
臣
蔵
を
演
じ
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
宇
三
郎
が

帰
国
し
な
い
と
決
意
し
た
の
も
、

ロ
ス
ト
フ
に
相
談
し
て
か
ら
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
外
国
人
は
漂
民
を
ヒ
ュ
ー
マ
ン
に
受
入
れ
、
寛
容

で
あ
る
。
宇
三
郎
を
排
斥
す
る
狭
量
な
仲
間
や
、
漂
民
を
抑
圧
す
る
日
本

の
役
人
た
ち
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
宇
三
郎
は
仲
間
と
の
対
立
を
通
し
て
、

(
中
略
)

そ
の
背
後
の
息
苦
し
い
日
本
の
村
社
会
を
認
識
し
て
い
く
。
」
(
「
「
漂
民
宇

三
郎
」
ノ

l
ト
(
上
)
(
下
ご
平
成
十
二
・
八
、
九
、
『
月
刊
国
語
教
育
』
)

oo 
p
h
u
 

ま
た
氏
は
二
粒
の
籾
の
役
割
に
つ
い
て
は
「
字
三
郎
の
生
き
る
力
」
と

な
っ
て
「
主
人
公
た
ら
し
め
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。

「
生
か
死
か
と
い
う
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
得
た
こ
粒
の
籾
。

こ
れ
を

育
て
よ
う
。
そ
の
思
い
が
宇
三
郎
の
生
き
る
カ
と
な
り
、
後
に
愛
蓮
(
オ

イ
レ
ン
)
と
結
ぼ
れ
て
ハ
ワ
イ
で
稲
を
栽
培
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
宇

二
郎
を
主
人
公
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
籾
へ
の
執
着
で
あ
ろ
う
。

中

略
異
国
の
地
に
た
く
ま
し
く
根
づ
い
た
こ
粒
の
籾
。
宇
三
郎
の
小
さ
な
望

み
が
広
東
人
に
助
け
ら
れ
て
実
現
し
た
。
芽
生
え
は
、
原
爆
を
描
い
た
『
黒

い
雨
』
(
一
九
六
六
)
末
尾
の
稚
魚
の
群
れ
を
連
想
さ
せ
る
。
」

氏
は
ロ
ス
ト
フ
の
事
や
忠
臣
蔵
の
事
を
通
し
、
「
異
文
化
交
流
の
物
語
」



(
ロ
)
前
掲

(
9
)
論
文

で
あ
る
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
交
流
を
籾
に
は
関
連
づ
け
て
な
い
。

(
日
)
前
掲
(
日
)
論
文

(
叫
)
前
掲

(
日
)

論
文

書
房
)
に
よ
り
、
傍
線
、
傍
点
は
私
に
付
し
た
。

本
文
の
引
用
は
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
十
七
巻
(
平
成
九
・
十
、
筑
摩

〔
付
記
〕

(
ち
ょ
ん

「漂民宇三郎j論

ぽ
ひ
ょ
ん
)

門司F
D
 




