
井
上
靖
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
諭

－
　
「
真
物
」
の
男
た
ち
の
「
熱
情
」
　
－

は
じ
め
に

井
上
靖
の
中
篇
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
『
文
蛮
春
秋
』
昭
和
二
十
七
年

二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
前
年
秋
に
日
本
初
の
民
間
放
送
と
し
て
新
日
本

放
送
（
後
の
毎
日
放
送
）
　
が
開
局
し
、
折
し
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
日
中
だ
っ
た

世
界
的
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
エ
フ
デ
ィ
・
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
演
奏
を
独
占
放

送
し
た
事
実
に
材
を
取
っ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
事
業
の
中
心
人
物
と

し
て
活
躍
す
る
主
人
公
の
S
日
本
放
送
放
送
部
長
、
木
谷
竜
太
は
、
井
上
靖
の

友
人
で
あ
り
、
ま
た
新
日
本
放
送
の
初
代
放
送
部
長
だ
っ
た
小
谷
正
一
（
大
元

（1）

八
一
九
一
三
）
－
平
4
八
一
九
九
三
）
）
　
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

新
興
新
聞
社
が
主
催
す
る
悶
牛
大
会
の
顆
末
を
措
い
て
こ
の
作
家
の
出
世
作
と

な
っ
た
「
闘
牛
」
　
（
昭
2
4
・
1
2
『
文
学
界
』
）
　
や
、
ソ
ビ
エ
ト
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ニ
ス
ト
を
招
聴
す
る
活
動
を
描
い
た
『
黒
い
喋
』
（
昭
3
0
・
1
0
、
新
潮
社
）
　
と

同
様
に
、
小
谷
正
一
が
手
が
け
た
事
業
に
取
材
し
た
小
説
の
一
つ
で
あ
る
。

高

　

木

　

伸

　

幸

こ
の
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
好
評

（2）

を
博
し
た
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
北
原
武
夫
は
「
文
芸
時
評
」
　
で
、
「
題

材
に
負
け
た
文
学
」
　
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、
「
民
間
放
送
の
競
争
な
ど
と

い
う
、
R
口
下
の
時
勢
に
話
題
と
し
て
の
第
一
線
的
な
生
々
し
さ
を
持
つ
題
材
を

こ
の
作
品
が
扱
っ
て
い
な
か
つ
た
ら
（
中
略
）
　
ど
の
位
の
新
鮮
さ
が
あ
っ
た
ろ

T
ヱ

ぅ
」
と
記
し
、
浅
見
淵
は
、
こ
れ
も
「
文
芸
時
評
」
　
で
、
「
却
々
の
力
作
」
　
と

評
価
し
っ
つ
も
、
「
濫
作
の
せ
い
だ
ろ
う
、
へ
ん
に
筆
に
疲
れ
が
見
え
、
読
者

を
夢
中
に
さ
せ
て
く
れ
ぬ
の
が
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘

は
、
確
か
に
本
作
品
の
一
面
を
捉
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
後
に
福
田
宏
年

氏
が
そ
の
　
「
作
品
の
雰
囲
気
」
　
に
つ
い
て
、
「
事
実
を
速
い
テ
ソ
ポ
で
追
い
か

け
て
行
っ
て
、
一
種
の
小
気
味
良
さ
を
覚
え
さ
せ
る
」
（
「
解
説
」
人
文
春
文
庫

『
貧
血
と
花
と
爆
弾
』
昭
5
4
・
9
）
）
　
と
言
い
、
や
や
通
俗
的
な
側
面
か
ら
首

定
的
な
評
価
を
与
え
て
は
い
る
が
、
今
日
、
読
者
か
ら
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
、

批
評
家
や
研
究
者
か
ら
も
め
っ
た
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
の
小
説
は
、
井
上
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靖
の
作
品
と
し
て
、
や
は
り
上
々
の
出
来
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
五
、
六
年

の
間
に
順
次
発
表
さ
れ
た
小
谷
正
一
の
事
業
に
材
を
得
た
三
作
の
一
つ
で
あ
り
、

ま
た
主
人
公
木
谷
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
造
形
の
あ
り
か
た
に
は
、
井
上
靖
の

人
間
観
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
も
の
が
認
め
ら
れ
、
注
目
す
べ
き
作
品
の
一

つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
題
材
と
作
品
と
の
比
較
検
討
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
「
貧
血
と
花

と
爆
弾
」
　
に
描
か
れ
た
井
上
靖
の
人
間
観
と
モ
チ
ー
フ
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、

考
察
に
あ
た
っ
て
、
小
谷
正
一
の
事
業
に
材
を
得
た
こ
の
小
説
に
は
、
モ
デ

ル
が
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
ま
ず
確
か
め
て
お
き
た

い
。
既
に
福
田
宏
年
氏
が
「
解
説
」
　
（
文
春
文
庫
『
貧
血
と
花
と
爆
弾
』
）
　
で
、

「
ほ
と
ん
ど
事
実
そ
の
ま
ま
に
描
い
て
あ
り
、
実
録
小
説
と
言
っ
て
も
い
い
ほ

ど
の
作
品
」
だ
と
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
文
庫
本
の
解
説
と
い
う
制
約
も
あ
っ

て
か
、
実
証
的
な
考
察
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
福
田
氏
の
「
解
説
」
を
確
認
す

る
た
め
に
も
、
本
稿
で
は
事
実
を
確
か
め
ら
れ
る
資
料
を
で
き
る
限
り
挙
げ
、

「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
　
の
本
文
と
比
較
し
っ
つ
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た

い
。先

に
結
論
か
ら
記
す
と
、
福
田
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」

は
「
ほ
と
ん
ど
事
実
そ
の
ま
ま
に
描
い
」
た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
作
者
の
創
作
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
設
定
は
ご
く
わ
ず
か

だ
と
言
っ
て
よ
い
。
以
下
、
事
実
関
係
を
追
っ
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
作
中
に
お
い
て
、
S
日
本
放
送
が
「
日
本
に
於
け
る
最
初
の
商
業

放
送
」
と
し
て
開
局
を
成
功
さ
せ
る
ま
で
の
過
程
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

ま
ず
、
わ
ず
か
一
社
の
み
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
電
波
監
理
局
か
ら
の
大
阪

に
於
け
る
民
間
放
送
の
電
波
の
割
当
て
」
　
を
め
ぐ
っ
て
、
「
三
月
の
中
旬
、
民

間
放
送
の
名
乗
り
を
上
げ
た
五
社
に
依
る
公
聴
会
」
が
、
「
大
手
前
の
0
会
館

で
開
か
れ
」
　
る
。
そ
の
結
果
、
「
A
新
聞
社
系
の
S
日
本
放
送
と
S
新
聞
社
系

の
も
う
一
つ
の
民
間
放
送
の
二
つ
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
で
問
題
は
解
決
し
」
、

「
四
月
の
下
旬
」
に
な
っ
て
、
「
S
日
本
放
送
の
成
立
が
公
式
に
認
め
ら
れ
た
」
。

そ
し
て
開
局
の
R
口
処
が
つ
い
た
「
八
月
二
十
九
日
」
　
に
は
「
西
宮
球
場
」
　
で

「
開
業
前
夜
祭
」
　
が
行
わ
れ
、
「
九
月
一
日
の
正
午
」
　
に
な
っ
て
、
つ
い
に

「
S
日
本
放
送
が
日
本
最
初
の
商
業
放
送
と
し
て
、
最
初
の
昔
を
出
し
た
」
　
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
新
日
本
放
送
の
開
局
に
至
る
過
程
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
毎
日
新
聞
（
大
阪
版
、
以
下
同
じ
）
　
の
記
事
を
過
し
て
露
認

す
る
。
ま
ず
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
付
の
紙
面
に
お
い
て
、
「
民
間
放
送

聴
聞
会
ひ
ら
く
」
　
の
見
出
し
の
下
に
、
大
阪
地
区
か
ら
民
間
放
送
申
請
中
の

「
五
社
に
対
す
る
予
備
免
許
交
附
の
順
位
を
決
定
す
る
電
技
監
理
委
員
会
の
瑳

開
会
」
が
「
十
六
日
印
十
時
か
ら
大
阪
菓
区
の
大
手
前
会
見
で
開
か
れ
た
」
　
こ
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と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
四
月
二
十
二
日
付
の
紙
面
に
は
、
「
『
民
間
放

送
』
十
六
杜
に
決
る
」
　
の
記
事
が
あ
り
、
全
国
で
十
六
社
に
交
附
さ
れ
た
「
子

持
免
許
」
　
に
つ
い
て
、
大
阪
地
区
は
朝
日
新
聞
社
系
の
「
朝
日
放
送
」
と
毎
日

新
聞
社
系
の
「
新
日
本
放
送
」
　
の
二
社
に
決
ま
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
八
月
二
十
八
日
付
の
紙
面
に
は
、
「
新
日
本
放
送
前
夜
祭
あ
す
七
時
西
富

球
場
」
　
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
月
三
十
一
日
付
の
紙
面
に

「
豪
華
番
組
で
第
〓
P
　
新
日
本
あ
す
か
ら
本
格
放
送
」
　
の
大
見
出
し
が
掲
げ

ら
れ
、
翌
九
月
一
日
付
の
紙
面
に
は
、
こ
の
日
か
ら
放
送
を
開
始
し
た
新
日
本

放
送
の
、
正
午
か
ら
十
時
間
に
わ
た
る
番
組
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
、
作
中
の
民
間
放
送
設
立
の
過
程
が
、
モ
デ
ル
の

