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は
じ
め
に

 
長
兄
文
治
と
太
宰
治
（
戸
籍
名
修
治
）
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
井
伏
鱒
二
は
、
太
宰
治
の
立
場

を
推
測
し
て
、
彼
は
自
ら
が
状
況
を
十
二
分
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
。

 
 
 
太
宰
は
、
長
兄
文
治
氏
の
弟
、
つ
ま
り
自
分
に
対
す
る
思
い
や
り
や
、

 
 
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
、
か
つ
又
、
自
分
の
や
っ
て
き
た
こ
と
と
兄
の
社

 
 
会
的
立
場
等
を
、
十
分
に
判
り
き
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

 
井
伏
の
こ
う
し
た
見
解
を
肯
い
、
さ
ら
に
文
治
の
苦
渋
を
補
強
す
る
が
如
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

中
畑
慶
吉
は
言
葉
を
継
い
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

 
 
 
文
治
さ
ん
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
の
み
こ
ん
で
お
り
ま
し
た
。
太
宰
の

 
 
こ
と
だ
っ
て
、
あ
あ
も
し
て
や
り
た
い
、
こ
う
も
し
て
や
り
た
い
と
思
っ

 
 
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
田
舎
と
い
う
も
の
、
特
に
山
鳥
と
い
う

 
 
家
は
そ
れ
を
表
だ
っ
て
や
れ
る
立
場
の
家
で
は
な
か
っ
た
。
…
愛
情
を

 
 
も
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
愛
情
を
表
現
で
き
な
い
ん
で
す
。

 
こ
れ
に
対
し
、
あ
る
一
時
期
の
両
者
を
〈
囚
人
と
看
守
の
関
係
〉
と
見
、
囚

人
は
〈
看
守
の
眼
が
届
か
な
い
外
で
は
、
欲
求
不
満
が
爆
発
し
て
、
は
め
を
は

ず
し
た
の
で
は
な
い
か
〉
と
す
る
外
崎
美
智
雄
（
金
木
出
身
で
、
青
森
中
学
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
の
修
治
の
友
人
）
の
証
言
も
あ
る
。

 
三
者
の
見
方
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
以
下
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
伏
、
中
畑
の
見
方
は
、
〈
時
の
遠
近
法
〉

と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
作
用
し
、
す
べ
て
が
均
質
化
し

た
ト
ー
タ
ル
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
逆
に
外
崎
の
と
ら
え
方
は
局
地
的
な
点

に
限
っ
て
い
る
と
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
ろ
、
表
現
者
太
宰
治
と
い
う
視
点
は

欠
落
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

 
自
ら
の
性
格
の
形
成
や
〈
文
学
を
志
さ
し
め
〉
る
に
あ
た
っ
て
、
〈
育
つ
た

家
庭
と
か
肉
親
と
か
或
ひ
は
故
郷
と
い
ふ
概
念
〉
が
抜
き
が
た
く
根
差
し
て
い

る
と
は
、
「
わ
が
半
生
を
語
る
」
で
の
述
懐
で
あ
る
が
、
は
や
く
に
父
を
亡
く

し
た
太
宰
に
と
っ
て
、
長
兄
文
治
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

兄
弟
と
い
う
よ
り
も
く
父
子
の
や
う
な
も
の
〉
（
「
一
士
」
）
と
し
て
考
え
る
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
両
者
が
あ
る
時
期
に
襖
を
分
か
ち
、
表
面
的
に
は
太

宰
の
死
に
い
た
る
ま
で
和
解
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。 

〈
地
道
な
資
料
集
め
と
、
聞
き
書
き
〉
と
を
基
に
朝
日
新
聞
青
森
支
局
が
ま

と
め
た
『
津
島
家
の
人
び
と
』
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、
昭
5
6
・
5
）
に
よ
れ
ば
、
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文
治
は
財
を
失
っ
た
後
で
も
今
こ
れ
で
、
わ
さ
井
戸
塀
に
な
っ
た
。
だ
ど
も
、

政
治
の
道
を
継
い
だ
の
だ
か
ら
、
親
さ
申
し
訳
立
つ
べ
。
L
＞
と
し
ば
し
ば
語
っ

た
と
い
う
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
は
〈
何
ら
か
の
形
で
自
分
が
優
越

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

性
や
役
割
関
係
を
持
っ
て
い
る
〉
と
い
う
意
識
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。
い
わ

ば
己
の
立
場
を
自
覚
し
、
そ
の
こ
と
を
疑
わ
な
い
方
が
、
不
安
と
い
う
要
素
は

希
薄
で
あ
る
。
家
へ
の
意
識
に
関
す
れ
ば
、
生
家
と
の
間
に
生
涯
距
離
が
な
か
っ

た
文
治
に
対
し
、
太
宰
の
そ
れ
は
微
妙
に
揺
れ
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
の

像
が
一
つ
に
早
出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
距
離
を
い
か
に
と
る
か
に

苦
し
ん
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
作
家
太
宰
の
武
器
は
言
う
ま
で
も
な
く
・

表
現
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
そ
の
〈
兄
〉
像
、
厳
密
に
言
え
ば
、
兄
と
自
分

と
の
位
置
関
係
に
は
転
位
が
あ
る
。

 
こ
の
小
稿
で
は
、
〈
愛
情
を
も
〉
ち
つ
つ
も
く
表
現
〉
を
こ
ば
む
〈
田
舎
の
家
〉
・

〈
山
源
と
い
う
家
V
を
文
治
を
中
心
に
ま
ず
確
認
す
る
。
屋
上
屋
を
架
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ぬ
が
、
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
文
治
の
〈
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
〉

の
意
味
内
容
が
判
然
と
す
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
紙
数
に
ゆ
と
り
が

あ
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
典
型
的
な
作
品
に
よ
っ
て
、
兄
へ
の
距
離
意

