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河
川
を
航
行
す
る
舟
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
一
般
に
高
瀬
舟

と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
物
流
の
た
め
に
開
削
さ
れ
た
京
都
の
高
瀬

川
を
走
る
舟
の
呼
称
が
全
国
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
の
高
瀬
舟

は
、
荷
物
の
運
搬
だ
け
で
な
く
、
遠
島
（
島
流
し
）
に
処
せ
ら
れ
て
隠
岐
や

壹
岐
に
流
さ
れ
る
罪
人
の
運
搬
に
も
利
用
さ
れ
た（
１
）。
森
鷗
外
「
高
瀬
舟（
２
）
」

は
、
こ
の
流
人
を
運
ぶ
江
戸
時
代
の
京
都
の
高
瀬
舟
が
舞
台
の
小
説
で
あ

る
。

　
同
心
の
羽
田
庄
兵
衛
は
、
弟
殺
し
の
罪
に
よ
り
遠
島
（
死
刑
に
次
ぐ
重

刑
）
に
処
せ
ら
れ
た
罪
人
喜
助
を
高
瀬
舟
で
護
送
す
る
。
そ
の
道
中
、
遠
島

に
処
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
晴
れ
や
か
に
見
え
る
喜
助
に
不
審
を
抱
い

た
庄
兵
衛
は
、「
鳥
目
二
百
文
」（
縁
者
な
き
者
へ
の
「
お
上
」
か
ら
の
手
当

銭
）
を
頂
戴
し
て
喜
ん
で
い
る
こ
と
を
喜
助
か
ら
聞
い
て
、
感
動
す
る
。
さ

ら
に
、
自
殺
を
は
か
っ
た
瀕
死
の
弟
に
と
ど
め
を
刺
し
た
と
い
う
弟
殺
し
の

詳
細
を
喜
助
か
ら
聞
い
た
庄
兵
衛
は
、
こ
の
事
件
が
殺
人
罪
と
言
い
う
る
も

の
か
と
疑
問
を
抱
き
、
庄
兵
衛
は
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
ほ
か
な
い
」
と

思
い
つ
つ
、
奉
行
に
聞
い
て
み
た
い
と
思
う
話
で
あ
る
。

　「
高
瀬
舟
」
発
表
直
後
に
、
鷗
外
は
「
高
瀬
舟
縁
起（
３
）」
を
発
表
し
、
小
説

「
高
瀬
舟
」
と
合
わ
せ
て
単
行
本
『
高
瀬
舟（
４
）』
に
併
録
し
た
が
、
こ
の
「
縁

起
」
で
鷗
外
は
、「
高
瀬
舟
」
は
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
に
つ
い

て
書
い
た
も
の
だ
と
述
べ
た
。「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」（
安
楽
死
）
は
、
喜
助
に

よ
る
弟
殺
し
と
そ
の
話
を
聞
い
た
庄
兵
衛
が
抱
く
疑
念
か
ら
浮
上
す
る
主
題

で
あ
る
。「
知
足（
５
）」
は
、
手
当
銭
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
よ
る
喜
び
と
希
望
を

語
る
喜
助
と
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
感
動
す
る
庄
兵
衛
か
ら
浮
上
す
る
主
題

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
研
究
論
文
で
は
「
縁
起
」
で
作
者
鷗
外
が
述
べ
た
こ

と
が
重
視
さ
れ
、
ま
ず
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
に
そ
の
関
心
が
集

中
し
た（
６
）。
国
語
教
育
の
現
場
で
も
そ
れ
は
同
様
で
、
教
科
書
に
準
拠
し
た
参

考
書
や
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
類
に
あ
る
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
問
う
設
問
や
主

題
を
問
う
設
問
の
解
答
や
解
説
に
も
、「
安
楽
死
」
や
「
足
る
こ
と
を
知
っ
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て
い
る
人
物
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
て
、「
採
点
基
準
」
と
し
て
「
苦
し
み

か
ら
救
う
た
め
に
命
を
絶
つ
こ
と
（
＝
安
楽
死
）
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
な
け
れ
ば
不
正
解
」
と
断
言
す
る
書
籍
す
ら
も

あ
る（
７
）。
光
村
図
書
出
版
の
国
語
教
科
書
『
国
語
３
』
の
挿
絵
（
蓬
田
や
す
ひ

ろ
作
、
八
四
頁
）
に
見
え
る
喜
助
の
姿
に
し
て
も
、
薄
幸
の
中
で
誠
実
に
生

き
る
美
男
子
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、「
知
足
」
を
体
現
す
る
聖
人
と
し
て

の
喜
助
を
生
徒
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
誘
導
し
て
い
る
と
と
れ
る
。

　
学
校
の
教
室
で
は
、
不
審
、
感
動
、
疑
念
と
移
り
行
く
庄
兵
衛
の
心
境
の

変
化
を
生
徒
に
追
わ
せ
て
、
庄
兵
衛
は
な
ぜ
不
審
に
思
っ
た
の
か
、
な
ぜ
感

動
し
た
の
か
、
庄
兵
衛
の
疑
念
に
ど
の
よ
う
な
解
答
が
可
能
で
あ
る
か
を
考

え
さ
せ
た
り
、
喜
助
は
罪
に
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
考
え
さ
せ
た
り
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
読
む
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
社
会
問
題
（
安
楽
死

や
量
刑
）
へ
の
関
心
も
抱
か
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
指
導
が
可
能
な
の

は
、「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
と
い
う
読
解
コ
ー
ド
が
教
師
の
間
で

広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
道
徳
的
な
意
見
が
唯
一
の
正
解

と
さ
れ
が
ち
な
学
校
空
間
に
お
い
て
、「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
と

い
う
読
解
コ
ー
ド
は
、
自
由
な
読
み
の
可
能
性
を
抑
圧
し
、
社
会
問
題
を
扱

う
「
高
瀬
舟
」
は
す
ば
ら
し
い
、「
知
足
」
の
境
地
に
達
し
た
喜
助
は
す
ば

ら
し
い
と
い
う
一
方
的
な
読
み
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
批
判
精
神
の

獲
得
を
妨
げ
て
し
ま
う
心
配
も
あ
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
、「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ

イ
」
と
「
知
足
」
に
支
配
さ
れ
た
授
業
で
は
、
有
罪
か
無
罪
か
、
肯
定
か
否

定
か
と
い
っ
た
二
元
論
的
な
対
立
が
教
室
に
発
生
し
、
生
徒
の
二
項
対
立
的

な
思
考
回
路
を
強
化
し
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
敵
か
味
方
か
と
い
う
短