そ
れ
を
か
な
り
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
「
聴
聞

会
」
が
「
公
聴
会
」
　
と
名
称
を
変
え
、
「
予
備
免
許
」
　
の
交
附
を
「
成
立
が
公

式
に
認
め
ら
れ
た
」
　
こ
と
に
し
て
い
る
な
ど
、
些
細
な
相
違
は
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
の
日
時
は
も
ち
ろ
ん
、
「
0
会
館
（
大
手
前
会
館
）
」

や
「
西
宮
球
場
」
と
い
っ
た
会
場
の
設
定
に
い
た
る
ま
で
、
事
実
が
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
も
う
一
点
、
お
よ
そ
事
実
と
は
信
じ
が
た
い
よ
う
な
一
場
面
ま
で
、

実
際
の
出
来
事
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
加
え
て
お
く
。

作
中
の
「
開
業
前
夜
祭
」
　
に
お
い
て
、
「
仮
設
舞
台
に
は
文
字
通
り
ロ
ボ
ッ

ト
の
楽
団
（
註
、
「
楽
器
は
手
ま
ね
だ
け
で
、
絶
対
に
音
は
出
さ
」
な
い
楽
団
）

を
お
き
、
大
阪
の
ス
タ
ジ
オ
か
ら
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
未
完
成
交
響
曲
の
レ
コ
ー

ド
を
電
波
で
西
富
の
会
場
へ
送
り
、
受
信
機
で
受
け
て
、
そ
れ
を
マ
イ
ク
を
通

し
て
場
内
に
放
送
す
る
こ
と
に
し
た
」
　
と
い
う
、
い
か
に
も
印
象
的
な
場
面
が

（4）

あ
る
。
対
し
て
、
新
日
本
放
送
の
前
夜
祭
に
関
わ
る
『
毎
日
放
送
十
年
史
』
　
の

解
説
を
読
む
と
、
当
日
の
「
『
未
完
成
シ
ソ
フ
ォ
ニ
ー
』
　
の
演
奏
は
、
楽
員
は

演
奏
す
る
身
振
り
だ
け
で
、
音
は
レ
コ
ー
ド
を
本
社
か
ら
有
線
で
流
し
て
場
内

に
拡
声
し
」
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
木
谷
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
「
何
を
や

ひ
ら
め

る
か
判
ら
ぬ
妙
な
勘
の
閃
き
と
太
々
し
さ
」
を
強
調
し
た
か
の
よ
う
な
こ
の
場

面
も
、
驚
い
た
こ
と
に
井
上
の
独
創
で
は
な
く
、
事
実
に
基
づ
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
作
中
で
は
、
「
当
日
演
奏
を
予
定
し
た
R
交
響
楽
団
」
　
が
、

「
手
違
い
」
　
で
出
演
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
急
遽
木
谷
が
打
っ
た
「
窮
余
の

一
策
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
事
実
通
り
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

『
毎
日
放
送
十
年
史
』
　
で
は
、
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト
演
奏
を
「
N
I
B
技
術
の
優
秀

さ
を
誇
示
す
る
」
た
め
の
「
趣
向
」
だ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

次
い
で
、
物
語
の
も
う
一
方
の
柱
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
独
占
放
送
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

モ
デ
ル
と
な
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
独
占
放
送
の
顕
末
に
つ
い
て
は
、
当
時
新

日
本
放
送
の
社
員
と
し
て
現
場
に
立
ち
会
い
、
後
に
毎
日
放
送
開
局
三
十
周
年

記
念
番
組
「
君
は
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
を
聴
い
た
か
」
　
（
昭
5
6
・
9
・
1
放
送
）
　
の

制
作
も
担
当
さ
れ
た
田
村
滋
氏
が
、
「
放
送
秘
史
　
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
独
占
放

（5）

送
は
ど
う
し
て
成
立
し
た
か
7
－
小
谷
正
一
氏
の
賭
－
」
　
（
昭
6
3
・
2
）
　
と
題

す
る
文
章
で
事
の
あ
り
さ
ま
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
そ
れ
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
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ま
ず
作
中
に
お
い
て
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
来
朝
は
、
「
音
楽
界
に
大
き
い
発
言

権
を
持
っ
て
い
る
ボ
ス
」
と
形
容
さ
れ
る
菅
安
二
郎
が
S
社
に
話
を
持
ち
込
み
、

「
S
社
と
の
契
約
」
と
い
う
形
で
実
現
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
田
村
氏
の

文
章
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
設
定
は
そ
の
当
時
「
天
才
的
音
楽
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」

と
呼
ば
れ
た
「
原
善
一
郎
」
な
る
人
物
が
、
「
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
を
日
本
へ
招
く

企
画
」
を
立
て
、
そ
れ
を
「
朝
日
新
聞
に
持
ち
込
」
み
、
同
社
の
招
碑
と
い
う

形
で
実
現
し
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
A
社
の
競
争

相
手
で
あ
る
S
杜
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
毎
日
新
聞
社
の
競
争
相
手
で
あ
る

朝
日
新
聞
社
に
あ
た
り
、
菅
安
二
郎
は
原
善
一
郎
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
菅
安
二
朗
は
「
R
交
響
楽
団
の
理
事
の
肩
書
」
を
持
っ
て

い
る
が
、
原
善
一
郎
も
、
当
時
は
「
関
西
交
響
楽
団
専
務
理
事
」
　
の
役
職
に
就

へ

5

）

い
て
い
た
。

一
方
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
来
朝
の
話
を
知
っ
た
木
谷
は
、
「
放
送
権
と
演
奏
権
は
、

ア
メ
リ
カ
の
事
だ
か
ら
違
う
か
も
知
れ
な
い
」
、
「
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
放
送
は
う
ま

．
と

く
行
け
ば
俺
の
放
送
局
で
獲
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
か

っ
て
A
社
に
在
籍
し
て
い
た
大
貫
敏
夫
が
、
「
戦
争
中
満
洲
で
放
送
事
業
に
携

わ
り
」
、
そ
こ
で
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
カ
ル
チ
ス
と
知
り
合
い
、

「
当
時
ひ
ど
い
悲
境
に
あ
っ
た
カ
ル
チ
ス
の
面
倒
を
見
て
、
調
っ
て
み
れ
ば
多

少
の
恩
義
を
彼
に
か
け
て
い
る
男
だ
っ
た
」
　
こ
と
を
知
る
。
さ
っ
そ
く
、
木
谷

は
大
貫
に
カ
ル
チ
ス
宛
の
手
紙
を
書
か
せ
て
交
渉
を
始
め
、
や
が
て
カ
ル
チ
ス

か
ら
大
貫
宛
に
「
日
本
に
於
い
て
放
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
貴
殿
に
お

任
せ
し
よ
う
」
と
い
っ
た
内
容
の
返
事
が
届
く
。
S
日
本
放
送
が
ラ
ー
ネ
ッ
ド

の
放
送
権
を
獲
得
し
て
い
く
い
き
さ
つ
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
設
定
も
、
ほ
ぼ
事
実
通
り
の
よ
う
で
あ
る
。

田
村
氏
に
よ
る
と
、
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
演
奏
会
の
話
を
知
っ
た
小
谷
正
一
は
、

「
日
本
で
の
演
奏
は
朝
日
新
聞
が
主
催
す
る
が
放
送
は
ど
う
な
の
か
？
演
奏
の

権
利
と
放
送
の
権
利
は
別
な
の
で
は
な
い
か
？
」
　
と
考
え
、
「
N
I
B
　
（
新
日

本
放
送
の
略
称
）
　
に
ダ
イ
ヤ
ル
を
廻
さ
せ
る
」
た
め
の
「
秘
策
」
　
と
し
て
「
メ

ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
放
送
」
　
を
思
い
つ
い
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
小
谷
は
、
メ
ニ
ュ
ー

ヒ
ソ
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
「
A
・
ス
ト
ロ
ー
ク
」
が
、
「
戦
時
中
上
海
」
　
で

「
仕
事
が
な
く
、
尾
羽
打
ち
枯
ら
し
生
活
に
も
因
っ
て
い
た
」
と
こ
ろ
、
そ
れ

を
元
「
毎
日
新
聞
の
記
者
」
　
で
、
そ
の
当
時
「
上
海
で
放
送
局
長
」
を
し
て
い

た
「
岩
崎
愛
二
」
　
に
救
っ
て
も
ら
っ
た
「
因
縁
」
が
あ
る
こ
と
に
臼
を
つ
け
、

「
す
ぐ
さ
ま
岩
崎
氏
を
呼
び
旧
知
の
ス
ト
ロ
ー
ク
と
の
交
渉
に
当
た
ら
せ
た
」
、

そ
し
て
間
も
な
く
「
ス
ト
ロ
ー
ク
か
ら
岩
崎
氏
宛
O
K
の
返
事
が
屈
い
」
た
、

と
の
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
は
「
上
海
」
　
で
あ
っ
た
の
が
、
「
清
淵
」
　
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
相