識
、
位
置
関
係
を
明
ら
め
た
い
。

 
反
古
、
甘
え
と
い
う
屈
折
し
た
想
い
が
、
あ
る
時
期
か
ら
共
感
・
同
化
へ
と

転
じ
、
究
極
的
に
は
表
現
者
で
あ
る
自
己
と
次
元
を
異
と
す
る
長
兄
と
拮
抗
す

る
も
の
に
定
位
せ
し
め
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
1

 
二
人
の
兄
弟
の
生
家
津
鵠
家
は
い
わ
ゆ
る
名
門
．
旧
家
と
い
っ
た
門
閥
で
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ

な
く
、
明
治
に
な
っ
て
急
成
長
し
た
家
で
あ
る
こ
と
は
今
や
周
知
の
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
明
治
初
年
の
紳
士
録
で
再
確
認
し
、
〈
私
の
家
が
多
少
で
も
青

森
県
下
に
、
名
を
知
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
、
曾
祖
父
〉
〈
の
時
代
〉
（
「
苦
悩
の

年
鑑
」
）
と
記
す
惣
助
に
至
っ
て
大
地
主
の
道
を
歩
み
始
め
、
父
源
右
衛
門
の

代
に
津
島
家
は
全
盛
と
な
る
。
今
日
最
も
入
手
し
や
す
い
『
金
木
郷
土
史
』
（
金

木
町
役
場
、
昭
1
5
・
8
）
に
、
寛
保
か
ら
安
政
ま
で
の
豪
家
を
あ
げ
た
「
長
者

調
」
な
る
一
項
目
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
津
島
家
の
先
祖
ら
し
き
名
は
み
あ
た

ら
な
い
。

 
こ
の
書
で
、
ゆ
か
り
の
名
が
み
え
る
の
は
、
明
治
三
年
閏
十
月
十
日
、
津
軽

承
昭
が
旧
藩
士
へ
田
地
分
与
の
た
め
、
旧
藩
地
内
の
十
町
歩
以
上
の
田
地
所
有

者
に
御
買
上
の
旨
を
告
諭
し
た
時
が
初
め
て
で
あ
る
。
津
軽
の
地
主
二
百
九
十

人
、
買
上
田
地
二
千
八
百
余
町
歩
、
畑
地
五
十
町
歩
を
一
等
か
ら
五
等
下
ま
で

六
ラ
ン
ク
に
わ
け
た
も
の
で
、
五
等
下
に
〈
田
地
三
町
歩
余
 
惣
助
△
同
上
文

左
衛
門
〉
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
五
等
上
ま
で
の
百
十
五
名
に
は

入
っ
て
お
ら
ず
、
津
軽
で
特
に
名
の
知
ら
れ
た
家
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
ち
な
み
に
父
母
右
衛
門
の
生
家
で
あ
る
松
木
家
は
二
等
十
九
人
に
〈
木

造
村
 
松
木
七
右
衛
門
 
田
地
八
十
三
町
歩
余
御
買
上
〉
と
名
を
連
ね
、
は
る

か
に
豪
農
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
津
島
家
は
、
明
治
三
十
年
に
は
二
百
五
十
町
歩
の
田
畑
を
所
有
す
る
県

内
十
二
位
の
税
額
を
納
め
る
よ
う
に
な
り
、
源
右
衛
門
が
惣
助
よ
り
代
襲
相
続

し
た
四
年
後
の
明
治
三
十
七
年
に
は
千
四
百
十
三
円
十
三
銭
を
納
税
す
る
県
内

第
四
位
の
素
封
家
に
ま
で
至
っ
た
。
源
右
衛
門
は
衆
議
院
議
員
、
貴
族
院
議
員

と
な
り
、
生
家
松
木
家
を
し
の
ぐ
〈
金
木
町
津
島
王
国
を
築
き
〉
（
『
青
森
県
人

名
大
事
典
』
東
奥
日
報
社
、
昭
4
4
・
4
）
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

 
四
十
余
年
の
短
期
間
の
急
膨
張
の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
か
、
そ
の
生
成
過
程

［122）



の
実
質
は
、
今
は
問
わ
な
い
。
津
島
文
治
（
明
治
三
十
一
年
一
月
二
十
日
生
、

昭
和
四
十
八
年
五
月
六
日
没
）
、
そ
の
弟
太
宰
治
（
戸
籍
修
治
、
明
治
四
十
二

年
六
月
十
九
日
生
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
三
日
没
、
以
下
作
家
と
し
て
旅
立

つ
ま
で
は
修
治
で
統
一
す
る
）
の
意
識
が
、
津
島
家
の
発
展
期
・
全
盛
期
に
培

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
津
島
美
知
子
は
『
回
想
の

太
宰
治
』
（
人
文
書
院
、
昭
5
3
・
5
）
で
、
原
稿
生
活
者
太
宰
の
本
質
は
次
の

こ
と
に
尽
き
る
と
語
っ
て
い
る
。

 
 
 
太
宰
は
富
裕
な
地
主
の
家
で
育
っ
て
、
自
分
の
か
せ
ぎ
で
得
た
金
で
生

 
 
屯
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
は
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。

 
文
治
の
感
覚
も
又
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
公
職
は
生
家
の
権
威
を
象
徴
す
る

も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
資
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

父
源
右
衛
門
か
ら
〈
王
国
〉
を
継
承
し
た
文
治
に
は
祖
母
い
し
を
頂
点
と
す
る

肉
親
、
親
戚
、
縁
者
の
意
向
は
無
視
で
き
ず
、
何
よ
り
も
〈
田
畑
二
百
十
町
歩

九
反
、
畑
一
町
歩
三
反
〉
と
い
う
領
地
、
〈
二
百
九
十
戸
〉
の
小
作
人
と
そ
の

家
族
の
生
活
が
ゆ
る
が
せ
に
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
肩
に
の
し
か
か
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
延
長
上
に
公
職
は
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
家
父
長
の
意
志
が
絶
対
と