絡
的
な
〈
他
者
〉
を
想
定
し
か
ね
ず
、
柔
軟
な
読
解
力
や
解
釈
力
の
涵
養
か

ら
遠
ざ
か
る
心
配
が
ま
と
い
つ
く
。
あ
る
い
は
、
教
壇
に
立
つ
教
師
か
ら
の

一
方
的
な
託
宣
（
教
師
を
媒
体
と
す
る
「
作
者
の
意
図
」
の
提
示
）
が
行
わ

れ
、
そ
れ
を
生
徒
が
唯
一
の
無
謬
の
解
と
し
て
享
受
す
る
と
い
う
上
意
下
達

の
構
造
も
生
ま
れ
や
す
い
。

　
教
室
で
重
宝
さ
れ
る
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
自
体
は
、
そ
も
そ
も
小
説
の
本
文
に
は
一
語
た
り
と
も
登
場
し
な
い（
８
）。

「
高
瀬
舟
」
の
作
中
で
唯
一
の
カ
タ
カ
ナ
語
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、「
ユ
ウ

タ
ナ
ジ
イ
」
で
は
な
く
、「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」（autorité

　
権
威
・
権
力
）

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
人
間
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
ら
な

い
の
だ
か
ら
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、「
高
瀬
舟
」
の
語
り

手
は
、
小
説
内
の
物
語
時
間
（
江
戸
時
代
）
よ
り
も
未
来
に
生
き
る
存
在
で

あ
り
、
未
来
か
ら
過
去
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る（
９
）と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

も
し
、
権
力
批
判
の
主
題
が
前
景
化
す
れ
ば
、
軍
医
と
し
て
軍
隊
組
織
の
上

位
に
属
す
（
権
威
の
側
に
立
つ
）
鷗
外
が
権
威
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
話

題
と
な
り
、
鷗
外
の
立
場
が
危
う
く
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
鷗

外
が
自
作
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
が
主
題
だ

と
断
り
を
入
れ
た
「
縁
起
」
は
、「
高
瀬
舟
」
中
の
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
批

判
の
主
題
を
前
景
化
さ
せ
な
い
た
め
の
隠
れ
蓑
だ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。

　「
高
瀬
舟
」
と
同
じ
く
流
刑
を
扱
っ
た
文
学
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
「
復
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活）
（1
（

」
が
想
起
さ
れ
る
。「
復
活
」
は
、
階
級
社
会
や
官
僚
制
度
を
批
判
す
る

小
説
で
あ
る
。
特
に
「
復
活
」
の
第
一
篇
は
、
国
家
権
力
、
裁
判
所
と
そ
の

機
能
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
を
コ
ー
ド
に
持
ち
、

奉
行
の
裁
き
へ
の
疑
問
が
示
さ
れ
る
「
高
瀬
舟
」
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。「
復
活
」
は
内
田
魯
庵
に
よ
っ
て
一
九
○
五
年
に
翻
訳
さ
れ
た）
（（
（

が
、
世

間
的
に
有
名
に
な
っ
た
の
は
島
村
抱
月
が
脚
本
し
た
芝
居）
（1
（

に
よ
っ
て
で
あ

る
。
こ
の
舞
台
は
一
九
一
四
年
に
松
井
須
磨
子
を
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
役
に
据
え

て
大
変
な
人
気
を
博
し
、
劇
中
歌
の
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄）
（1
（

」
は
全
国
的
に

大
流
行
し
た
。
一
九
一
四
～
一
五
年
に
立
て
続
け
に
映
画
化
も
さ
れ
た）
（1
（

。
鷗

外
が
流
刑
を
材
と
す
る
小
説
を
執
筆
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
こ
の
「
復

活
」
の
流
行
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
抱
月
の

戯
曲
は
、
抱
月
が
「
ト
ル
ス
ト
イ
自
ら
の
監
獄
制
度
、
裁
判
制
度
な
ど
に
対

す
る
批
評
、
社
会
主
義
的
な
人
生
観
な
ど
は
、
色
々
の
意
味
か
ら
此
劇
の
中

へ
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）
（1
（

」
と
語
る
よ
う
に
、
幸
徳
事
件
の
時

勢
を
意
識
し
て
、
権
力
批
判
や
社
会
主
義
を
消
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る）
（1
（

。
幸
徳
事
件
に
影
響
を
受
け
て
「
沈
黙
の
塔）
（1
（

」
や
「
食
堂）
（1
（

」
を
書

く
鷗
外
な
ら
ば
、
抱
月
が
「
復
活
」
か
ら
削
除
し
た
権
力
批
判
を
「
高
瀬

舟
」
で
「
復
活
」
さ
せ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ

の
「
復
活
」
で
殺
意
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
重
い
刑
（
シ
ベ
リ
ア
流

刑
）
を
宣
告
さ
れ
た
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
は
「
高
瀬
舟
」
の
喜
助
に
重
な
る
し
、

判
決
に
理
不
尽
を
感
じ
て
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
旅
に
同
行
す
る
貴
族
の
ネ
フ
リ

ュ
ー
ド
フ
は
同
心
の
庄
兵
衛
に
重
な
る
。
親
の
財
産
を
享
有
す
る
ネ
フ
リ
ュ

ー
ド
フ
が
自
分
を
恥
じ
る
社
会
主
義
の
観
点
が
、「
高
瀬
舟
」
で
は
「
知
足
」

に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
も
思
え
る
。「
復
活
」
で
は
、
貴
族
の
ネ
フ
リ
ュ
ー

ド
フ
は
、
階
級
を
飛
び
越
え
て
、
娼
婦
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
に
結
婚
を
申
し
込

ん
だ
。「
高
瀬
舟
」
で
は
、
身
分
が
上
位
の
庄
兵
衛
が
喜
助
を
尊
敬
し
て
階

級
を
超
え
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
「
喜
助
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
こ
と
で
、
階
級

が
相
対
化
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
思
え
ば
、
幸
徳
秋
水
も
ト
ル
ス
ト
イ
の
非

戦
論
を
強
く
支
持
し
て
い
た）
（1
（

が
、「
高
瀬
舟
」
は
、
幸
徳
事
件
を
背
景
と
し

て
、
抱
月
が
意
図
的
に
削
除
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
復
活
」
の
精
神
を
引
き

継
い
だ
小
説
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
高
瀬
舟
」
の
歴
史
小

説
の
装
い
も
、「
知
足
」
も
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
の
テ
ー
マ
も
、
鷗
外
が
わ

ざ
わ
ざ
「
縁
起
」
を
書
い
た
の
も
、
実
は
検
閲
の
目
を
眩
ま
せ
る
た
め
の
カ

モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る）
11
（

。

　
こ
う
し
た
推
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
る
で
教
室
で
教
師
が
一
方
的
に
解
説