違
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
か
な
り
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
一
致
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
カ
ル
チ
ス
は
A
・
ス
ト
ロ
ー
ク
、
大
賞
故
美
は
岩
崎
愛
二

と
い
っ
た
具
合
に
該
当
す
る
モ
デ
ル
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
し

て
い
る
役
割
や
立
場
、
交
渉
の
手
順
ま
で
、
き
ち
ん
と
対
応
し
て
い
る
。
付
け

加
え
れ
ば
、
大
賞
敏
夫
は
S
日
本
放
送
に
入
社
し
、
民
放
開
設
に
向
け
て
頂
く
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こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
岩
崎
愛
二
も
新
日
本
放
送
の
開
局
の
た
め
に
尽
力
し

〈7）

た
一
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
に
も
、
田
村
氏
の
文
章
を
通
し
て
、
多
く
の
設
定
が
事
実
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
菅
安
二
郎
が
カ
ル
チ
ス
の
到
着
す
る
直
前
に
「
頓
死
」
し
て
し
ま

し
っ
か

い
、
そ
の
結
果
、
木
谷
ら
が
「
カ
ル
チ
ス
と
の
契
約
を
よ
り
確
り
し
た
も
の
と

す
る
最
後
の
仕
上
げ
に
は
事
態
は
昨
日
ま
で
よ
り
も
有
利
に
な
」
　
っ
た
と
い
う

設
定
は
、
原
善
一
郎
が
ス
ト
ロ
ー
ク
の
到
着
す
る
日
の
早
朝
、
心
臓
マ
ヒ
で
急

丁
ヱ

死
し
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
放
送

用
の
演
奏
が
、
「
東
京
」
の
「
T
レ
コ
ー
ド
会
社
の
ス
タ
ジ
オ
」
で
行
わ
れ
る

こ
と
に
決
ま
っ
て
、
東
京
と
大
阪
の
放
送
局
を
結
ぶ
「
中
継
繰
」
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
土
壇
場
に
な
っ
て
木
谷
ら
が
一
苦
労
す
る
話
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
事
実

T
ヱ

を
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
「
カ
ル
チ
ス
が
、
戦
時
中
日
本

ナ

て

‘

ち

に
い
て
S
社
か
ら
拾
扶
持
を
貰
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
に
関
し
て
は
菅
安
二

郎
が
仲
に
立
っ
て
い
た
こ
と
。
カ
ル
チ
ス
を
庇
護
し
て
い
た
人
物
に
S
社
の
幹

部
以
外
に
、
財
界
の
遠
藤
五
一
（
中
略
）
が
い
る
こ
と
。
今
度
の
ラ
ー
ネ
ッ
ド

来
朝
の
話
は
、
菅
と
カ
ル
チ
ス
と
の
話
し
合
い
で
決
ま
り
、
菅
は
そ
れ
を
遠
藤

五
一
と
相
談
の
上
で
、
以
前
の
カ
ル
チ
ス
と
S
社
の
関
係
を
尊
重
し
て
、
S
社

に
持
っ
て
行
っ
た
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
人
物
関
係
に
つ
い
て
も
、
井
上
の

勘
違
い
か
と
思
わ
れ
る
部
分
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
事
実
通
り
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

急
ご

う
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
を
「
ほ
と
ん
ど
事
実
そ
の
ま
ま
に
描
い
」

た
作
品
だ
と
見
倣
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
設
定
上
の
工
夫
か
ら
、

事
実
を
改
変
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
も
、
幾
つ
か
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
作
品
は
、
当

時
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
）
の
読
者
に
と
っ
て
、
前
年
秋
の
新
日
本
放
送
開
局

お
よ
び
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
独
占
放
送
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
主
人
公
木
谷
の
姿
を
通
し
て
、
社
会
的
に
大
き

な
話
題
と
な
っ
た
そ
の
出
来
事
の
裏
で
大
活
躍
し
た
一
人
の
男
が
い
た
ら
し
い

こ
と
を
知
り
、
興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
こ
の
作
品
は
題
材
の
魅
力
で
要
に
訴
え
る
性
格
が
管
、
さ
ら
に
は
一

舞
台
裏
で
動
い
た
作
者
の
友
人
小
谷
正
一
を
世
間
に
知
ら
せ
る
と
い
う
、
あ
る
　
5
1

種
の
ニ
ュ
ー
ス
性
を
狙
っ
た
小
説
だ
と
も
言
え
る
。
例
え
は
、
放
送
局
へ
出
向
－

す
る
以
前
の
木
谷
の
経
歴
を
記
し
た
次
の
文
章
な
ど
に
は
、
井
上
靖
の
そ
の
よ

う
な
狙
い
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

終
戦
後
の
混
乱
期
に
、
彼
は
A
社
か
ら
の
出
向
社
員
と
し
て
傍
系
の
夕

刊
新
聞
の
編
集
次
長
の
席
を
あ
て
が
わ
れ
（
中
略
）
傍
系
の
夕
刊
新
聞
を
、

そ
h
ノ
し
°
つ

当
時
族
出
し
た
夕
刊
新
聞
群
の
中
で
、
適
度
の
文
化
性
と
適
度
の
商
業
主

義
を
綴
り
交
ぜ
て
、
異
色
あ
る
も
の
と
し
て
売
り
出
し
た
の
も
彼
で
あ
っ

た
し
、
そ
の
才
能
が
認
め
ら
れ
た
形
で
そ
の
後
本
社
の
事
業
部
長
に
転
ず

’
と
’
－

る
と
、
当
時
東
京
の
0
新
聞
社
の
許
に
一
本
に
纏
っ
て
い
た
職
業
野
球
の

リ
ー
グ
を
販
売
政
策
の
上
か
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
二
つ
に
割
っ
て
、
A
新



さ
ん
か

閲
社
の
傘
下
に
新
し
い
連
盟
を
作
り
上
げ
た
の
も
、
大
勢
の
人
は
動
い
た

が
結
局
は
木
谷
の
仕
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。

終
戦
後
間
も
な
く
、
毎
日
新
聞
社
か
ら
の
出
向
社
員
と
し
て
『
夕
刊
新
大
阪
』

の
創
刊
に
功
績
を
上
げ
、
ま
た
プ
ロ
野
球
の
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
リ
ー
グ
の
創
設

と
新
球
団
毎
日
オ
リ
オ
ソ
ズ
の
旗
揚
げ
に
も
貢
献
し
た
小
谷
正
一
の
経
歴
を
、

－〓－

あ
た
か
も
紹
介
す
る
か
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
読
者
は
木
谷

の
モ
デ
ル
の
横
顔
を
見
た
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
、
ま
す
ま
す
興
味
を
掻
き

立
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
面
白
さ
は
、
題
材
の
新
鮮
さ
が
失
わ
れ
れ
ば
、
効
力

を
無
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
発
表
か
ら
五
十

年
近
く
が
経
過
し
た
今
日
、
本
作
品
が
読
者
か
ら
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る

の
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
当
然
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
北
原
武
夫
の

「
題
材
に
負
け
た
文
学
」
と
い
う
指
摘
は
、
的
を
射
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
本
作
晶
が
、
題
材
に
寄
り
か
か
っ
た
だ
け
の
小
説
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
単
な
る
「
実
録
小
説
」
　
で

は
な
い
こ
と
を
、
以
下
、
少
し
考
察
す
る
。

二
、

「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
福
田
宏
年
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
実
録
小
説
と

言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
作
品
」
　
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
「
実
録
小
説
」
　
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
作
者
の
表
現
意
図
に
基
づ
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ソ
の
小
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
次
の
設
定
に
注
目
し
た
い
。

A
新
聞
社
か
ら
木
谷
に
放
送
局
へ
の
出
向
辞
令
が
出
た
一
月
十
日
、
S
日
本

放
送
は
「
木
谷
の
上
に
立
つ
社
長
と
専
務
は
未
定
」
　
で
社
屋
も
建
っ
て
お
ら
ず
、

「
会
社
の
実
体
も
な
く
一
人
の
従
業
員
も
持
た
な
い
会
社
の
、
唯
l
の
社
員
が

木
谷
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
作
品
の
中
で
、

事
実
と
大
き
く
異
な
る
数
少
な
い
設
定
の
一
つ
で
あ
る
。
『
毎
日
放
送
十
年
史
』

に
よ
れ
ば
、
新
日
本
放
送
の
場
合
、
そ
の
ス
タ
ジ
オ
と
事
務
所
を
造
る
工
事
は

昭
和
二
十
五
年
五
月
に
早
く
も
始
め
ら
れ
、
同
年
十
二
月
十
日
に
既
に
按
工
し

て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
年
の
十
二
月
十
六
日
に
は
創
立
総
会
が
開
か
れ
、
そ
こ

（12）

で
社
長
と
重
役
を
選
出
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
毎
日
新
聞
社
か
ら
小
谷
正
一

（13）

へ
出
向
辞
令
が
出
た
の
は
二
十
六
年
一
月
一
日
付
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
実

際
に
は
あ
る
程
度
会
社
の
擬
構
が
整
っ
た
上
で
小
谷
は
送
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。つ

ま
り
井
上
靖
は
、
作
中
の
よ
う
な
設
定
に
改
め
る
こ
と
で
、
木
谷
を
、
頼

る
者
の
全
く
い
な
い
白
紙
の
状
態
か
ら
出
発
さ
せ
、
よ
り
田
だ
な
状
況
で
民
放

開
設
と
い
う
事
業
に
取
り
組
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
井
上
靖
は
、
事
業
の
日
程
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
変
更
し
て
い