い
う
専
制
的
な
も
の
で
な
く
、
家
督
を
継
い
だ
若
き
日
の
文
治
は
、
集
合
体
が

一
つ
の
生
命
を
持
ち
、
自
ら
は
そ
の
均
衡
の
力
学
を
保
ち
つ
つ
発
展
さ
せ
る
と

い
う
王
様
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
後
の
修
治
と
の
分
家
除

籍
に
関
す
る
取
り
決
め
に
あ
た
っ
て
も
、
形
式
上
で
は
自
分
と
弟
と
い
う
個
の

問
題
に
は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
く
甲
（
鶴
谷
注
-
文
治
の
こ
と
）
、
津
島

忠
次
郎
、
津
島
季
四
郎
、
津
島
英
治
の
同
意
ヲ
経
テ
〉
あ
る
い
は
〈
意
見
を
参

酌
シ
テ
〉
決
定
し
た
と
い
う
形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
。

 
自
ら
の
位
置
す
る
状
況
を
認
識
し
、
そ
の
枠
内
の
時
空
で
生
き
る
こ
と
を
文

〈
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治
は
十
二
分
に
知
っ
て
い
た
。
〈
一
地
方
で
か
な
り
名
の
知
れ
た
家
〉
（
「
肉
親

が
楽
し
め
な
か
っ
た
弟
の
小
説
」
）
と
文
治
が
言
う
時
、
誇
り
と
同
時
に
、
こ

う
し
た
内
実
を
か
か
え
る
長
の
役
割
の
自
覚
を
も
意
味
し
て
い
る
言
葉
に
他
な

ら
な
い
。
〈
生
真
面
目
〉
で
あ
り
、
〈
認
識
の
強
〉
（
「
帰
去
来
」
）
い
兄
と
表
さ

れ
る
の
も
、
性
格
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
文
治
の
家
に
対
す
る
責
任
感
が
さ
ら

に
増
幅
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
青
森
中
学
ま
で
の
太
宰
は
主
席
を
通
し
続
け
、
父
源
右
衛
門
の
彼
へ
寄
せ
る

期
待
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
正
十
二
年
三
月
四

日
父
が
不
帰
の
客
と
な
り
、
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
文
治
が
二
十
五
歳
で

家
督
を
継
承
し
た
時
点
で
も
基
本
構
図
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
。
中
学
時
の
両

者
の
関
係
は
「
一
式
」
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
 
 
そ
の
こ
ろ
は
、
私
の
学
校
の
成
績
が
悪
く
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
兄
の

 
 
一
ば
ん
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
。
父
に
早
く
死
な
れ
た
の
で
、
兄
と
私

 
 
の
関
係
は
、
父
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
傍
点
鶴
谷
）

 
源
右
衛
門
逝
去
後
、
若
い
家
長
を
兄
弟
・
縁
戚
・
縁
者
が
結
束
し
、
父
の
時

代
以
上
に
津
島
家
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
基
礎
を
磐
石
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
悲

願
で
あ
っ
た
。
最
も
嘱
望
さ
れ
た
の
が
家
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
秀
才
と
さ
れ
、

健
康
面
で
も
問
題
が
な
か
っ
た
修
治
で
あ
っ
た
。
家
の
こ
う
し
た
願
い
を
あ
る

時
期
ま
で
修
治
は
理
解
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
中
学
時
代
の
日
記
が
そ
の
こ
と

を
明
確
に
語
っ
て
い
よ
う
。

 
 
 
兄
の
言
「
小
説
を
読
む
と
人
間
の
本
当
の
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
れ
ど

 
 
も
今
は
人
間
の
基
礎
を
作
る
為
に
勉
強
し
て
る
ん
だ
か
ら
小
説
不
可
読
而

 
 
絶
対
え
ら
く
な
れ
」
兄
傷
物
の
わ
か
り
た
る
言
説
涙
の
出
る
程
嬉
し
か
り

 
 
き
。
兄
よ
安
心
あ
れ
、
余
以
後
絶
対
に
止
む
小
説
。
代
数
、
幾
何
、
英
語

（123）



 
 
や
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
大
正
十
五
年
一
月
七
日
）

 
生
家
の
輿
望
を
に
な
い
つ
つ
、
修
治
は
青
森
中
学
を
四
年
で
修
了
、
昭
和
二

年
四
月
旧
制
弘
前
高
等
学
校
文
化
甲
類
へ
入
学
す
る
。
の
ち
の
家
と
の
葛
藤
・

分
家
除
籍
（
実
質
は
義
絶
）
の
萌
芽
は
こ
の
時
代
に
胚
胎
し
た
。
〈
弘
高
で
不

良
性
が
芽
生
え
、
左
翼
運
動
に
走
っ
た
り
、
”
桃
色
”
に
狂
っ
た
り
し
た
〉
と

 
 
 
 
 
 
 
な
る

文
治
に
言
わ
し
め
る
時
期
で
あ
る
。

 
こ
の
時
期
修
治
は
『
細
胞
文
芸
』
『
座
標
』
『
校
友
会
雑
誌
』
『
弘
高
新
聞
』

等
に
習
作
を
発
表
し
て
い
る
が
、
昭
和
の
初
頭
と
い
う
時
代
の
風
潮
は
作
品
群

に
中
に
も
消
し
が
た
い
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
大
地
主
の
裏
面

を
描
い
た
「
無
間
奈
落
」
（
『
細
胞
文
芸
』
昭
3
・
5
）
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。

 
「
父
の
妾
宅
」
と
題
す
る
臨
時
の
み
が
今
日
辻
島
衆
二
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
は
自
ら
の
春
の
め
ざ
め
と
、
大
地
主
の
家
に
流
れ

る
淫
蕩
の
血
を
、
大
村
周
太
郎
・
乾
治
の
父
子
、
そ
の
間
に
さ
だ
と
い
う
女
性

を
介
在
さ
せ
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ー
マ
そ
の
も
の
に
目
新
し
い
も
の
は