す
る
主
題
を
生
徒
が
無
批
判
に
甘
受
す
る
悪
し
き
構
図
を
反
復
す
る
よ
う

に
、「
縁
起
」
で
鷗
外
が
読
者
に
対
し
て
一
方
的
に
解
説
す
る
主
題
を
読
者

が
無
批
判
に
享
受
す
る
構
図
で
「
高
瀬
舟
」
を
読
了
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
小
説
に
記
さ
れ
て
い
な
い
語
を
中
心
に
据
え
た
「
高
瀬
舟
」
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、「
高
瀬
舟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
か
ら
目
を
背
け
、

作
者
森
鷗
外
と
い
う
権
威
が
読
者
に
押
し
付
け
て
く
る
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ

た
解
釈
を
無
批
判
に
復
唱
し
、
拝
受
す
る
と
い
う
懸
念
が
拭
え
な
い
。
作
品

外
で
作
者
が
語
っ
た
言
葉
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
「
高
瀬
舟
」
一
篇
を
読
む

こ
と
に
は
、
ど
う
し
て
も
首
肯
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
私
見
で
は
、「
高
瀬
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舟
」
は
、
そ
の
よ
う
な
一
義
的
な
読
み
の
コ
ー
ド
に
縛
ら
れ
る
単
純
な
テ
ク

ス
ト
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

二

　「
高
瀬
舟
」
は
、
庄
兵
衛
と
喜
助
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
基
づ
く
小
説
だ
と
言
え
る
が
、
そ
も
そ
も
双
方
が
依
拠
す
る
社
会

構
造
（
封
建
制
下
の
階
級
）
や
生
き
て
き
た
歴
史
的
背
景
や
価
値
観
に
は
、

大
き
な
懸
隔
が
あ
る
。
果
た
し
て
、
庄
兵
衛
と
喜
助
は
、
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
の
異
な
り
を
理
解
し
合
い
、〈
思
い
込
み
〉
を
排
除
で
き

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
中
等
教
育
に
お
け
る
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
の
レ
ベ
ル
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
こ
う）
1（
（

。
例
え
ば
、
庄
兵
衛
と
喜
助
と
の
や
り
と
り

だ
け
で
は
な
く
、「
高
瀬
舟
」
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
の

部
分
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
教
科
書
ガ
イ
ド）
11
（

』
に
、「
高
瀬

舟
は
庄
兵
衛
と
喜
助
の
や
り
取
り
だ
け
で
語
ら
れ
て
い
る
小
説
だ
よ
」（
六

―
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
国
語
教
育
の
現
場
で
は
、
語
り
の
レ
ベ
ル
に
つ

い
て
は
、
慎
重
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
語
り
論
を
そ
の
ま
ま

中
等
教
育
に
お
い
て
展
開
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
教

師
の
参
考
書
で
あ
る
『
指
導
書）
11
（

』
に
は
、
語
り
手
の
意
見
な
の
か
、
登
場
人

物
の
意
見
な
の
か
が
本
文
に
即
し
て
詳
細
に
注
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

教
室
で
は
、
語
り
手
の
安
定
性
（
視
点
移
動
、
Ｊ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
言
う

「
焦
点
化
」）
や
信
頼
性
（
Ｗ
・
ブ
ー
ス
が
言
う
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」）

ま
で
言
及
し
な
い
に
し
て
も
、
語
り
手
が
語
る
事
実
の
レ
ベ
ル
と
、
庄
兵
衛

と
喜
助
が
推
測
し
た
り
、
想
像
し
た
り
す
る
〈
思
い
込
み
〉
の
レ
ベ
ル
が
混

在
し
て
い
る
と
い
う
確
認
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
高
瀬
舟
が
遠
島
を
申
し

付
け
ら
れ
た
罪
人
を
運
ぶ
舟
だ
と
説
明
し
た
り
、「
こ
れ
ま
で
類
の
な
い
、

珍
し
い
罪
人
」
だ
と
断
言
し
た
り
す
る
〈
地
の
文
〉
は
、
す
べ
て
語
り
手
に

よ
る
揺
る
ぎ
な
い
事
実
の
列
記
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
庄
兵
衛
が
喜
助

を
「
不
思
議
だ
」
と
思
う
こ
と
や
、
喜
助
が
弟
の
目
を
見
て
「
恨
め
し
い

目
」
を
し
て
い
た
と
思
う
こ
と
な
ど
は
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
を
通
し
て
で

は
あ
る
も
の
の
、
庄
兵
衛
や
喜
助
の
視
点
か
ら
の
主
観
的
な
感
想
で
あ
り
、

〈
思
い
込
み
〉
の
域
を
出
な
い
。
語
り
手
が
記
述
す
る
事
実
の
言
説
と
登
場

人
物
た
ち
の
〈
思
い
込
み
〉
の
言
説
と
を
生
徒
に
整
理
さ
せ
る
こ
と
で
読
解

力
を
養
い
つ
つ
、
語
り
手
に
よ
る
〈
地
の
文
〉
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
描
写
と

し
て
あ
り
、
感
情
や
意
味
付
け
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
授
業
で
確
認
・

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
、
充
分
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
具
体
的
に
、〈
思
い
込
み
〉
の
レ
ベ
ル
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
庄
兵

衛
は
、
罪
人
の
喜
助
を
「
不
思
議
」
な
人
物
だ
と
思
う
。
手
当
銭
と
し
て
の

鳥
目
を
頂
戴
し
た
喜
び
や
、「
遠
島
」
先
に
自
分
が
居
て
も
よ
い
場
所
が
あ

る
こ
と
を
楽
し
そ
う
に
語
る
喜
助
の
話
を
聞
い
た
後
に
は
、
庄
兵
衛
は
、
喜

助
に
対
し
て
「
喜
助
さ
ん
」
と
敬
称
を
付
け
て
呼
び
、
喜
助
は
満
足
を
知
る

立
派
な
人
物
だ
と
得
心
し
、「
毫
光
」
が
指
す
か
の
よ
う
に
見
る
。「
毫
光
」

と
は
、
釈
迦
の
額
の
毛
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
庄
兵
衛

の
な
か
で
は
、
身
分
の
低
い
喜
助
が
、
罪
人
か
ら
聖
者
に
ま
で
格
上
げ
さ
れ
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た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
庄
兵
衛
の
心
境
の
推
移
は
、
庄
兵
衛
が
喜
助
に

対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
喜
助

は
夜
通
し
の
舟
で
眠
ら
な
い
し
、
悲
し
む
様
子
も
な
く
楽
し
げ
な
表
情
を
浮

か
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
の
罪
人
と
比
べ
て
、
ま
ず
「
不
思
議
だ
」
と
庄