る
。例

え
は
、
作
中
に
お
い
て
ア
ナ
ウ
ソ
サ
1
の
入
社
試
談
は
、
開
局
ま
で
あ
と

三
カ
月
に
迫
っ
た
「
六
月
の
初
め
」
　
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
襟
の
そ
れ
は
、

（1．）

昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
付
『
毎
日
新
聞
』
の
記
事
か
ら
、
間
局
よ
り
半
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年
以
上
も
ヨ
っ
た
二
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
作

中
に
お
い
て
「
第
一
回
の
テ
ス
ト
」
が
行
わ
れ
た
の
は
、
開
局
ま
で
あ
と
一
カ

月
に
差
し
迫
っ
た
「
八
月
一
日
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
毎
日
新

〈15）

聞
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
開
局
の
二
カ
月
前
に
あ
た
る
七
月
八
日
に

「
第
一
回
の
テ
ス
ト
放
送
」
は
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
放
送

が
行
わ
れ
た
の
は
、
閉
局
を
成
功
さ
せ
て
か
ら
四
週
間
後
の
「
九
月
二
十
八
日
」

に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
踪
に
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
放
送
が
行
わ
れ
た
の
は
、

（15）

開
局
日
か
ら
二
カ
月
近
く
先
の
十
月
二
十
二
日
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
作
中
の
設
定
は
、
事
実
よ
り
時
間
的
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
S
日

本
放
送
は
、
実
際
よ
り
短
期
間
で
ア
ナ
ウ
ソ
サ
ー
の
養
成
や
テ
ス
ト
に
取
り
組

ま
ね
は
な
ら
ず
、
ま
た
開
局
と
い
う
大
事
業
を
成
功
さ
せ
た
後
も
、
再
び
短
い

期
間
内
に
ラ
ー
ネ
ッ
ド
放
送
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
大
事
業
に
取
り
組
ま
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
井
上
靖
は
、
時
間
的
制
約
を
よ
り

厳
し
く
加
え
る
こ
と
で
、
木
谷
を
さ
ら
に
因
雉
な
状
況
に
追
い
込
も
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
た
井
上
靖
の
意
図
は
、
木
谷
が
A
社
の
重
役
か
ら
民
間
放
送
の
仕
事

を
初
め
て
持
ち
か
け
ら
れ
た
際
の
、
彼
の
心
理
状
態
に
も
窺
わ
れ
る
。

「
ど
う
？
」

と
、
重
役
に
重
ね
て
斯
う
言
わ
れ
た
時
、
木
谷
は
、

「
結
局
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
な
。
や
ら
な
け
り
や
あ
仕
方
な
い
で

し
ょ
う
」

と
物
憂
く
言
っ
た
。
そ
う
答
え
た
時
既
に
木
谷
は
、
そ
れ
を
や
る
こ
と

に
心
は
決
ま
っ
て
い
た
。
自
信
は
何
も
な
か
っ
た
が
、
日
本
に
於
け
る
最

初
の
商
業
放
送
と
い
う
仕
事
の
因
難
さ
が
、
木
谷
を
誘
惑
し
て
い
た
。

さ
ら
に
物
語
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ソ
に
お
い
て
も
、
木
谷
は
誘
い
を
か
け
て
き

た
淵
野
虎
三
が
待
つ
料
亭
へ
向
か
い
な
が
ら
、
や
は
り
次
の
よ
う
に
独
白
し
て

（け）

い
る
。

今
夜
彼
に
会
っ
た
ら
、
何
と
な
く
新
し
く
困
難
な
仕
事
が
彼
を
待
っ
て

い
そ
う
な
気
が
し
た
が
、
何
事
も
な
い
よ
り
あ
っ
た
方
が
い
い
！

木
谷
に
民
間
放
送
の
仕
事
に
取
り
組
む
決
意
を
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
仕
事
の

「
困
難
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
困
難
な
仕
事
」
は
、
木
谷
に
と
っ
て
「
な

い
よ
り
あ
っ
た
方
が
い
い
！
」
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
こ
に
困
難
な
仕
事
に

挑
み
、
そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
男
を
描
こ
う
と
す
る
井
上
靖
の
意
図
が
ま
ず
は

窺
わ
れ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、
や
や
本
題
か
ら
そ
れ
る
が
、
右
に
引
用
し
た
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ソ
に
お

け
る
木
谷
の
独
白
で
、
一
文
の
中
に
別
の
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
「
彼
」
　
で
表
わ
さ

れ
（
前
の
「
彼
」
が
淵
野
、
後
の
「
彼
」
が
木
谷
を
指
す
）
、
読
者
の
混
乱
を

誘
い
か
ね
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
本
作
品
に
は
、
こ
う
し
た
お
粗
末
と
言
っ

て
い
い
よ
う
な
文
章
が
、
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ

る
「
S
新
聞
社
系
の
も
う
一
つ
の
民
間
放
送
」
が
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
木

谷
の
放
送
局
が
「
A
新
聞
社
系
の
S
日
本
放
送
」
と
名
付
け
ら
れ
、
紛
ら
わ
し

い
名
称
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
な
ん
と
も
奇
妙
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
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浅
見
淵
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
当
時
濫
作
期
に
あ
っ
た
井
上
靖
の
「
筆
の
疲
れ
」

が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

話
を
戻
す
と
、
井
上
靖
は
木
谷
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

実
際
に
木
谷
自
身
、
新
し
い
未
開
拓
の
仕
事
と
な
る
と
、
何
か
自
分
の

た
め

才
能
の
限
界
で
も
験
し
で
も
す
る
よ
う
に
、
妙
に
太
々
し
く
そ
の
仕
事
に

の
め
り
込
ん
で
行
っ
て
、
む
き
に
な
っ
て
体
を
張
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

織
ん
も
の

さ
ら
に
木
谷
は
、
自
分
が
「
真
物
」
と
見
倣
し
た
人
間
、
つ
ま
り
「
そ
の
人

物
が
特
異
な
能
力
か
才
能
か
、
あ
る
い
は
熱
情
か
を
示
す
可
能
性
を
内
に
持
っ

て
い
る
人
物
」
を
、
「
い
つ
も
極
限
ま
で
働
か
せ
」
、
「
と
こ
と
ん
ま
で
持
っ
て

さ
ら

い
る
も
の
を
曝
け
出
さ
せ
、
燃
焼
し
尽
く
さ
せ
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
木
谷

は
、
自
分
に
対
し
て
も
、
他
人
に
対
し
て
も
、
限
界
ま
で
、
極
限
ま
で
働
き
つ

つ
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
男
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
実
際
、
木
谷
は
民
放
開
局

に
向
け
て
、
「
一
切
お
構
い
な
し
に
、
社
員
を
倒
れ
る
ま
で
使
」
　
い
、
自
分
自

身
も
「
ひ
ど
く
疲
れ
て
、
殆
ど
食
事
と
い
う
も
の
が
喉
を
通
ら
な
く
な
」
る
ま

で
働
く
。
そ
れ
は
S
R
本
放
送
が
い
ざ
開
局
し
、
そ
の
第
二
戸
が
発
せ
ら
れ
た

時
、
彼
が
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

そ
の
最
初
の
音
の
出
る
二
分
前
に
、
彼
は
誰
か
に
揺
り
起
こ
さ
れ
、
S

日
本
放
送
に
と
っ
て
は
歴
史
的
な
も
の
と
言
う
べ
き
M
ア
ナ
ウ
ソ
サ
ー
の

声
を
一
分
程
聞
く
と
、
直
ぐ
又
彼
は
眠
り
に
落
ち
た
。

こ
の
よ
う
な
木
谷
の
姿
勢
は
、
全
篇
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。
困
難
に
挑

み
、
そ
の
困
難
を
、
極
限
ま
で
燃
焼
す
る
こ
と
で
克
服
し
て
い
く
木
谷
の
姿
を
、

そ
の
木
谷
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
作
者
は
終
始
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

こ
で
、
木
谷
が
「
真
物
」
　
の
男
と
見
供
し
て
い
る
三
人
の
脇
役
の
存
在
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

（1。。）

ま
ず
木
谷
が
信
折
を
寄
せ
る
放
送
技
術
者
山
根
太
郎
。
征
は
何
よ
り
放
送
局

で
「
一
日
中
動
き
廻
っ
て
い
る
」
　
こ
と
で
「
青
春
の
熱
情
」
を
呼
び
返
し
て
い

る
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
「
燃
え
上
が
ら
せ
れ
ば
幾
ら
で
も
撚
え
上
が
っ
て
ど

こ
ま
で
も
走
っ
て
行
く
に
違
い
な
い
按
間
中
の
よ
う
な
も
の
」
を
木
谷
に
成
心
じ

さ
せ
る
。
役
も
、
木
谷
と
同
じ
く
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
拗
き
つ
づ
け
る

男
で
あ
る
。

（19）

次
い
で
、
そ
の
山
短
を
木
谷
に
推
薦
し
た
、
木
谷
の
友
人
三
原
周
辛
は
、

「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
自
分
の
生
涯
を
娘
の
た
め
に
技
量
に
し
て
」
、