こ
と
さ
ら
な
く
、
大
地
主
の
家
に
み
ら
れ
る
淫
蕩
性
を
戯
画
的
に
書
い
た
も
の

に
す
ぎ
ぬ
が
、
素
材
と
し
た
の
は
明
ら
か
に
父
源
右
衛
門
で
あ
り
、
自
分
で
あ

る
。 

小
説
を
事
実
と
読
み
が
ち
な
風
土
性
、
こ
と
さ
ら
地
方
に
あ
っ
て
は
こ
の
傾

向
が
強
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
活
字
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も

の
は
す
べ
て
《
事
実
》
と
し
て
読
ま
れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
創
作
を
生
家
へ
の
内
部
告
発
と
受
け
と
め
る
向
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
修
治
の
側
で
も
、
そ
う
読
ま
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
こ

と
も
記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
一
節
な
ど
こ
の
最
た

る
も
の
と
言
っ
て
い
い
。

 
 
 
明
治
四
十
五
年
五
月
、
今
や
衆
議
院
の
改
選
で
国
民
は
等
し
く
殺
気
立

 
 
つ
て
居
た
。
大
村
周
太
郎
は
故
郷
の
K
県
の
第
三
区
か
ら
敢
然
と
立
候
補

 
 
を
声
明
し
た
。
周
太
郎
は
、
そ
の
結
局
は
算
盤
つ
く
の
競
争
に
全
く
尊
し

 
 
か
っ
た
。

 
父
源
右
衛
門
が
立
憲
政
友
会
か
ら
立
候
補
し
、
衆
議
院
議
員
に
初
当
選
し
た

の
も
明
治
四
十
五
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
文
治
は
こ
う
し
た
修
治

の
ま
ぎ
ら
わ
し
い
叙
述
に
抵
抗
を
覚
え
、
〈
王
国
V
の
権
威
を
そ
こ
な
う
も
の

と
受
け
と
め
た
に
ち
が
い
な
い
。
山
内
祥
史
氏
に
よ
れ
ば
同
年
六
月
に
続
篇
の

「
第
一
章
」
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
章
未
完
の
ま
ま
〈
理
る
意
外
な
障
磯
に
出
会

ひ
〉
〈
こ
れ
か
ら
先
は
、
書
く
の
に
躊
躇
し
ね
ば
な
ら
な
く
成
〉
つ
た
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ら

付
記
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
〈
塗
る
意
外
な
障
磯
〉
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
外
存
的
な
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
決
し
て
修
治
の
本

意
で
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

 
「
第
一
章
」
は
散
々
し
て
今
日
見
る
こ
と
か
な
わ
ぬ
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
告

発
・
反
抗
と
い
う
こ
と
よ
り
も
自
ら
の
内
に
も
あ
る
宿
命
を
自
覚
す
る
と
い
う

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
家
を
舞
台
に
す
る
愛
憎
ア
ン
ビ

バ
レ
ン
ツ
な
心
情
を
別
挟
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
父

周
太
郎
の
葬
儀
の
時
、
大
村
乾
治
の
内
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
彼
は
粛
々
と
進
む
長
い
行
列
に
選
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
漠
然
と
な
が

 
 
ら
感
じ
て
居
た
。
そ
う
は
言
ふ
も
の
の
彼
は
こ
の
涙
す
べ
き
長
き
行
列
の

 
 
中
で
ニ
ヤ
ニ
ヤ
笑
ひ
出
す
程
の
積
極
的
な
子
供
で
も
な
か
っ
た
。
彼
に
は

 
 
田
舎
の
素
封
家
の
持
つ
あ
の
保
守
主
義
は
や
は
り
争
は
れ
な
か
っ
た
。
そ

 
 
し
て
此
の
事
か
ら
彼
の
生
涯
の
あ
ら
ゆ
る
不
運
が
生
れ
て
来
た
と
言
っ
て

 
 
よ
か
っ
た
。
（
傍
点
鶴
谷
）
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表
層
は
ど
う
あ
れ
、
基
層
に
あ
る
の
は
く
あ
の
保
守
主
義
〉
な
の
で
あ
っ
て
、

大
地
主
の
家
が
自
己
を
呪
縛
し
て
い
る
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
よ
う
。
た
だ

し
、
こ
こ
か
ら
家
の
告
発
・
反
抗
と
い
う
側
面
を
引
き
出
す
こ
と
は
無
理
が
あ

る
。
家
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
己
の
姿
や
内
面
・
感
性
を
凝
視
す
る
側
面
に

傾
斜
し
て
お
り
、
そ
の
自
分
を
性
を
媒
介
に
し
て
描
い
て
行
っ
た
物
語
で
は
な

か
っ
た
の
か
。

 
大
正
二
年
に
家
督
を
継
い
だ
文
治
は
、
三
代
目
の
金
木
町
長
（
大
1
4
・
1
0
～

昭
2
・
9
）
を
つ
と
め
、
昭
和
二
年
政
友
会
か
ら
立
候
補
、
三
十
歳
の
若
さ
で

県
会
議
員
と
な
る
。
己
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
・
周
囲
の
輿
望
を
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
そ
の
階
段
を
一
つ
ず
つ
、
着
実
に
登
り
つ
つ
あ
っ
た
。
順
風
に
み
え
た

津
島
家
で
、
誤
算
と
な
っ
た
の
が
弟
修
治
の
急
激
な
変
貌
で
あ
る
。

 
昭
和
五
年
四
月
、
修
治
は
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
仏
蘭
西
文
学
科
に
入
学
し