兵
衛
が
思
う
の
は
、
あ
る
い
は
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
後
に
生
ま
れ
た
喜
助
へ
の
敬
意
は
、
喜
助
の
話
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
る
、

庄
兵
衛
が
く
だ
し
た
喜
助
と
い
う
人
物
へ
の
恣
意
的
な
〈
解
釈
〉
で
あ
る
。

な
お
、〈
地
の
文
〉（
語
り
手
の
記
述
）
に
、
喜
助
を
指
し
て
「
晴
れ
や
か
」

だ
と
す
る
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
語
り
手
に
よ
る
喜
助
の
人
格
へ
の
感

想
で
は
な
い
。
語
り
手
は
「
額
」
が
「
晴
れ
や
か
」
だ
と
記
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
喜
助
の
顔
色
を
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
一

文
前
で
語
り
手
は
、
喜
助
が
「
雲
の
濃
淡
に
し
た
が
っ
て
、
光
が
増
し
た
り

減
じ
た
り
す
る
月
を
仰
い
で
黙
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
月

明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
「
そ
の
額
が
晴
れ
や
か
」
だ
と
い
う
様
子
を
記
述
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
灯
り
の
乏
し
い
江
戸
時
代
の
夜
舟
で
、
月
光
を
浴
び

る
喜
助
の
姿
が
、
庄
兵
衛
に
と
っ
て
は
幻
想
的
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
庄
兵
衛
が
喜
助
か
ら
「
毫
光
」
を
感
じ
る
の
も
、
喜
助
の
「
額
」
が
月

光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
こ
の
後
、
弟
殺
し
の
実

態
を
喜
助
か
ら
詳
し
く
聞
く
と
、
庄
兵
衛
は
、
喜
助
の
話
は
「
条
理
が
立
っ

て
い
る
。
条
理
が
立
ち
過
ぎ
て
い
る
」
と
ま
で
思
う
が
、
既
に
喜
助
は
立
派

な
人
物
と
し
て
庄
兵
衛
の
脳
裏
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
、
話
の
「
条
理
が

立
ち
過
ぎ
て
い
る
」
か
ら
と
言
っ
て
、
喜
助
に
疑
念
を
抱
い
た
り
は
し
な

い
。
念
を
押
し
て
お
く
と
、
喜
助
が
立
派
な
人
物
で
あ
り
、「
知
足
」
の
体

現
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
喜
助
の
話
を
聞
い
た
上
で
の
同
心
羽

田
庄
兵
衛
の
〈
思
い
込
み
〉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
語
り

手
は
、
喜
助
が
聖
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。
こ
れ

ら
の
感
懐
は
語
り
手
の
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
語
り
を
通
し
て
説
明
さ

れ
る
庄
兵
衛
に
よ
る
〈
思
い
込
み
〉
で
し
か
な
い
（
ま
し
て
作
者
鷗
外
の
意

見
で
も
な
い
）。
事
実
の
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
喜
助
が
立
派
で
あ
る
か
ど

う
か
、「
知
足
」
の
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
何
も
明
示

し
て
い
な
い
。
と
な
れ
ば
、
喜
助
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
読
者
に
〈
解

釈
〉
の
余
地
（
テ
ク
ス
ト
の
空
所
）
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
喜
助
の
話
を
聞
い
た
読
者
（
教
室
に
お
け
る
生
徒
）
に
は
、
同
心
羽
田

庄
兵
衛
に
よ
る
〈
思
い
込
み
〉
と
は
異
な
る
〈
解
釈
〉
を
喜
助
に
く
だ
せ
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
喜
助
に
し
て
も
、
死
に
か
け
て
い
る
弟
が
「
恨
め
し
そ
う
な
目
つ

き
」
を
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
喜
助
か
ら
弟
へ
の
〈
思
い

込
み
〉
で
あ
る
。「
恨
め
し
い
」
は
弟
本
人
の
口
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、

「
目
が
も
の
を
言
い
ま
す
」
と
信
じ
る
喜
助
の
憶
測
で
あ
る
。「
弟
の
目
が

『
早
く
し
ろ
、
早
く
し
ろ
。』
と
言
っ
て
」、「
さ
も
恨
め
し
そ
う
に
私
を
見
て

い
ま
す
」、「
弟
の
目
は
恐
ろ
し
い
催
促
を
や
め
ま
せ
ん
」、「
恨
め
し
そ
う
な

の
が
だ
ん
だ
ん
険
し
く
な
っ
て
き
て
、
と
う
と
う
敵
の
顔
を
で
も
に
ら
む
よ

う
な
、
憎
々
し
い
目
に
な
っ
て
し
ま
い
」
な
ど
の
喜
助
の
発
言
は
、
苦
痛
に

悶
え
る
瀕
死
の
弟
の
目
を
自
分
本
位
の
〈
思
い
込
み
〉
で
〈
解
釈
〉
し
た
も
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の
に
過
ぎ
な
い
。
喜
助
は
、
弟
が
本
当
に
「
恨
め
し
い
」
な
ど
と
思
っ
た
の

か
を
、
弟
に
直
接
確
認
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
弟
の
喉
か
ら
剃
刀
を
抜
こ

う
と
す
る
と
、
弟
は
「
晴
れ
や
か
な
目
」
に
な
っ
た
と
喜
助
が
言
う
が
、
こ

れ
も
喜
助
の
〈
思
い
込
み
〉
か
も
し
れ
な
い
。
弟
が
死
を
望
ん
で
い
る
こ
と

は
、
弟
の
発
言
に
よ
っ
て
確
か
ら
し
い
と
わ
か
る
も
の
の
、
呼
吸
も
ま
ま
な

ら
な
い
瀕
死
の
人
間
が
、
苦
痛
の
最
中
に
、
果
た
し
て
「
晴
れ
や
か
な
」
気

持
ち
に
な
っ
て
い
る
と
断
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ

も
喜
助
の
話
が
（
厳
罰
＝
死
刑
を
免
れ
る
た
め
の
）
嘘
で
あ
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
喜
助
に
心
服
す
る
庄
兵
衛
で
す
ら
、
喜
助
の
話
は
「
条
理
が

立
っ
て
い
る
。
条
理
が
立
ち
過
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
感
想
を
抱
く
が
、
悲
惨

な
事
件
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
当
事
者
の
喜
助
が
あ
ま
り
に
理
路
整
然
と
説
明
で

き
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
行
研
究
に

は
、
根
拠
は
薄
弱
と
し
つ
つ
も
、
喜
助
の
嘘
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
論
文
も