娘
の
清
子
を
天
才
的
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に
育
て
上
げ
た
男
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
に
、
清
子
が
や
が
て
産
む
で
あ
ろ
う
、
「
自
分
に

け
っ
か
い

と
っ
て
は
孫
に
当
た
る
血
塊
」
　
に
「
一
切
の
芸
術
の
夢
」
を
託
し
、
「
三
代
に

た

○

　

　

　

　

　

　

　

　

た

ノ

，

t

亙
っ
て
の
挟
ま
ざ
る
天
分
の
環
膳
と
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
校
注
だ
け
が
、
一
人
の

ュ
l

夷
の
天
才
と
称
び
う
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
を
作
る
も
の
で
あ
る
」
と
「
中
墾
田

目
に
そ
う
思
い
込
ん
で
い
」
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
「
異
常
な
芸
術
的
熱
情
」
　
の

持
主
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
三
原
周
平
は
芸
術
の
世
界
に
お
い
て
、
持
貴

に
挑
ん
で
い
る
人
間
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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一
翌

対
し
て
、
木
谷
の
夕
刊
新
聞
社
時
代
の
上
司
淵
野
虎
三
は
、
「
掴
み
ど
こ
ろ

の
な
い
茫
洋
と
し
た
事
業
家
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
二
人
と
は
若
干
、

タ
イ
プ
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
経
営
す
る
夕
刊
新
聞
社
を
「
A

新
聞
社
の
庇
護
か
ら
恐
れ
て
独
立
」
さ
せ
、
「
新
開
事
業
を
自
由
自
在
に
大
々

的
に
や
り
始
め
る
と
い
う
」
「
壮
烈
遠
大
な
事
業
」
を
「
夢
見
て
い
る
」
人
間

で
も
あ
る
。
「
冗
談
を
装
お
う
と
、
真
剣
だ
ろ
う
と
（
中
略
）
　
ロ
に
出
し
て
言

ぅ
時
は
、
実
際
に
（
中
略
）
そ
の
R
口
的
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
」
と
い
う
淵

野
虎
三
は
、
仕
事
に
意
欲
的
で
、
つ
ね
に
前
向
き
に
取
り
組
む
男
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
で
は
、
他
の
二
人
の
「
真
物
」
と
、
そ
し
て
木
谷
と
共
通
し
て
い
る
。

山
痕
や
三
原
を
形
容
す
る
言
葉
を
借
り
る
と
す
れ
ば
、
さ
し
ず
め
淵
野
は
新
聞

事
業
に
対
す
る
異
常
な
「
執
州
情
」
　
の
持
主
と
で
も
言
え
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
三
人
を
、
木
谷
が
「
真
物
」
と
見
倣
し
て
い
る
こ
と
は
、
木
谷

が
極
限
ま
で
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
男
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認

さ
せ
る
。
彼
ら
の
持
つ
激
し
い
「
熱
情
」
　
こ
そ
が
、
「
真
物
」
　
の
最
大
の
条
件

で
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
三
人
を
「
真
物
」
と
見
放
す
木
谷
の
背
後
に

は
、
当
の
木
谷
こ
そ
が
、
誰
よ
り
も
「
真
物
」
だ
と
考
え
る
作
者
が
存
在
し
て

い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

っ
ま
り
、
木
谷
を
中
心
に
据
え
、
山
根
、
三
原
、
淵
野
ら
を
そ
の
周
囲
に
配

し
っ
っ
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
「
真
物
」
と
は
何
か
、
「
真
物
」
の
「
熱
情
」

と
は
何
か
を
、
井
上
靖
は
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
二
つ
の
場
面
に
は
、
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
が
暗

示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
木
谷
が
料
亭
で
大
貫
敏
夫
に
カ
ル
チ
ス
宛
の
手
紙
を
書
か
せ
る
相

談
を
し
、
店
を
出
て
す
ぐ
後
の
場
面
で
、
木
谷
の
次
の
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。

鼻
を
二
、
三
回
く
ん
く
ん
さ
せ
な
が
ら
、
木
谷
は
い
や
に
鞄
が
重
い
な

と
思
っ
た
。

「
何
の
花
か
し
ら
」

め
’
い

そ
う
言
い
な
が
ら
、
木
谷
は
軽
い
眩
塁
を
感
じ
て
、
そ
の
時
初
め
て
貧

し
ゃ
が

血
だ
と
気
付
い
た
。
木
谷
は
暫
く
道
端
に
屈
み
込
ん
で
い
た
。

「
貧
血
す
る
と
花
の
香
い
が
し
て
く
る
と
は
妙
で
す
ね
」

と
大
貫
は
、
そ
ん
な
事
を
言
い
な
が
ら
、
木
谷
の
傍
に
立
っ
て
い
た
。

時
限
爆
弾
を
仕
掛
け
た
火
薬
の
臭
い
か
な
と
、
そ
の
時
木
谷
は
ふ
と
、
自

分
で
も
あ
る
太
々
し
さ
を
心
の
ど
こ
か
に
感
じ
な
が
ら
思
っ
た
。

そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
、
カ
ル
チ
ス
が
日
本
に
到
着
す
る
前
日
、
そ
れ
を
迎

え
に
行
く
予
定
の
大
貫
に
「
オ
ソ
リ
ー
・
ワ
ソ
」
　
の
三
口
を
伝
え
よ
う
と
す
る

木
谷
の
姿
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
放
送
を
、
S
日
本
放
送
だ

け
の
「
た
だ
一
回
の
放
送
」
と
し
て
カ
ル
チ
ス
と
契
約
す
べ
き
だ
と
考
え
、
そ

れ
を
大
貫
に
伝
え
る
た
め
に
夜
道
を
走
る
木
谷
の
次
の
よ
う
な
姿
が
措
か
れ
る
。

一
番
海
寄
り
の
郊
外
電
車
の
踏
切
り
を
駈
け
抜
け
る
と
、
漸
く
道
の
舗

や
わ
ら

装
は
と
れ
、
今
度
は
い
や
に
ふ
わ
ふ
わ
と
和
か
い
感
触
が
靴
の
下
に
感
じ

ほ
っ

ら
れ
た
。
そ
の
時
木
谷
は
物
と
す
る
と
同
時
に
、
軽
い
眩
車
を
感
じ
た
。
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片
膝
を
土
の
上
に
つ
い
て
、
そ
の
場
に
身
を
屈
め
た
。
（
中
略
）

や
は
り
こ
の
場
合
も
、
何
処
か
で
花
の
香
い
が
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
し

て
も
幻
覚
と
は
思
え
な
く
、
実
際
に
ど
こ
か
近
く
で
、
初
秋
の
樹
木
の
花

が
香
い
を
深
夜
の
大
気
の
中
に
発
散
し
、
拡
散
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

た
。

右
の
二
つ
の
場
面
に
は
、
「
貧
血
」
、
「
花
」
、
「
爆
弾
」
と
い
う
、
タ
イ
ト
ル

に
関
わ
る
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
爆
弾
」
が
、
世
間
を
あ
っ
と

驚
か
せ
る
よ
う
な
、
「
ち
ょ
っ
と
常
識
を
外
れ
た
企
画
」
　
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
想
像
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
貧
血
」

に
よ
る
「
眩
昏
」
　
の
最
中
に
、
木
谷
が
「
花
の
香
い
」
を
感
じ
る
と
い
う
描
写

は
、
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
少
し
わ
か
り
に
く
い
。
青

マ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

2

1

）

野
季
吉
が
「
何
か
お
そ
え
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
描
写
だ
と
指
摘
し
て
い
る

ご
と
く
、
前
後
の
場
面
に
対
し
て
、
そ
こ
だ
け
浮
き
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
井
上
靖
は
、
例
え
ば
「
流
転
」
（
昭
1
2
・
1
・
3
、
1
0
～
2
・
2
1

『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
）
　
に
お
い
て
、
料
亭
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
酒
宴
の
さ
ざ

り
幼
［

め
き
」
が
「
花
の
匂
い
の
様
」
だ
と
形
容
し
て
お
り
、
ま
た
「
あ
す
な
ろ
物
語
」

（
昭
次
・
1
～
6
『
オ
ー
ル
読
物
』
）
で
は
、
酒
に
酔
っ
た
主
人
公
の
鮎
太
が
、

夜
の
闇
に
紛
れ
て
、
得
体
の
知
れ
ぬ
女
性
と
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
際
、
近
く
で

（乃）

「
花
の
匂
い
が
し
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
梧
桐
の
窓
」
（
昭
2
6
・

1
1
『
キ
ソ
グ
』
）
　
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ソ
の
美
也
子
が
恋
人
の
道
彦
と
初
め
て
交
わ
っ

た
日
の
思
い
出
に
つ
い
て
、
「
そ
の
時
の
記
憶
の
甘
さ
」
　
が
「
夜
の
底
を
流
れ

て
い
た
何
か
知
ら
な
い
木
の
花
の
高
い
香
り
」
と
と
も
に
残
っ
て
い
る
と
描
き
、

め
‡
い

加
え
て
、
二
人
が
恋
人
同
士
だ
っ
た
一
年
間
は
、
「
軽
い
眩
昼
に
絶
え
ず
襲
わ

（24）

れ
続
け
て
い
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
木
谷
が
「
眩
重
」

と
と
も
に
感
ず
る
「
花
の
香
い
」
　
に
も
、
あ
る
種
の
精
神
の
昂
揚
や
離
酎
が
託

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
貧
血
」
は
、
お
そ

ら
く
は
過
労
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
木
谷
は
不
快
を
感
じ
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
心
地
よ
い
陶
酔
さ
え
見
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
作
者
は
こ
れ
ら
の
場
面
に
よ
っ
て
、
梅
限
状
況
を
厭
わ
ね
木
谷
の
「
熱
情
」