た
。
こ
．
れ
よ
り
昭
和
七
年
十
二
月
下
旬
、
左
翼
運
動
か
ら
完
全
に
離
脱
す
る
ま

で
の
ほ
ぼ
三
か
年
余
り
の
日
々
は
〈
兄
弟
二
人
が
激
し
く
火
花
を
散
ら
し
〉
（
『
津

島
家
の
人
び
と
』
）
た
時
期
と
い
わ
れ
る
。
主
だ
っ
た
出
来
事
を
列
記
す
れ
ば

以
下
の
よ
う
に
な
る
。
昭
和
五
年
五
月
下
旬
の
三
兄
圭
治
の
死
、
同
十
一
月
上

旬
生
家
か
ら
の
分
家
除
籍
を
条
件
と
す
る
小
山
初
代
と
の
結
婚
の
承
諾
、
同
月

二
十
八
日
の
田
辺
あ
つ
み
と
の
心
中
未
遂
事
件
、
．
昭
和
六
年
一
月
文
治
と
の
問

に
本
格
的
証
文
「
覚
」
を
取
り
交
わ
し
両
者
署
名
捺
印
、
昭
和
七
年
六
月
頃
い

ま
だ
修
治
が
左
翼
活
動
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
文
治
は
激
怒
し
、
「
覚
」
の

禁
止
項
目
を
楯
に
送
金
停
止
、
七
月
中
旬
青
森
警
察
者
の
特
高
課
に
修
治
出
頭

以
後
非
合
法
運
動
と
の
絶
縁
を
誓
約
す
る
。

 
こ
れ
ら
の
一
連
の
出
来
事
の
背
景
に
は
、
〈
王
国
〉
の
名
誉
を
守
り
、
権
威

を
そ
こ
ね
ま
い
と
す
る
人
々
の
意
向
が
強
く
作
用
し
て
お
り
、
そ
の
象
徴
が
家

〈
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
＞
 
i
津
島
家
の
兄
と
弟
8

長
文
治
で
あ
る
。
兄
か
ら
見
れ
ば
弟
は
、
文
学
を
志
す
者
の
枠
を
〈
は
る
か
に

超
え
た
と
こ
ろ
で
行
動
し
、
事
件
を
お
こ
し
続
け
〉
る
〈
手
に
余
る
〉
〈
極
道
者
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。
文
治
が
最
も
憂
慮
し
た
の
は
弟

の
〈
左
翼
活
動
〉
が
生
家
や
自
分
に
波
及
し
か
ね
な
い
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
大
地
主
で
あ
り
、
か
つ
保
守
政
治
家
文
治
に
と
っ
て
治
安
維
持
法
に
反
す

る
思
想
や
そ
の
運
動
に
関
わ
る
も
の
を
身
内
か
ら
出
す
こ
と
は
致
命
傷
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。
修
治
が
高
校
、
大
学
を
す
ご
し
た
時
期
は
全
国
の
特
高
組
織
が

完
成
し
、
強
化
を
ま
し
た
段
階
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
社
会
運
動
の
取
り
締

ま
り
が
急
務
と
さ
れ
て
い
た
。
社
会
運
動
と
は
〈
資
本
主
義
経
済
組
織
の
欠
陥

に
職
悔
し
て
生
起
す
る
諸
問
題
を
解
決
せ
ん
が
た
め
の
自
救
的
運
動
〉
を
意
味

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
、
そ
の
適
用
範
囲
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。

 
 
 
労
働
運
動
、
農
民
運
動
、
無
産
政
党
運
動
、
水
平
運
動
、
学
生
社
会
運

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
わ
 

 
 
動
、
消
費
組
合
運
動
、
文
化
運
動
、
別
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
曰
く
社
会

 
 
主
義
運
動
、
共
産
主
義
運
動
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
運
動
、
国
家
社
ム
写
王
義
運

 
 
動
、
農
本
主
義
運
動
等
々
合
法
非
合
法
運
動
の
諸
運
動
を
指
称
す
る

 
〈
一
地
方
で
か
な
り
名
の
知
ら
れ
た
家
〉
の
秩
序
を
守
り
、
よ
り
発
展
さ
せ

る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
乱
す
も
の
は
弟
と
い
え
ど
も
例
外
で
な
か
っ
た
。
文
治

が
昭
和
六
年
九
月
半
県
議
選
の
立
候
補
を
見
送
っ
た
の
も
、
弟
の
行
動
が
発
覚

し
た
場
合
の
非
難
を
避
け
る
と
い
う
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
同
時
に
こ
う
し
た
処
置
に
よ
っ
て
、
置
か
れ
た
状
況
に
対
す
る
覚

醒
を
弟
に
強
く
促
す
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

〈
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
〉
と
は
、
文
治
の
こ
う
し
た
心
の
漿
を
あ
ら
わ
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
外
崎
美
智
雄
の
証
言
は
、
修
治
が
単
な
る
〈
囚
人
〉
で
は

な
く
、
逆
に
〈
看
守
〉
の
こ
う
し
た
弱
点
を
知
悉
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
武
器
に
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は
 

し
た
こ
と
を
語
っ
て
余
す
所
が
な
い
。

 
 
 
文
治
さ
ん
は
家
名
を
守
る
た
め
、
修
治
さ
ん
と
義
絶
し
た
ん
で
す
ゆ
し

 
 
か
し
、
金
を
や
ら
な
い
と
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
。
金
は
や
る
か

 
 
ら
『
ア
カ
』
は
や
る
な
。
こ
う
い
つ
て
証
文
を
作
っ
た
の
に
、
修
治
さ
ん

 
 
は
、
自
分
が
『
ア
カ
』
の
動
き
を
す
る
と
、
津
島
家
と
文
治
さ
ん
が
滅
び

 
 
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
修
治
さ
ん
は
家
の
生
殺
与
奪
の

 
 
権
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
ゆ
す
り
ま
が
い
に
金
を
と
ろ
う
と
し
た
。

 
 
 
 