あ
る）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ま
ず
同
心
羽
田
庄
兵
衛
に
よ
る
喜
助
へ
の
理

解
は
、
自
身
の
貧
し
い
経
済
事
情
と
卑
俗
な
人
間
性
を
後
ろ
め
た
く
省
み
た

こ
と
に
よ
る
一
方
的
な
〈
思
い
込
み
〉・
幻
想
で
あ
る
可
能
性
が
残
る
し
、

喜
助
に
よ
る
弟
の
気
持
ち
の
代
弁
も
、
確
信
犯
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
も
、
弟
殺
し
を
自
己
正
当
化
し
て
生
き
て
行
く
た
め
に
無
意
識
の
う
ち
に

捏
造
し
た
物
語
で
あ
る
可
能
性
も
軽
々
に
は
否
定
で
き
な
い
。

三

　
庄
兵
衛
と
喜
助
と
の
間
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
が
共
有
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
双
方
の
理
解
に
ズ
レ
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
喜
助
と
庄
兵
衛
が
依
拠
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
新
し
い
視
点
の

提
示
を
試
み
る
こ
と
で
、
双
方
の
ズ
レ
を
架
け
橋
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
み

た
い
。

　「
高
瀬
舟
」
に
登
場
す
る
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」（autorité

）
は
、「
高
瀬

舟
」
の
物
語
世
界
で
用
い
ら
れ
る
他
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
お
上
」
で
あ
る
。

「
お
上
」
は
、
封
建
社
会
の
権
威
を
示
す
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
江
戸
幕

府
の
権
力
構
造
で
は
、
武
士
階
級
の
最
下
級
官
吏
と
し
て
羽
田
庄
兵
衛
の
よ

う
な
薄
給
の
同
心
が
い
る
。
同
心
の
上
役
に
は
与
力
が
い
る
（「
高
瀬
舟
」

が
材
を
得
た
『
翁
草
』
の
作
者
神
沢
貞
幹
は
与
力
か
ら
目
付
へ
と
出
世
し

た
）。
与
力
の
上
役
に
は
、
喜
助
の
罪
を
沙
汰
し
た
奉
行
が
い
る
。
そ
の
奉

行
の
「
上
」
に
も
上
役
が
あ
り
、
奉
行
の
沙
汰
し
た
遠
島
を
許
可
す
る
最
終

的
な
権
限
職
と
し
て
、
老
中
が
存
在
す
る
。
老
中
の
職
で
最
高
位
の
も
の

は
、
老
中
首
座
で
あ
る
。
こ
の
老
中
首
座
の
地
位
に
あ
る
者
こ
そ
が
、
遠
島

の
執
行
権
を
持
つ
当
時
の
最
高
実
力
者
で
あ
る
。「
高
瀬
舟
」
の
具
体
的
な

物
語
時
間
は
、
語
り
手
に
よ
れ
ば
「
白
河
樂
翁
侯
が
政
柄
を
執
つ
て
ゐ
た
寛

政
」
で
あ
る
の
で
、「
高
瀬
舟
」
に
お
い
て
遠
島
の
執
行
許
可
を
出
す
老
中

首
座
は
「
白
河
楽
翁
候
」、
つ
ま
り
松
平
定
信
で
あ
る）
11
（

。
松
平
定
信
こ
そ
が
、
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将
軍
と
い
う
幕
府
の
権
威
を
背
後
に
し
た
最
高
実
力
者
で
あ
る
。
な
お
、
当

時
の
第
一
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
は
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
し
、
制
度
上
の
日
本

列
島
の
君
主
で
あ
る
京
都
の
光
格
天
皇
も
、
一
七
歳
か
ら
二
一
歳
の
若
さ
で

あ
る
。
将
軍
も
天
皇
も
ま
だ
若
い
が
、
象
徴
的
な
権
威
と
し
て
の
性
格
は
強

い
。
彼
ら
は
制
度
や
慣
習
や
掟
や
血
縁
に
従
っ
て
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
物
事

が
決
定
さ
れ
る
封
建
時
代
の
力
学
を
稼
動
さ
せ
る
象
徴
的
な
権
威
と
し
て
機

能
し
、
こ
の
権
威
を
背
後
に
お
い
て
、
老
中
以
下
末
端
の
下
級
官
吏
で
あ
る

同
心
ま
で
が
、
上
意
下
達
の
権
力
構
造
を
担
っ
て
い
る
。

　
高
瀬
舟
は
、
京
都
か
ら
南
に
流
れ
る
高
瀬
川
を
通
っ
て
宇
治
川
に
入
り
、

や
が
て
大
坂
へ
行
き
着
く
。
遠
島
を
申
し
付
け
ら
れ
た
流
刑
者
は
、
象
徴
的

な
最
高
権
威
で
あ
る
天
皇
が
い
る
京
都
の
中
心
か
ら
南
下
し
て
、
幕
府
直
轄

の
大
坂
を
通
っ
て
海
上
へ
出
て
、
隠
岐
や
壹
岐
を
目
指
す
。
天
皇
と
い
う
権

威
を
象
徴
す
る
京
都
と
い
う
ト
ポ
ス
か
ら
遠
ざ
か
る
に
し
た
が
っ
て
、
眩
し

い
威
光
は
次
第
に
薄
れ
て
暗
く
な
る
。
流
刑
地
へ
向
か
う
旅
程
は
、
逆
説
的

に
言
え
ば
、
権
威
か
ら
逃
れ
て
行
く
道
程
で
あ
り
、
前
近
代
の
封
建
社
会
か

ら
逃
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。

　「
白
河
樂
翁
侯
が
政
柄
を
執
つ
て
ゐ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
最
初
に
語
り
手
に

よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
、「
高
瀬
舟
」
と
い
う
小
説
全
体
が
、
権
力
＝

「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
の
コ
ー
ド
に
串
刺
し
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、「
高
瀬
舟
」

全
篇
を
覆
う
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
と
い
う
コ
ー
ド
を
通
し
て
、
高
瀬
舟
に
同

乗
す
る
喜
助
と
庄
兵
衛
と
の
関
係
の
変
化
を
再
び
確
認
し
て
み
よ
う
。

　〈
個
人
〉
よ
り
も
家
族
・
血
縁
・
集
団
を
重
ん
じ
る
の
が
封
建
時
代
の
価

値
観
で
あ
る
が
、
喜
助
に
と
っ
て
の
弟
は
、
最
も
大
切
に
さ
れ
る
べ
き
こ
の

世
で
唯
一
の
血
縁
で
あ
り
、
封
建
社
会
の
価
値
観
の
象
徴
的
な
存
在
だ
と
言

え
る
。
そ
の
弟
の
殺
害
は
、
言
わ
ば
、
封
建
社
会
の
家
族
共
同
体
（
の
価
値

観
）
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
で
の
〈
権
威

殺
し
〉
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
帯
び
る
弟
と
の
一
蓮
托
生
か
ら