を
強
調
し
、
肯
定
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
真
物
」
　
の
男
た
ち
は
、
井
上
靖
の
作
品
に
描
か
れ
る

人
物
像
と
し
て
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
木
谷
の
ご
と
く
、
何
か
に

憑
か
れ
た
よ
う
に
仕
事
に
打
ち
込
む
人
間
の
姿
を
、
井
上
靖
は
掠
り
返
し
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
は
、
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
（
昭
2
5
・
3
『
文
学
界
』
）

に
は
、
解
剖
学
に
生
涯
を
路
け
た
老
医
学
者
三
池
俊
太
郎
を
描
き
、
「
黒
い
滞
」

（
昭
2
5
・
7
～
1
0
『
文
琶
春
秋
』
）
　
に
は
、
色
彩
研
究
に
没
頭
す
る
図
画
教
師

佐
竹
雨
山
を
登
場
さ
せ
、
「
射
程
」
（
昭
3
1
・
1
～
1
2
『
新
潮
』
）
　
に
は
、
終
戟

直
後
の
混
乱
の
中
、
闇
取
り
引
き
に
熱
中
す
る
若
き
実
業
家
詔
訪
高
男
を
描
い

て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
小
谷
正
一
か
ら
材
を
得
た
「
闘
牛
」
　
や
「
黒
い
環
』

に
は
、
闘
牛
大
会
の
開
催
に
熱
中
す
る
新
聞
記
者
津
上
と
、
ソ
ビ
エ
ト
の
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ニ
ス
ト
招
勒
運
動
に
励
む
ベ
テ
ソ
伍
三
田
村
仲
作
を
描
い
て
い
る
。
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「
符
血
と
花
と
爆
弾
」
も
、
こ
れ
ら
の
系
譜
に
連
な
る
作
品
の
一
つ
だ
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品

の
中
に
あ
っ
て
も
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
主
人
公
ら
の
「
熱
、
楕
」
が
特

に
全
面
に
押
し
出
さ
れ
、
よ
り
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

は
、
「
悶
牛
」
　
の
場
合
、
闘
牛
大
会
に
打
ち
込
む
浮
上
を
描
き
つ
つ
も
、
そ
の

放
し
い
行
動
を
通
し
て
、
「
終
戦
後
一
年
半
」
の
「
時
代
相
」
を
描
く
こ
と
に

云
）

作
者
の
意
図
は
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」

で
は
、
学
問
に
賭
け
る
三
池
俊
太
郎
を
描
き
つ
つ
、
そ
れ
が
周
囲
に
理
解
さ
れ

な
い
孤
独
感
や
悲
し
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対

し
て
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
「
熱
情
」
そ
れ
じ
た
い
を
描
こ
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
真
物
」
と
い
う
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」

に
は
、
井
上
靖
の
理
想
と
す
る
人
物
像
が
、
具
体
的
か
つ
直
接
的
に
描
き
出
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
「
其
物
」

を
描
く
上
で
、
小
谷
正
一
は
最
良
の
モ
デ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
谷
か
ら

材
を
得
た
三
作
の
中
で
も
、
本
作
晶
に
は
、
井
上
靖
の
彼
に
対
す
る
信
頼
と
共

感
が
、
と
り
わ
け
素
直
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
い
わ
ば
井
上
靖
の
人
間
観
を
、
内
な
る
モ
チ
ー

フ
を
、
よ
り
自
然
な
形
で
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
り
、
井
上
文
学
解
明
の
一
つ

の
手
掛
か
り
と
し
て
、
単
な
る
「
実
録
小
説
」
に
止
ま
ら
ぬ
特
色
が
認
め
ら
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
貧
血
と
花
と
爆
弾
」
は
、
題
材
に
寄
り
か
か
り
す
ぎ
た
感
が
強
く
、
ま
た

当
時
濫
作
期
に
あ
っ
た
作
者
の
「
筆
の
疲
れ
」
も
認
め
ら
れ
、
井
上
靖
の
作
品

と
し
て
上
々
の
出
来
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
物
語
の

前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
「
其
物
」
　
へ
の
「
熱
情
」
を
通
し
て
、
井
上
靖
の
人
間

紋
が
感
じ
ら
れ
、
井
上
文
学
解
明
の
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な
る
作
品
で
も
あ
る
。

こ
の
い
わ
ば
「
真
物
」
志
向
は
、
「
闘
牛
」
や
『
黒
い
喋
』
は
も
ち
ろ
ん
、
「
整

い
潮
」
や
「
射
程
」
等
の
現
代
小
説
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
作
品
を
支

え
る
人
間
観
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
は
後
の
歴
史
小
説
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
天
平
の
亮
」
（
昭
3
2
・
3
～
8

『
中
央
公
論
』
）
の
璧
真
や
、
「
蒼
き
狼
」
（
昭
3
4
・
1
0
～
3
5
・
7
『
文
垂
春
秋
』
）

の
成
書
思
汗
な
ど
に
は
、
歴
史
を
舞
台
に
し
た
「
真
物
」
の
追
求
が
認
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
友
人
小
谷
正
一
か
ら
歴
史
上
の
人
物
へ

と
進
ん
で
い
く
そ
の
過
程
に
は
、
よ
り
自
由
で
壮
大
な
空
想
の
舞
台
を
求
め
る

井
上
靖
の
モ
チ
ー
フ
の
拡
大
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の

考
察
は
、
後
の
機
会
を
挨
ち
た
い
。
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註（
1
）
　
「
自
作
解
題
」
（
『
井
上
靖
小
説
全
集
』
第
九
巻
（
昭
4
8
・
3
、
新
潮
社
）
）
お
よ

び
小
谷
正
一
「
国
際
興
行
師
の
泣
き
笑
い
－
海
外
芸
能
人
招
碑
の
黒
幕
と
呼
ば
れ
て

－
」
（
昭
3
3
・
4
『
文
塾
春
秋
』
）
参
照
。

（
2
）
昭
2
7
・
1
・
2
6
『
産
業
経
済
新
聞
』

（
3
）
昭
2
7
・
2
・
6
『
日
本
読
書
新
聞
』

（
4
）
　
昭
詭
・
1
2
、
毎
日
放
送

（
5
）
　
同
番
組
制
作
の
た
め
に
行
っ
た
半
年
間
に
わ
た
る
取
材
を
も
と
に
ま
と
め
た
私
家

版
。
番
組
制
作
時
に
は
ま
だ
存
命
中
だ
っ
た
小
谷
正
一
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
関

係
者
を
田
村
滋
氏
は
直
接
取
材
、
事
実
確
認
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
な
お
、
田
村
氏
は
『
関
東
民
放
く
ら
ぷ
』
第
4
0
号
（
平
9
・
5
）
　
の
「
み
ん

な
で
語
ろ
う
民
放
史
」
　
の
コ
ー
ナ
ー
に
、
「
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
独
占
放
送
は
こ
う
し

て
出
来
た
」
　
と
題
す
る
文
章
を
寄
稿
し
て
い
る
。

（
6
）
　
『
原
善
一
郎
君
追
憶
文
集
』
（
昭
2
7
・
8
、
原
善
一
郎
君
追
憶
文
集
発
行
委
員
）

▼
▼

の
「
略
歴
」
　
に
「
昭
和
二
十
五
年
　
関
西
交
響
学
協
会
創
立
に
当
り
専
務
理
事
に
就

任
」
と
あ
る
。
ま
た
後
出
の
朝
日
新
聞
の
死
亡
記
事
に
も
「
関
西
交
響
楽
団
専
務
理

事
」
　
の
肩
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
『
N
I
B
の
四
年
』
（
昭
2
9
・
1
2
、
新
日
本
放
送
）
、
『
毎
日
放
送
十
年
史
』
（
註

（
4
）
前
出
）
、
『
毎
日
放
送
の
4
0
年
』
（
平
3
・
9
、
毎
日
放
送
）
　
に
よ
る
。

（
8
）
昭
和
二
十
六
年
九
月
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
も
、
次
の
よ
う
な
死
亡
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
「
原
善
一
郎
氏
　
（
関
西
交
響
楽
団
専
務
理
事
）
　
八
日
朝
、
朝
日
新

聞
東
京
本
社
で
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
氏
演
奏
会
に
つ
い
て
打
合
せ
中
、
心
放
て
ヒ
で
死
去
、

五
十
二
歳
。
（
下
略
）
」

（
9
）
　
田
村
氏
に
よ
れ
ば
、
メ
：
ユ
ー
ヒ
ソ
の
放
送
用
演
奏
は
「
東
京
築
地
」
　
の
「
ビ
ク

タ
ー
レ
コ
ー
ド
ス
タ
ジ
オ
」
　
で
行
わ
れ
、
「
東
京
－
大
阪
問
の
中
継
線
」
　
は
「
毎
払
」

の
交
渉
に
よ
っ
て
、
「
進
駐
軍
の
中
継
線
」
　
で
あ
る
「
A
規
格
七
五
〇
〇
サ
イ
ク
ル
」

を
使
用
で
き
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
田
村
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
世
界
的
な
一
流
音
楽
家
を
日
本
に
迎
え