2

 
こ
の
章
で
は
、
事
件
の
渦
中
に
い
た
修
治
が
事
態
を
如
何
よ
う
に
受
け
取
め

て
い
た
の
か
を
ま
ず
検
討
し
、
つ
い
で
前
期
の
表
現
に
み
ら
れ
る
生
家
・
兄
の

姿
を
た
ど
る
。
直
接
的
な
表
現
で
分
岐
点
を
な
す
の
は
「
東
京
八
景
」
の
く
自

分
の
苦
悩
に
狂
ひ
す
ぎ
て
、
他
の
人
も
ま
た
精
一
ぱ
い
で
生
き
て
み
る
の
だ
と

い
ふ
当
然
の
事
実
に
気
附
か
な
か
っ
た
。
〉
と
い
う
自
覚
の
有
無
、
認
識
の
透

徹
に
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
ほ
ぼ
同
質
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
生
家
・
兄

に
直
接
言
及
す
る
機
会
は
圧
倒
的
に
中
期
が
多
く
、
つ
い
で
後
期
の
順
と
な
っ

て
い
る
。

 
渦
中
に
あ
っ
た
時
の
修
治
の
心
境
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
は
き
わ
め
て
乏
し

い
が
、
二
つ
の
書
簡
が
一
端
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
よ
う
。
一
つ
は
小
山
初

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

代
が
川
崎
想
子
名
で
治
安
維
持
法
違
反
で
下
嶽
中
の
工
藤
栄
蔵
へ
あ
て
た
書

簡
中
の
一
節
で
あ
る
。

 
 
 
私
の
家
（
鶴
谷
注
-
津
島
家
の
こ
と
）
で
は
凶
作
か
ら
起
っ
た
県
の
恐

 
 
慌
の
た
め
破
産
仕
か
け
て
居
り
ま
す
。
五
十
九
銀
行
を
始
め
と
し
県
の
銀

 
 
行
は
大
て
い
あ
ぶ
な
い
や
う
で
す
。
家
の
銀
行
も
つ
ぶ
れ
る
か
も
知
れ
ま

 
 
せ
ん
。
私
達
は
こ
ん
な
事
の
起
る
の
は
前
か
ら
本
を
読
ん
で
知
っ
て
居
り

 
 
ま
し
た
か
ら
な
に
も
お
ど
ろ
き
ま
せ
ん
。
私
達
は
こ
れ
か
ら
家
を
あ
て
に

 
 
し
な
い
で
働
く
つ
も
り
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
 
（
傍
点
鶴
谷
）
 
 
 
 
（
昭
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日
、
工
藤
栄
蔵
宛
）

 
初
代
の
健
気
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
が
、
ど
こ
ま
で
具
体
像
を
お
び
て
い
た

か
は
定
か
で
な
い
。
文
面
か
ら
の
印
象
で
は
、
激
し
い
状
況
が
こ
れ
か
ら
待
ち

受
け
て
い
る
こ
と
は
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
型
に
は
ま
っ
た
《
観
念
》
先
行
の
高

ぶ
り
の
方
が
強
く
に
じ
み
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

 
い
ま
一
つ
は
、
同
じ
工
藤
永
蔵
宛
の
津
島
修
治
（
銀
吉
名
）
の
書
簡
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
不
安
と
甘
え
と
が
同
居
し
て
い
る
。

 
 
 
私
も
色
々
と
事
件
が
重
っ
て
、
つ
い
失
礼
し
て
み
た
の
で
す
。
私
が
少

 
 
し
へ
ま
を
や
っ
て
、
う
ち
か
ら
送
金
を
と
め
ら
れ
て
る
ま
す
。
弱
り
ま
し

 
 
た
。
兄
貴
は
大
立
腹
で
、
私
は
散
々
罵
し
ら
れ
た
。
く
や
し
く
て
涙
が
出

 
 
た
。
…
（
中
略
）
…
食
う
だ
け
の
事
は
出
来
ま
す
。
う
ち
で
も
ま
さ
か
、

 
 
こ
の
ま
・
に
し
て
、
私
達
を
放
た
ら
か
し
に
し
は
し
な
い
だ
ら
う
と
存
じ

 
 
ま
す
。
（
傍
点
太
宰
）
 
 
 
 
（
昭
和
七
年
六
月
七
日
、
工
藤
永
蔵
垣
）

 
観
念
上
で
あ
れ
初
代
の
如
く
、
自
分
達
で
今
後
の
生
活
設
計
を
立
て
た
い
と

す
る
意
欲
は
ど
こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
は
り
修
治
の
意
識
に
は
生
家

の
財
力
抜
き
に
は
日
常
生
活
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
く
証
し
て
い

る
。 

昭
和
入
年
よ
り
作
家
生
活
を
出
発
す
る
太
宰
治
の
前
期
の
作
品
に
は
、
生
家

や
兄
を
正
面
前
に
取
り
上
げ
た
も
の
は
数
少
な
い
。
「
思
ひ
出
」
に
し
ろ
、
「
虚

構
の
春
」
に
し
ろ
、
断
片
的
な
位
置
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
取
り
上
げ
た

場
合
で
も
、
小
説
の
全
体
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
そ
の
件
だ
け
読
め
ば
誇
張
化
さ

（126）



れ
た
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
一
人
が
不
当
な
仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
受
難

者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
青
森
県
金
木
在
住
の
山
形
宗
太
か
ら
の
手
紙
と
し

て
〈
断
絶
を
食
ひ
、
て
ん
と
し
て
恥
ぢ
ず
〉
と
か
く
わ
れ
ひ
と
り
を
悪
者
と
し

て
家
郷
追
放
の
現
在
、
い
よ
い
よ
わ
れ
の
み
を
あ
し
ざ
ま
に
の
の
し
り
、
そ
れ

が
た
め
に
四
方
八
方
う
ま
く
治
ま
り
居
る
様
子
〉
な
ど
は
こ
の
典
型
的
な
も
の

で
、
な
に
ほ
ど
か
の
生
家
に
対
す
る
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
た
と
見
て
も
あ
な
が

ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
同
時
期
に
は
〈
フ
ル
サ
ト
ノ
長
兄
ト
 