解
放
さ
れ
た
喜
助
は
、
天
涯
孤
独
の
身
と
な
り
、
単
独
の
〈
個
人
〉
と
し
て

の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
弟
殺
し
に
よ
っ
て
、
図
ら
ず
と
も
、〈
個
人
〉

を
下
位
に
置
き
、
家
族
集
団
を
中
心
に
据
え
る
生
き
方
か
ら
、〈
個
人
〉
を

中
心
と
し
た
生
き
方
が
前
景
化
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
喜
助
が
頂
戴
し
た

「
鳥
目
」
と
い
う
手
当
銭
を
喜
ぶ
の
も
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
「
知
足
」

に
よ
る
満
足
感
の
表
現
で
は
な
く
て
、
誰
に
も
相
談
せ
ず
に
使
え
る
私
的
財

産
を
所
有
し
た
〈
個
人
〉
と
し
て
の
「
喜
び
」
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
高
瀬
舟
の
舟
上
で
、
喜
助
が
楽
し
そ
う
な
表
情
を
し
て
い
る
の
は
、
江

戸
幕
府
の
威
光
か
ら
遠
く
隔
た
る
新
天
地
で
〈
個
人
〉
の
居
を
構
え
て
仕
事

に
就
く
こ
と
に
希
望
を
見
出
す
、
つ
ま
り
、〈
土
地
〉
と
〈
財
産
〉
を
〈
個

人
〉
と
し
て
〈
所
有
〉
し
、
封
建
的
価
値
体
系
や
血
縁
の
束
縛
か
ら
解
放
さ

れ
て
、〈
個
人
〉
と
し
て
〈
自
由
〉
に
生
き
る
未
来
を
明
る
い
も
の
と
し
て
、

前
向
き
な
も
の
と
し
て
夢
想
し
て
、〈
喜
〉
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
。

〈
個
人
〉、〈
財
産
〉、〈
私
的
所
有
〉、〈
自
由
〉
な
ど
は
、
近
代
人
の
条
件
と

言
え
る
が
、
喜
助
に
は
、
封
建
社
会
か
ら
放
逐
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
み
じ
く

も
近
代
性
が
芽
生
え
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
文
学
者
と
し
て
名
高
い
鷗
外
の

「
高
瀬
舟
」
で
、（
ド
イ
ツ
語
で
は
な
く
）
敢
え
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
用
さ
れ
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て
い
る
の
は
、
権
力
批
判
の
言
い
訳
と
し
て
作
者
と
語
り
手
を
切
断
す
る
と

い
う
鷗
外
の
作
家
的
意
図
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
市
民
革
命
に
よ

っ
て
絶
対
王
政
の
封
建
社
会
か
ら
脱
し
て
近
代
化
し
、
い
ち
早
く
〈
個
人
〉

が
誕
生
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス

語
を
知
る
知
識
人
で
あ
る
語
り
手
は
、
そ
の
語
り
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
を

選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
違
い
な
く
〈
近
代
人
〉
と
し
て
「
高
瀬
舟
」

の
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
重
く
み
て
よ
い
は
ず
だ
。

　
文
学
作
品
で
は
、
し
ば
し
ば
川
は
境
界
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
す

る
。
封
建
社
会
の
権
威
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
い
る
京
の
都
か
ら
南
下
し
て

流
れ
る
高
瀬
川
は
、
言
わ
ば
、
近
代
と
前
近
代
の
境
界
領
域
を
暗
示
し
て
い

る
。
境
界
領
域
を
走
る
舟
の
上
だ
か
ら
こ
そ
、
同
心
羽
田
庄
兵
衛
は
「
お

上
」
の
裁
定
に
疑
念
を
抱
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
罪
人
の
喜
助
と
接

近
し
て
、
例
外
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
高
瀬
舟
は
、
封
建
社
会
が
そ
の
活
動
を
停
止
し
て
い
る
夜
の
闇
を
走

る
。
高
瀬
舟
が
走
る
夜
の
闇
は
、
封
建
社
会
の
権
威
の
威
光
が
届
か
な
い
時

間
と
空
間
を
暗
示
す
る
。
封
建
的
・
前
近
代
的
な
権
威
下
＝
京
都
で
の
遠
島

と
い
う
刑
罰
は
、「
京
都
は
結
構
な
土
地
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
結
構
な

土
地
で
、
こ
れ
ま
で
私
の
い
た
し
て
参
っ
た
よ
う
な
苦
し
み
は
、
ど
こ
へ
参

っ
て
も
な
か
ろ
う
と
存
じ
ま
す
」
と
吐
露
す
る
喜
助
に
よ
っ
て
、
鋭
く
批
判

さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
が
臆
断
な
し
に
記
す
「
類
の
な
い
、
珍
し
い
事
件
」

の
正
体
、
あ
る
い
は
同
心
の
羽
田
が
「
不
思
議
だ
」
と
感
じ
る
感
覚
の
正
体

は
、
喜
助
が
獲
得
し
た
近
代
性
に
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
喜
助
と
い
う

名
は
、
弟
の
自
殺
を
喜
ん
で
助
け
る
と
い
う
含
意
の
他
に
、
こ
れ
か
ら
の
人

生
の
助
け
と
な
る
手
当
銭
を
手
に
し
た
「
喜
び
」
と
い
う
含
意
と
、
死
罪
を

免
れ
て
自
分
の
命
が
助
か
り
、
封
建
社
会
か
ら
逃
れ
て
生
き
る
「
喜
び
」
を

含
意
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
喜
助
は
、
庄
兵
衛
と
は
異
質
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
（
歴
史
的
背

景
や
価
値
観
＝
近
代
性
）
を
掴
ん
で
い
る
。
庄
兵
衛
は
、
喜
助
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
封
建
体
制
下
の
権
威
や
法
や
家
族
や
所
得
な
ど

に
対
し
て
疑
念
を
抱
き
、
自
己
を
〈
個
人
〉
と
し
て
自
覚
す
る
契
機
を
持
っ

た
。
喜
助
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
権
威
に
対
す
る
疑
念
や
、
自
己

を
〈
個
人
〉
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
組
織
や
階
級
へ
の
帰
属
意
識
を
乗

り
越
え
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
を
築
く
た
め
の
第
一
歩
で
あ

る
。
同
心
の
羽
田
庄
兵
衛
が
、「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
の
威
光
が
消
失
す
る
舟