る
こ
と
が
出
来
る
そ
の
裏
に
は
一
人
の
天
才
的
音
楽
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
原
善
一
郎
の
長

い
努
力
が
そ
の
陰
に
あ
っ
た
　
（
中
略
）
　
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
を
招
く
た
め
に
彼
は
官
庁
、

▼
▼

総
司
令
部
、
に
精
力
的
に
日
参
す
る
一
方
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
事
務
所
を
開
い
た
旧
知

の
音
楽
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
A
・
ス
ト
ロ
ー
ク
と
何
回
も
交
信
し
て
漸
く
実
現
に
漕
ぎ
つ

▼

　

1
げ

た
も
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）
　
原
氏
は
こ
の
話
を
朝
日
新
聞
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
の

時
、
橋
渡
し
を
し
た
人
が
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
社
長
、
山
本
為
三
郎
氏
だ
と
い
わ
れ
る
。

（
中
略
）
　
ス
ト
ロ
ー
ク
は
山
木
氏
の
援
助
、
朝
日
新
聞
の
換
接
な
ど
に
よ
り
外
国
の

呼
び
屋
と
し
て
日
本
で
成
功
し
た
が
（
中
略
）
　
ス
ト
ロ
ー
ク
に
対
す
る
山
木
氏
の
援

助
は
数
え
た
ら
き
り
が
な
い
程
だ
と
い
わ
れ
る
。
（
中
略
）
　
山
本
氏
の
周
辺
に
は
常

に
音
楽
関
係
の
実
力
者
が
集
ま
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
　
ス
ト
ロ
ー
ク
が
は
じ
め
て
日

本
に
や
っ
て
来
た
時
か
ら
毎
日
新
聞
の
記
者
と
し
て
音
菜
界
に
斑
の
広
か
っ
た
岩
崎

愛
二
氏
、
日
本
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
「
夜
明
け
」
時
代
に
マ
ネ
ー
∴
ソ
ヤ
▼
・
の
草
分
け

だ
っ
た
原
善
一
郎
氏
（
中
略
二
時
氏
は
戦
時
中
上
海
で
放
送
局
長
を
し
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。
原
氏
は
所
望
の
マ
ネ
▼
l
ジ
ャ
1
を
し
て
い
た
時
ス
ト
ロ
・
l
ク
の
連
れ
て

き
た
外
国
音
楽
家
に
ソ
ロ
を
や
ら
せ
、
こ
れ
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
が
拉
と
な
り
、

ス
ト
ロ
ー
ク
の
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
日
華
事
変
が
た
こ
っ
た

時
、
ス
ト
ロ
ー
ク
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
や
っ
て
来
た
が
事
芽
下
の
日
本
を
藁
け

て
上
海
に
渡
り
、
ま
た
一
方
原
氏
は
事
変
後
転
身
し
て
コ
ロ
ム
ビ
ア
レ
コ
ー
ド
に
入

社
し
た
が
こ
れ
亦
コ
ロ
ム
ビ
ア
の
上
海
駐
在
と
な
っ
た
。
か
く
て
上
海
で
ス
ト
ロ
ー
・

ク
・
岩
崎
・
原
の
ト
リ
オ
が
偶
然
複
を
掃
え
る
こ
と
と
た
っ
た
。
こ
の
時
ス
ト
ロ
ー
・

ク
は
仕
事
が
た
く
、
尾
羽
打
ち
枯
ら
し
生
活
に
も
Ⅲ
っ
て
い
た
が
こ
れ
を
原
、
岩
埼

両
氏
が
救
っ
た
因
縁
が
あ
る
。
（
中
略
）
　
鞍
後
仕
事
を
再
開
し
た
原
氏
が
ス
ト
ロ
・
・

ク
と
交
信
し
た
時
、
恩
義
を
措
じ
て
い
た
ス
ト
ロ
ー
ク
が
懸
命
に
ア
メ
リ
カ
で
引
い

た
こ
と
は
十
分
察
せ
ら
れ
る
」
　
な
お
、
「
財
界
の
遠
藤
五
二
　
は
、
上
記
に
見
る
、
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「
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
社
長
、
山
本
為
三
郎
」
が
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
中
で

達
貨
五
一
が
社
長
を
勤
め
る
A
B
C
食
品
が
ラ
ー
ネ
ッ
ド
放
送
の
ス
ポ
ソ
サ
ー
を
担

当
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
が
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
放
送
の
ス
ポ
ソ
サ
ー

で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
ま
た
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
の
来
日
が
決
定
し
た
際
、

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
㌧
　
カ
ル
チ
ス
は
「
現
在
上
海
に
い
る
こ
と
」
　
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
ス
ト
ロ
ー
ク
が
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
事
務
所
を
開
」
　
い
て
い
た
と
い
う
、
田
村

氏
の
記
述
と
相
達
す
る
。
お
そ
ら
く
、
ス
ト
ロ
ー
ク
が
「
戦
時
中
上
海
」
　
に
い
た
事

実
を
取
り
違
え
た
、
井
上
箔
の
勘
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
1
1
）
　
『
現
代
人
物
事
典
』
（
昭
5
2
・
3
、
朝
日
新
聞
社
）
　
に
は
、
小
谷
正
一
の
経
歴
が

次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
1
9
1
2
　
（
大
元
）
　
年
7
月
3
1
日
兵
庫
県
生
ま

れ
。
霊
年
早
大
文
学
部
卒
業
。
罰
年
大
阪
毎
日
新
聞
社
に
入
社
。
（
中
略
）
敗
戦
後

（
中
略
）
毎
日
新
聞
大
阪
本
社
は
、
傍
系
の
新
大
阪
新
聞
社
を
設
立
し
、
毎
日
か
ら

黒
埼
貞
次
朗
編
集
局
長
、
同
次
長
小
谷
正
一
が
出
向
し
、
4
6
年
2
月
『
夕
刊
新
大
阪
』

を
創
刊
し
た
。
（
中
略
）
　
4
7
年
に
は
（
中
略
）
　
1
月
『
南
予
闘
牛
大
会
』
が
西
宮
球

場
で
開
催
さ
れ
た
が
　
（
中
略
）
　
こ
の
い
き
さ
つ
は
井
上
靖
の
芥
川
賞
受
賞
小
説
『
闘

牛
』
　
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
、
闘
牛
に
憑
か
れ
て
走
り
回
る
男
の
モ
デ
ル
が
小
谷
で
あ

る
。
4
9
年
．
ハ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ー
グ
設
立
、
∽
年
新
日
本
放
送
開
局
、
5
7
年
大
阪
テ
レ

ビ
開
局
も
小
谷
の
企
画
力
、
実
践
力
が
大
き
く
も
の
を
い
っ
て
い
る
。
（
下
略
）
」

（
”
こ
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
付
『
毎
日
新
聞
』
で
も
、
「
役
員
き
ま
る
『
新
日

本
放
送
』
」
　
の
見
出
し
の
下
に
、
新
日
本
放
送
が
「
ス
タ
ジ
オ
の
新
築
整
備
、
送
信

所
の
起
工
を
終
っ
た
の
を
機
に
十
六
日
午
前
十
l
時
か
ら
大
阪
の
阪
急
ピ
ル
星
上
の

第
一
ス
タ
ジ
オ
で
創
立
総
会
を
行
」
　
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、
選
出
さ
れ
た
役
員
の

氏
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
1
。
ご
毎
日
放
送
の
二
十
五
年
史
と
し
て
出
版
さ
れ
た
南
木
淑
朗
著
の
ノ
ソ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ソ
『
楊
梅
は
孤
り
高
く
－
毎
日
放
送
の
二
十
五
年
－
』
（
昭
5
1
・
9
、
毎
日
新
聞
社
）

に
よ
る
。

（
1
4
）
　
「
舌
の
長
短
ま
で
採
点
　
新
白
本
放
送
ア
ナ
ウ
ソ
サ
ー
試
験
」
　
の
見
出
し
が
掲
げ

ら
れ
、
「
新
日
本
放
送
株
式
会
社
で
は
二
十
五
日
朝
十
時
か
ら
（
中
略
）
民
間
放
送

ア
ナ
ウ
ソ
サ
ー
採
用
試
験
を
行
っ
た
」
　
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
芭
昭
和
二
十
六
年
七
月
九
日
付
「
新
日
本
、
テ
ス
ト
放
送
第
一
声
は
上
々
」
　
の
見
出

し
で
、
「
テ
ス
ト
放
送
第
二
戸
は
八
日
夜
十
時
か
ら
三
十
分
間
」
行
わ
れ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
昭
和
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日
付
『
毎
日
新
聞
』
掲
載
の
新
日
本
放
送
広
告
参
照
。

（
1
7
こ
　
『
楊
梅
は
孤
り
高
く
－
毎
日
放
送
の
二
十
五
年
－
』
に
よ
る
と
、
小
谷
正
一
は
、

メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
の
放
送
を
成
功
さ
せ
た
二
カ
月
後
の
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
を