日
 
一
日

ナ
カ
ヨ
ク
ナ
リ
、
私
、
短
期
オ
コ
シ
テ
怒
ラ
ヌ
カ
ギ
リ
キ
ツ
ト
 
オ
金
持
ニ
ナ

ル
ノ
デ
ス
〉
（
昭
1
1
・
7
・
8
、
佐
藤
春
夫
宛
）
の
書
簡
も
あ
り
、
太
宰
の
揺

れ
動
く
心
情
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
、
太
宰
自
身
も
距

離
を
如
何
よ
う
に
取
る
か
は
か
り
か
ね
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
相
矛

盾
す
る
よ
う
な
表
現
の
併
存
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け

は
確
実
と
思
え
る
の
は
、
少
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
太
宰
は
生
家
の
財
力
を
前

提
と
し
て
自
ら
の
創
作
活
動
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
悶
々
日

記
」
（
『
文
芸
』
昭
1
1
・
6
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。

 
 
 
百
五
十
万
の
遺
産
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
い
ま
は
、
い
く
ら
あ
る
か
、
か

 
 
い
も
く
、
知
れ
ず
。
八
年
前
、
除
籍
さ
れ
た
。
実
兄
の
情
に
依
り
、
け
ふ

 
 
ま
で
生
き
て
来
た
。
こ
れ
か
ら
、
ど
う
す
る
？
自
分
で
生
活
を
稼
が
う
な

 
 
ど
、
ゆ
め
に
も
思
う
た
こ
と
な
し
。
こ
の
ま
ま
な
ら
、
死
ぬ
る
よ
り
ほ
か

 
 
に
路
が
な
い
。

 
「
道
化
の
華
」
を
執
筆
し
て
い
る
頃
、
中
村
地
平
に
太
宰
が
語
っ
た
と
い
う

心
情
も
同
種
の
悩
み
を
持
つ
友
人
に
対
す
る
甘
え
で
も
あ
り
、
本
音
で
も
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 

た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
そ
の
こ
ろ
、
僕
の
家
を
た
ず
ね
て
き
た
太
宰
が
、
さ
も
重
大
な
秘
密
で

〈
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
＞
 
1
津
島
家
の
兄
と
弟
の

 
 
も
告
白
す
る
か
の
よ
う
な
顔
つ
き
で
、
「
僕
は
貧
乏
が
こ
わ
く
て
た
ま
ら

 
 
な
い
ん
だ
。
」
と
、
声
を
ひ
そ
め
て
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
が
あ
る
。
貧
乏
に

 
 
た
い
し
て
は
、
太
宰
の
気
持
ち
に
僕
も
ま
っ
た
く
お
な
じ
で
あ
っ
た
が
、

 
 
僕
は
自
分
の
そ
ん
な
気
持
ち
に
ふ
れ
ら
れ
る
の
が
い
や
で
、
「
貧
乏
が
こ

 
 
わ
く
て
文
学
が
で
き
る
も
ん
か
。
」
ひ
ど
く
邪
樫
に
、
つ
き
は
な
す
よ
う

 
 
に
言
っ
た
。
僕
の
言
葉
を
聞
く
と
、
太
宰
は
大
人
の
言
葉
に
傷
つ
け
ら
れ

 
 
た
子
供
の
よ
う
に
、
世
に
も
情
な
い
、
寂
し
そ
う
な
顔
を
し
た
。

 
進
退
谷
ま
っ
た
時
、
生
家
は
自
分
を
見
殺
し
に
す
る
は
ず
は
な
い
と
す
る
《
甘

え
》
は
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
意
識
の
ど
こ
か
に
馬
喰
っ
て
居
た
で
あ
ろ
う
。

「
人
間
失
格
」
を
し
て
彼
の
代
表
作
と
す
る
な
ら
、
主
人
公
大
庭
葉
蔵
の
形
象

化
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
葉
蔵
に
と
っ
て
〈
父
〉
と
は
不
断
に
意

識
せ
ざ
る
を
得
ぬ
〈
お
そ
ろ
し
〉
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
で

は
か
ぎ
り
な
く
＜
懐
し
〉
い
の
で
あ
り
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
〈
自
分
の
苦
悩
の

壺
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
〉
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
葉
蔵
の
中
で
占
め
る
位
置
は

大
き
い
。
生
家
も
又
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
り
げ
な
い
一
節
に
隠
さ
れ
た
意

味
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
入
水
心
中
事
件
後
、
今
後
の
生
活
設
計
を
真
剣

に
立
て
な
さ
い
と
ヒ
ラ
メ
に
さ
と
さ
れ
る
件
で
、
葉
蔵
は
こ
う
眩
く
。

 
 
 
ヒ
ラ
メ
は
、
そ
の
時
、
た
だ
か
う
言
へ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
た
。
「
官

 
 
立
で
も
私
立
で
も
、
と
に
か
く
四
月
か
ら
、
ど
こ
か
の
家
校
へ
は
ひ
り
な

 
 
さ
い
。
あ
な
た
の
生
活
費
は
、
学
校
へ
は
ひ
る
と
、
く
に
か
ら
、
も
っ
と

 
 
充
分
に
送
っ
て
来
る
事
に
な
っ
て
み
る
の
で
す
。
」
ず
っ
と
後
の
な
っ
て

 
 
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
事
実
は
、
そ
の
や
う
に
な
っ
て
み
た
の
で
し
た
。

 
 
さ
う
し
て
、
自
分
も
そ
の
言
ひ
つ
け
に
従
っ
た
で
せ
う
（
傍
点
鶴
谷
）
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お
金
は
、
く
に
か
ら
来
る
事
に
な
っ
て
み
る
ん
だ
か
ら
、
と
な
ぜ
一
こ

 
 
と
、
言
は
な
か
っ
た
の
で
せ
う
。
そ
の
一
言
に
依
っ
て
、
自
分
の
気
持
ち

 
 
も
、
き
ま
っ
た
筈
な
の
に
…
…

 
〈
後
年
に
到
っ
て
知
〉
つ
た
と
す
る
こ
の
告
白
か
ら
二
重
の
意
識
を
読
み
取

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
年
下
を
見
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
＜
く