の
上
で
、
身
分
の
低
い
罪
人
の
喜
助
に
「
毫
光
」
を
見
出
し
、
つ
い
に
「
喜

助
さ
ん
」
と
異
例
の
敬
称
（
階
級
を
超
え
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
を
付
す
の

は
、
そ
の
兆
し
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
最
後
に
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
ほ

か
な
い
と
い
う
念
が
生
じ
た
」
と
思
う
と
こ
ろ
に
、
庄
兵
衛
の
限
界
、
時
代

的
制
約
も
読
み
取
れ
る
）。

　
仮
に
、〈
他
者
〉
を
理
解
す
る
た
め
の
共
感
力
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
感
の

可
能
性
と
不
可
能
性
が
四
方
八
方
に
揺
れ
る
幾
つ
も
の
振
り
子
の
よ
う
な
往

還
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、「
高
瀬
舟
」
の
庄
兵
衛
に
よ
る
喜

助
と
い
う
〈
他
者
〉
へ
の
理
解
（
も
し
く
は
誤
解
）
は
、
そ
の
よ
う
な
振
り

子
の
振
り
幅
の
一
極
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、〈
共
感
〉
の
振
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り
子
を
反
対
方
向
へ
大
き
く
振
っ
て
見
せ
た
の
が
、
近
代
人
と
し
て
覚
醒
す

る
〈
喜
助
像
〉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
の
可
能
性
ま
で
許
容
す
る
「
高
瀬

舟
」
に
は
、
権
威
へ
の
批
判
を
隠
そ
う
と
し
た
作
者
鷗
外
、
視
点
を
移
動
さ

せ
つ
つ
も
私
的
な
感
想
の
類
を
排
し
て
事
実
だ
け
を
語
る
抑
制
的
な
語
り

手
、
封
建
体
制
に
疑
念
を
抱
き
つ
つ
も
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
ほ
か
な

い
」
と
決
め
る
庄
兵
衛
、
封
建
社
会
か
ら
の
解
放
を
喜
ぶ
喜
助
、
そ
の
喜
助

に
自
殺
を
幇
助
さ
れ
る
（
あ
る
い
は
と
ど
め
を
刺
さ
れ
る
）
無
言
の
死
者
と

し
て
の
弟
、「
高
瀬
舟
」
発
表
当
時
の
読
者
と
現
代
の
読
者
、
あ
る
い
は
教

室
で
「
高
瀬
舟
」
を
指
導
す
る
教
師
と
学
ぶ
生
徒
と
、
幾
つ
も
の
レ
ベ
ル
で

〈
思
い
込
み
〉
や
理
解
と
不
理
解
が
重
層
的
に
交
錯
し
て
い
る
。
彼
ら
は
相

互
に
隔
た
っ
た
異
質
な
〈
他
者
〉
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が

依
拠
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
の
確
認
を
怠
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

し
、
彼
ら
の
間
で
相
互
に
〈
他
者
理
解
〉
が
成
功
し
て
い
る
の
か
、
成
功
し

て
い
な
い
の
か
を
絶
え
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
庄
兵
衛
と
喜
助
と

の
間
だ
け
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
後
半
に
書
き
留
め
ら
れ
た
『
翁
草）
11
（

』
の

「
流
人
の
話
」
と
二
○
世
紀
に
入
っ
て
発
表
さ
れ
た
小
説
「
高
瀬
舟
」
と
い

う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
間
に
も
懸
隔
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
私
た
ち
が
生
き

る
現
代
は
、
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
江
戸
時
代
と
も
、
小
説
が
発
表
さ
れ
た

大
正
期
と
も
隔
絶
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
幾
つ
も
の
隔
た
り
を
内
包
す
る

「
高
瀬
舟
」
を
注
意
深
く
繙
読
し
て
い
く
作
業
が
、
異
質
な
他
者
を
理
解
す

る
た
め
の
確
か
な
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
だ
。
な
お
か
つ
、
こ
う
し
た
繙
読

（
に
よ
る
新
し
い
解
釈
の
提
示
）
が
、
国
語
の
教
科
書
な
ど
に
無
謬
の
神
と

し
て
君
臨
す
る
文
豪
の
権
威
性
を
相
対
化
す
る
試
み
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

注１
　
大
隈
三
好
『
遠
島
　
島
流
し
』（
雄
山
閣
、
二
○
○
三
年
一
二
月
）
及
び
小

石
房
子
『
江
戸
の
流
刑
』（
平
凡
社
、
二
○
○
五
年
四
月
）

２
　『
中
央
公
論
』、
一
九
一
六
年
一
月

３
　「
高
瀬
舟
と
寒
山
拾
得
」（『
心
の
花
』、
一
九
一
六
年
一
月
）
と
題
し
て
発

表
さ
れ
た
文
章
の
前
半
を
指
す
。
本
稿
で
は
「
縁
起
」
と
表
記
す
る
。

４
　
春
陽
堂
刊
、
一
九
一
八
年
二
月

５
　『
老
子
』
第
三
三
章
の
「
知
足
者
富
」（
満
足
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人

間
が
本
当
に
豊
か
な
人
間
で
あ
る
）
を
出
典
と
す
る

６
　
三
好
行
雄
氏
が
「
高
瀬
舟
　[

研
究
史]

」（『
別
冊
國
文
学
』
三
七
、學
燈
社
、

一
九
八
九
年
一
○
月
）
で
、「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
の
点
か
ら
研

究
史
を
概
観
し
て
整
理
し
て
い
る
。
な
お
、
三
好
氏
の
整
理
以
降
は
、「
ユ

ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
「
知
足
」
の
主
題
を
離
れ
て
、「
語
り
」
に
注
目
す
る
論

稿
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
（
21
）。

７
　『
教
科
書
ガ
イ
ド
』（
光
村
教
育
図
書
、
二
○
一
七
年
）、『
教
科
書
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
　
国
語
３
年
　
光
村
図
書
版
完
全
準
拠
』（
新
興
出
版
社
、
二
○

一
七
年
）、
中
学
校
国
語
科
の
定
期
試
験
対
策
本
『
き
み
の
教
科
書
に
ピ
ッ

タ
リ
　
中
間
・
期
末
の
攻
略
本
』（
株
式
会
社
文
理
、
二
○
一
七
年
）。「
採

点
基
準
」
の
引
用
は
『
教
科
書
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
　
国
語
３
年
　
光
村
図
書

版
完
全
準
拠
』（
一
九
頁
）
に
よ
る
。

８
　
菅
聡
子「
森
鷗
外『
高
瀬
舟
』を〈
読
む
こ
と
〉」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編『
文