も
っ
て
新
日
本
放
送
を
退
社
し
、
か
ね
て
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
新
大
阪
新
聞
社
に
複

帰
し
た
ら
し
い
。
こ
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ソ
は
、
そ
の
事
実
を
活
用
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
註
（
2
0
）
参
照
。

（
1
8
）
山
限
太
郎
は
、
お
そ
ら
く
新
日
本
放
送
制
作
総
務
と
し
て
活
躍
し
た
和
田
精
を
モ

デ
ル
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
和
田
は
、
『
N
I
B
の
四
年
』
に
　
「
．
若
返
っ

た
1
0
年
″
　
フ
ル
に
使
っ
て
」
と
屈
す
る
文
章
を
寄
せ
、
入
社
を
勧
誘
さ
れ
た
当
初
、

作
中
の
山
根
の
よ
う
に
「
せ
め
て
も
う
十
年
若
か
つ
た
ら
…
…
」
と
辞
退
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
三
原
周
平
、
清
子
の
父
娘
は
、
お
そ
ら
く
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
辻
吉
之
助
、
久

子
父
娘
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
大
阪
芸
術
大
学
教
授
の
辻
久

子
は
、
『
N
I
B
の
四
年
』
に
「
安
心
し
て
放
送
し
楽
し
く
聴
け
る
局
」
と
い
う
文

章
を
寄
稿
し
て
お
り
、
創
立
期
か
ら
新
日
本
放
送
の
番
組
で
し
ば
し
ば
演
奏
し
て
い

た
。
ま
た
辻
久
子
が
、
父
親
の
書
之
助
か
ら
ヴ
7
イ
オ
リ
ソ
を
学
び
、
彼
を
師
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
『
音
楽
家
人
名
事
典
』
（
平
8
・
1
0
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
　
な
ど

に
見
る
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
木
谷
が
三
原
周
平
か
ら
山
根
太
郎
を
紹
介
し
て
も
ら

う
設
定
は
、
事
実
通
り
で
な
い
可
能
性
が
高
い
。
『
毎
日
放
送
十
年
史
』
や
『
楊
梅

は
孤
り
高
く
－
毎
日
放
送
の
二
十
五
年
－
』
に
は
、
小
谷
正
一
が
作
家
の
高
田
保
か
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ら
和
田
精
を
紹
介
し
て
も
ら
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
ら
れ
、
特
に
後
者
に
は
、
山
板
と

三
原
の
関
係
に
「
二
人
の
感
応
が
生
み
出
し
た
一
点
の
曇
り
も
な
い
眼
に
見
え
ぬ
玉
」

を
木
谷
が
感
じ
取
っ
た
場
面
と
同
様
の
事
実
が
高
田
と
和
田
の
問
に
あ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
渕
野
虎
三
は
、
当
時
の
新
大
阪
新
聞
社
社
長
の
瀬
戸
保
太
郎
を
モ
デ
ル
に
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
楊
梅
は
孤
り
高
く
ー
毎
日
放
送
の
二
十
五
年
－
』
　
に
は
、
瀬

戸
の
要
請
に
よ
り
、
小
谷
正
一
が
二
十
六
年
末
を
も
っ
て
新
日
本
放
送
を
退
社
し
、

新
大
阪
新
聞
社
に
復
帰
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
「
創
作
合
評
」
青
野
季
吉
、
佐
藤
春
夫
、
中
村
光
夫
（
昭
2
7
・
3
『
群
像
』
）

（
2
2
）
　
「
上
方
踊
り
」
　
の
章
、
そ
の
四
に
、
次
の
よ
入
ノ
な
描
写
が
為
さ
れ
て
い
る
。
「
何

処
か
河
岸
の
料
亭
か
ら
、
酒
宴
の
さ
ざ
め
き
が
微
か
に
聞
え
て
い
た
。
そ
れ
さ
え
も

ほ
の
ぼ
の
と
花
の
匂
い
の
様
で
、
－
お
秋
は
父
親
と
別
れ
て
帰
る
路
、
冷
た
い
河
岸

の
夜
気
の
中
に
突
立
っ
た
ま
ま
、
し
み
じ
み
と
、
／
（
も
う
春
だ
わ
）
　
と
思
っ
た
」

ま
た
、
詩
「
梅
ひ
ら
く
」
（
昭
8
・
7
『
日
本
詩
壇
』
、
詩
集
『
北
国
』
（
昭
3
・
3
、

東
京
創
元
社
）
収
録
）
　
に
も
、
「
ど
こ
か
遠
く
か
ら
微
か
に
空
室
の
さ
ざ
め
き
が
花

の
如
く
匂
っ
て
い
た
」
　
と
い
う
句
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
3
）
　
「
春
の
狐
火
」
　
の
章
で
、
主
人
公
鮎
太
は
、
取
材
で
中
国
地
方
の
山
間
部
に
あ
る
、

先
輩
の
　
「
春
さ
ん
」
宅
を
訪
れ
た
そ
の
夜
、
酒
に
酔
っ
て
、
得
体
の
知
れ
ぬ
女
性

（
実
は
「
春
さ
ん
」
　
の
娘
の
清
香
）
　
と
肉
体
関
係
を
結
ぶ
。
そ
の
場
面
に
次
の
よ
う

な
描
写
が
見
ら
れ
る
。
「
鮎
太
は
、
女
を
抱
え
た
ま
ま
枝
に
倒
れ
た
。
粗
描
か
ら
半

間
程
絞
れ
て
い
る
丘
陵
の
据
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
　
近
く
で
む
せ
っ
ぼ
い
花
の
匂
い

が
し
て
い
た
。
鮎
太
に
と
っ
て
は
女
の
妹
と
い
う
も
の
は
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た

（
中
略
）
　
し
か
し
、
す
べ
て
は
短
く
自
然
に
、
彼
と
相
手
の
女
と
の
問
に
持
ち
上
が
っ

た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
大
き
い
花
束
が
い
き
な
り
二
人
の
問
に
置
か
れ
、
い
っ

し
ょ
に
そ
れ
に
む
せ
て
行
っ
た
感
じ
で
あ
っ
た
」

（
2
4
）
　
ヒ
ロ
イ
ソ
美
也
子
の
、
道
彦
と
の
思
い
出
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
道
彦
の
ア
ト
リ
エ
を
三
回
目
に
訪
ね
て
帰
る
時
、
美
也
子
は
も
う
処
女
で
は
な
か
っ

た
。
大
切
な
も
の
を
奪
ら
れ
た
と
も
、
喪
っ
た
と
も
考
え
な
か
っ
た
。
長
身
の
道
彦

に
半
ば
抱
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、
母
屋
の
方
に
気
を
使
い
な
が
ら
広
い
庭
園
を
技
切
っ

て
送
り
出
さ
れ
た
そ
の
時
の
記
憶
の
甘
さ
だ
け
が
、
五
月
の
夜
の
氏
を
流
れ
て
い
た

何
か
知
ら
な
い
木
の
花
の
高
い
香
り
と
い
っ
し
上
に
、
い
つ
ま
で
も
後
に
残
っ
た
。
／

後
で
考
え
て
み
れ
ば
、
軽
い
眩
母
に
絶
え
ず
襲
わ
れ
続
け
て
い
た
と
し
か
思
わ
れ
な

い
一
年
だ
っ
た
。
小
さ
い
箱
に
、
い
ろ
ん
な
花
が
ご
っ
ち
ゃ
に
投
げ
込
ま
れ
た
よ
う

に
、
そ
の
一
年
間
に
い
ろ
い
ろ
な
事
が
起
っ
た
」

（
2
5
）
井
上
婿
は
、
「
闘
牛
」
　
に
つ
い
て
、
「
終
戦
後
一
年
半
の
、
あ
の
時
代
の
日
本
が
、

日
本
の
社
会
が
、
日
本
人
の
す
べ
て
が
、
意
謹
す
る
と
、
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
だ
れ

も
持
っ
て
い
た
悲
哀
」
　
を
表
現
し
た
「
時
代
相
を
把
由
し
た
一
粒
の
社
会
小
説
を
意

図
し
た
」
　
（
「
『
闘
牛
』
　
に
つ
い
て
」
（
昭
乃
・
2
・
2
『
毎
旦
懇
望
）
）
　
と
記
し
て

い
る
。
拙
稿
「
井
上
錆
『
闘
牛
』
論
1
村
村
の
意
匠
化
と
悲
哀
－
」
（
『
近
代
文
学

試
論
』
第
三
十
四
号
（
平
8
・
1
2
）
）
も
併
せ
て
参
田
一
さ
れ
た
い
。

＊
井
上
靖
の
作
品
引
用
は
、
全
て
新
潮
社
版
『
井
上
靖
全
集
』
（
平
7
・
4
よ
り
配
本

中
）
　
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。

〔
付
記
〕メ

ニ
ュ
ー
ヒ
ソ
独
占
放
送
の
関
連
資
料
に
つ
い
て
、
元
抗
日
本
放
送
、
毎
日
放
送
プ

ロ
デ
ュ
ー
・
サ
ー
の
田
村
荘
氏
に
多
大
な
ご
協
力
を
戴
い
た
。
記
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
る
。

－
　
た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
本
学
大
学
昆
博
士
課
程
校
詔
を
芋
1
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