に
〉
の
期
待
で
あ
り
、
一
つ
は
脱
出
を
志
向
し
つ
つ
、
そ
の
実
は
＜
く
に
〉
へ

頼
っ
て
い
る
葉
蔵
の
愛
憎
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
意
識
で
あ
る
。
葉
蔵
の
反
撲
・

逃
避
と
い
う
奥
底
に
は
、
如
何
な
る
状
況
に
陥
ろ
う
と
も
＜
く
に
〉
は
自
分
を

見
捨
て
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
甘
え
、
帰
属
意
識
が
色
濃
く
流
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
よ
う
。
生
家
・
兄
と
い
う
観
点
に
限
定
す
る
な
ら
、
太
宰
治
の
作

家
生
活
は
自
ら
の
こ
う
し
た
意
識
と
の
争
闘
と
言
っ
て
も
い
い
。

 
 
 
 
お
わ
り
に

 
当
初
意
図
し
た
〈
家
・
十
二
の
転
位
〉
に
つ
い
て
は
紙
幅
が
つ
き
、
と
う
て

い
か
な
わ
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
問
題
に
す
べ
き
は
中
期
の
作
品
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
こ
と
は
次
回
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
大
ま
か
な
見
取
図
だ

け
を
示
し
た
い
。
ま
ず
、
「
東
京
八
景
」
に
一
つ
の
転
機
が
具
体
的
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
の
系
列
が
「
帰
去
来
」
、
「
故
郷
」
そ
し
て
「
津
軽
」
へ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
長
年
喝
仰
し
て
か
な
わ
な
か
っ
た
、
見
果
て
ぬ

夢
の
高
ま
り
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
い
ま
一
つ
の
系
列
が
あ
る
。
「
一
燈
」

「
津
軽
」
を
経
て
、
「
庭
」
に
よ
っ
て
定
位
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
系
列
の

特
色
を
な
す
の
は
、
生
活
者
兄
と
表
現
者
の
弟
と
い
う
面
が
強
く
出
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
作
品
中
で
〈
《
兄
》
の
”
沈
黙
”
1
秘
め
ら
れ
た
愛
憎
の
基
盤
〉

 
 
 
 
 
 

と
評
さ
れ
る
「
津
軽
」
の
次
の
一
節
は
こ
の
点
に
つ
い
て
重
要
な
鍵
を
与
え

て
い
る
。

 
 
 
金
木
の
生
家
で
は
、
気
疲
れ
が
す
る
。
ま
た
、
私
は
後
で
、
か
う
し
て

 
 
書
く
か
ら
い
け
な
い
の
だ
。
肉
親
を
書
い
て
、
さ
う
し
て
そ
の
原
稿
を
売

 
 
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
生
け
な
い
と
い
ふ
悪
い
宿
業
を
背
負
っ
て
み
る
男

 
 
は
、
神
様
か
ら
、
そ
の
ふ
る
さ
と
を
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
所
詮
、
私
は
、

 
 
東
京
の
あ
ば
ら
や
で
仮
寝
し
て
、
生
家
の
な
つ
か
し
い
夢
を
見
て
慕
ひ
、

 
 
あ
ち
こ
ち
う
ろ
つ
き
、
さ
う
し
て
死
ぬ
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
作
家
太
宰
治
は
〈
悪
い
宿
業
〉
の
ま
ま
、
負
け
犬
の
よ
う
に
〈
あ
ち
こ
ち
う

ろ
つ
〉
た
だ
け
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
《
表
現
》
と
い
う
武
器
で
、
立

派
に
兄
に
対
峙
し
・
拮
抗
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
次
の
機
会
に
論
じ
る

予
定
で
あ
る
。

※
こ
の
小
稿
は
、
平
成
九
年
十
一
月
二
十
九
日
、
日
本
近
代
文
学
会
青

森
支
部
・
青
森
県
郷
土
作
家
研
究
会
（
一
九
九
七
年
度
）
合
同
研
究

集
会
で
発
表
（
正
確
に
言
え
ば
、
自
己
の
疑
問
を
会
場
の
皆
さ
ま
に

 
問
い
質
ね
た
も
の
）
し
た
も
の
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し

 
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
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注
1

注注 注注 '注 注
76 54 3 2

注 注注
10 98

中
畑
慶
吉
「
女
と
水
で
死
ぬ
運
命
を
背
負
っ
て
」
（
『
噂
』
昭
4
8
・
6
）

な
お
井
伏
の
言
葉
は
氏
に
語
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
文
章
の
中
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

朝
日
新
聞
青
森
支
局
『
津
島
家
の
人
び
と
』
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
、
昭
5
6
・

6
）
中
の
証
言

竹
田
青
字
嗣
『
「
自
分
」
を
生
き
る
た
め
の
思
想
入
門
』
（
芸
文
社
、
一

九
九
二
・
五
）

津
島
文
治
「
肉
親
が
楽
し
め
な
か
っ
た
弟
の
小
説
」
（
『
噂
』
昭
4
8
・
6
）

山
内
祥
史
「
年
譜
」
（
『
太
宰
治
全
集
別
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
、

四
）注

4
に
同
じ
。

内
務
省
警
察
局
保
安
課
「
特
別
高
等
警
察
執
務
心
得
」
（
特
別
高
等
警

察
例
規
集
原
稿
、
昭
和
十
年
）
、
初
出
未
見
、
引
用
は
『
事
典
昭
和
戦

前
期
の
日
本
制
度
と
実
態
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
二
・
二
）
に
拠
っ
た
。

注
2
に
同
じ
。

中
村
地
平
「
『
喝
采
』
前
後
」
（
「
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
月
報
2
」

昭
3
0
・
1
1
）

安
藤
宏
「
『
津
軽
』
の
構
造
」
（
『
太
宰
治
3
』
洋
々
社
、
昭
6
2
・
7
）

（129）

〈
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
〉

津
島
家
の
兄
と
弟
日