学
の
力
×
教
材
の
力
　
中
学
校
編
３
年
』、
教
育
出
版
、
二
○
○
一
年
）
が

指
摘
し
て
い
る
。
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９
　
Ｊ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
流
（『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』、
水
声
社
、
一
九
八
五

年
九
月
）
に
言
え
ば
「
後
説
法
」
を
採
用
し
て
お
り
、
焦
点
化
の
分
類
と

し
て
は
、「
焦
点
化
ゼ
ロ
」
の
語
り
で
あ
る
（
庄
兵
衛
に
注
目
す
れ
ば
内
的

焦
点
化
を
含
む
と
も
言
え
る
）。

10
　『
ニ
ー
ヴ
ァ
』（
一
八
九
九
年
）。
な
お
、
流
刑
を
扱
う
文
学
の
代
表
と
し
て
、

カ
フ
カ
の
「
流
刑
地
に
て
」
も
想
起
さ
れ
る
が
、「
流
刑
地
に
て
」
の
刊
行

は
一
九
一
九
年（
執
筆
は
一
九
一
四
年
一
○
月
）で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
高

瀬
舟
」
執
筆
時
の
鷗
外
の
目
に
は
入
っ
て
い
ま
い
。
ま
た
、「
カ
イ
ン
と
ア

ベ
ル
」（『
旧
約
聖
書
』「
創
世
記
」
第
四
章
の
話
）
も
弟
殺
し
の
罪
を
神
と

い
う
絶
対
の
権
威
か
ら
裁
か
れ
て
、
兄
が
流
浪
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
話
で

あ
る
が
、
ラ
カ
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
〈
父
の
審
級
〉
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ

て
「
高
瀬
舟
」
と
比
較
で
き
て
興
味
深
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
機
会

を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

11
　『
日
本
』、
一
九
○
五
年
四
月
五
日
～
一
二
月
二
二
日
連
載
（
一
部
は
一
九

○
三
年
に
『
毎
日
新
聞
』
で
連
載
）。

12
　
劇
団
芸
術
座
に
よ
る
初
演
（
帝
国
劇
場
）
は
一
九
一
四
年
三
月

13
　
島
村
抱
月
・
相
馬
御
風
作
詞
、
中
山
晋
平
作
曲
、
松
井
須
磨
子
歌
唱
。
オ

リ
エ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
か
ら
一
九
一
四
年
五
月
に
リ
リ
ー
ス
。

14
　
日
活
配
給
の
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
」（
一
九
一
四
年
）
及
び
「
後
の
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
」（
一
九
一
五
年
）、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
続
々
編
」、
キ
ネ
フ
ォ
ト
ン
配

給
の
松
井
須
磨
子
主
演
短
編
映
画
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」（
一
九
一
四
年
）

15
　「『
復
活
』
の
脚
色
」（『
新
潮
』、
一
九
一
四
年
四
月
）

16
　
ト
ル
ス
ト
イ
「
復
活
」
と
抱
月
の
戯
曲
を
比
較
し
た
論
考
に
、木
村
敦
夫
「
ト

ル
ス
ト
イ
の
『
復
活
』
と
島
村
抱
月
の
『
復
活
』」（『
東
京
芸
術
大
学
音
楽

学
部
紀
要
』
三
九
、二
○
一
三
年
）、
コ
ル
コ
・
マ
リ
ア
「
日
本
に
お
け
る

ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
『
復
活
』
受
容
―
島
村
抱
月
の
戯
曲
「
復
活
」
を
巡
っ

て
―
」（『
言
葉
と
文
化
』、
二
○
一
七
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

17
　『
三
田
文
学
』、
一
九
一
○
年
一
一
月

18
　『
三
田
文
学
』、
一
九
一
○
年
一
二
月

19
　「
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
非
戦
論
を
評
す
」（『
平
民
新
聞
』、
一
九
○
四
年
八
月

一
四
日
）

20
　「
高
瀬
舟
」
と
「
復
活
」、
権
力
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「「
高
瀬
舟
」
と
権
力
」

（『
山
口
民
報
』
二
○
一
八
年
六
月
二
四
日
号
）
で
も
触
れ
て
お
り
、
本
稿

と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

21
　「
高
瀬
舟
」
の
語
り
の
問
題
に
着
目
し
た
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、
三

好
行
雄
（
６
）、
角
谷
有
一
「
プ
ロ
ッ
ト
の
読
み
を
深
め
る
」（
田
中
実
・

須
貝
千
里
編
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
　
中
学
校
編
３
年
』、
教
育
出
版
、

二
○
○
一
年
六
月
）、
松
本
修
「「
高
瀬
舟
」
の
語
り
」（『
日
本
語
と
日
本

文
学
』、二
○
○
五
年
二
月
）、滝
藤
満
義
「
高
瀬
舟
―
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
」

（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』、
二
○
○
六
年
三
月
）、
水
川
敬
章
「
語
る
こ
と
・

見
る
こ
と
と
テ
ク
ス
ト
の
仕
組
み
　
森
鷗
外
「
高
瀬
舟
」
Ⅱ
」（
松
本
和
也

編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
　
小
説
を
分
析
的
に
読
む
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
』

四
七
～
五
九
頁
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
○
一
六
年
一
○
月
）
な
ど
が
あ
る
。

22
　
光
村
教
育
図
書
、
二
○
一
七
年

23
　『
中
学
校
国
語
　
教
師
用
指
導
書
３
』（
光
村
図
書
出
版
、
二
○
一
二
年
）

24
　
出
原
隆
俊
「『
高
瀬
舟
』
異
説
」（『
森
鷗
外
研
究
』
８
、
和
泉
書
院
、

一
九
九
九
年
一
一
月
）

25
　
軍
に
お
け
る
鷗
外
の
立
ち
位
置
や
出
世
、
左
遷
な
ど
の
問
題
や
伝
記
的
事

実
と
照
合
さ
せ
た
い
欲
望
も
起
こ
る
が
、
こ
こ
で
は
置
く
。

26
　
神
沢
貞
幹
（
其
蜩
翁
）
に
よ
る
随
筆
。
一
七
七
六
年
作
。「
流
人
の
話
」
は
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第
十
七
「
雑
話
」
中
に
あ
る
。
明
治
三
八
～
三
九
年
に
五
車
楼
書
店
か
ら

『
校
訂
　
翁
草
』
が
発
行
さ
れ
た
。「
流
人
の
話
」
は
『
校
訂
　
翁
草
　
第

十
二
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

矢
本
　
浩
司
（
や
も
と
こ
う
じ
）
会
員
・
帝
塚
山
大
学
非
常
勤
講
師


