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明
治
四
十
四
年
一
月
、
有
島
は
『
白
樺
』
に
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
を

連
載
し
は
じ
め
た
。
以
下
断
続
的
に
十
六
回
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
、
大
正

二
年
三
月
、
一
応
の
ま
と
ま
り
が
つ
け
ら
れ
た
。
今
あ
る
『
昇
る
女
」
前
篇
の

原
型
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
瀬
沼
茂
樹
氏
は
こ
の
『
翻
る
女
の
グ
リ
ン

プ
ス
」
と
「
薫
る
女
』
前
篇
と
に
つ
い
て
繰
り
返
し
「
〔
『
駆
る
女
の
グ
リ
ン

プ
ス
』
は
『
湿
る
女
」
前
篇
と
〕
比
較
し
墨
型
と
改
訂
さ
れ
た
完
稿
と
の
問
に

あ
る
明
確
な
モ
テ
イ
フ
及
び
テ
エ
マ
の
移
動
を
確
認
す
べ
き
」
 
〔
「
結
婚
前
後

の
有
島
武
郎
（
下
）
一
教
授
時
代
の
う
ち
i
」
、
「
文
学
」
昭
4
1
・
1
1
、
こ
れ

と
同
じ
所
論
が
、
新
潮
社
版
日
本
文
学
全
集
1
9
付
録
「
『
或
る
女
」
を
め
ぐ
っ

て
」
、
昭
3
7
・
8
に
も
み
ら
れ
る
〕
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
今
後

の
『
亘
る
女
』
研
究
の
課
題
の
一
つ
が
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
勿
論
、
今
日
ま
で
、
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
に
言
及
し
た
論
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
『
或
る
女
』
と
の
比
較
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
、
明
治
四
十
年
代
を
、
改
作
さ
れ
た
大
正
八
年
と
直
線
的
に
結
び
つ
け

て
し
ま
う
も
め
や
、
部
分
的
比
較
に
と
ど
ま
り
、
結
論
的
に
は
「
増
補
関
係
で

あ
り
、
主
題
の
変
化
は
な
い
」
と
い
う
共
通
の
結
論
な
い
し
は
見
通
し
に
立
つ
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も
の
が
大
方
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
や
は
り
『

或
る
女
」
研
究
に
と
っ
て
、
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
論
は
、
有
島
の
人
間

観
の
形
成
過
程
も
し
く
は
主
題
の
形
象
過
程
を
知
る
た
め
に
ぜ
ひ
通
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
関
門
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
安
川
定
男
氏

山
田
昭
夫
氏
の
す
ぐ
れ
た
有
島
武
郎
論
に
お
い
て
、
「
作
家
前
史
」
、
あ
る
い

は
「
精
神
史
の
問
題
」
と
し
て
論
究
さ
れ
て
い
は
す
る
が
、
さ
ら
に
、
作
品
に

即
し
て
そ
の
主
題
の
追
究
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

 
瀬
沼
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
意
味
で
ち
が
い
の
あ

る
作
品
で
あ
る
と
考
え
う
る
外
的
条
件
が
い
く
つ
か
あ
る
。
 
『
要
る
女
の
グ
リ

ン
プ
ス
」
を
書
き
お
え
た
大
正
二
年
三
月
か
ら
，
『
或
る
女
」
前
篇
を
起
筆
し

た
大
正
八
年
二
月
ま
で
の
六
年
間
と
い
う
年
月
は
、
諸
家
の
指
摘
の
よ
う
に
有

島
に
と
っ
て
け
っ
し
て
短
い
時
間
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
一
つ

の
条
件
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
掌
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
執
筆
中
途
で
、
有
島
は

す
で
に
、「

或
る
女
」
に
つ
き
多
大
の
御
同
情
多
謝
々
々
。
よ
か
れ
悪
か
れ
兎
に
心
葉

は
終
局
迄
行
く
積
り
に
御
座
候
。
一
冊
と
し
て
の
出
版
は
考
へ
物
と
存
居

候
。
あ
れ
は
ほ
ん
の
露
な
ら
し
に
て
、
僕
に
も
少
し
自
信
あ
る
も
の
を
提
供
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し
度
し
と
存
居
候
。
自
分
独
得
の
領
域
を
得
能
ふ
や
う
思
は
れ
居
候
。

島
生
馬
宛
書
簡
、
大
1
。
5
・
2
2
〕

〔
有

と
い
っ
て
、
こ
の
作
品
が
習
作
的
な
も
の
で
あ
り
、
将
来
、
よ
り
自
信
あ
る
も

の
に
書
き
変
え
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
勿
論
、
何
を
、
い
か
に
書
き
変
え
る
の
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
答

の
可
能
性
は
一
様
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
何
回
も
引
用

さ
れ
、
い
さ
さ
か
手
垢
じ
み
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
、
例
の
ハ
バ
ロ
ッ
ク
・
エ

リ
ス
の
『
性
心
理
学
砥
究
』
に
関
す
る
「
う
ま
く
取
扱
へ
ば
、
珍
ら
し
い
文
学

作
品
に
な
る
で
あ
ら
う
。
余
は
「
あ
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
の
改
作
に
有
用
な

諸
点
を
獲
た
。
」
〔
日
記
、
大
5
・
3
・
2
8
〕
と
い
う
発
言
に
し
て
も
、
有
島

が
こ
の
時
、
改
作
の
た
め
の
理
論
、
新
し
い
人
間
観
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
逆

に
察
知
す
る
こ
と
の
で
き
る
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
勿
論
、
改
作
と
い

う
事
実
が
、
有
島
の
新
ら
し
い
人
間
嫌
発
見
の
目
論
見
の
形
象
化
が
志
向
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ど
う
か
は
、
 
『
揺
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
の
主
題
を
考

察
し
、
 
『
睡
る
女
』
前
篇
と
比
較
し
な
け
れ
ば
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
。
が
、
と
も
か
く
、
『
或
る
女
』
成
立
論
を
す
す
め
る
た
め
の
『
或
る

女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
と
『
或
る
女
』
と
の
比
較
の
前
提
と
し
て
、
比
較
的
手
薄
で

あ
っ
た
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
の
考
察
を
、
そ
の
人
間
観
の
分
析
と
主
題

の
追
究
と
い
う
観
点
か
ら
始
め
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
、
ま
ず
『
躍
る
女
の

グ
リ
ン
プ
ス
』
に
つ
い
て
、
ω
田
鶴
子
に
み
ら
れ
る
反
抗
的
人
間
像
の
分
析

と
、
そ
の
内
的
意
味
の
追
究
、
②
回
想
部
分
の
分
析
に
よ
る
田
鶴
子
の
内
部
葛

藤
の
理
解
、
㈲
運
命
観
の
特
色
と
そ
の
解
明
、
の
三
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ

．
つ
。

二

 
『
回
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
の
女
主
人
公
田
鶴
子
の
性
格
上
の
特
色
は
、
何

と
い
っ
て
も
状
況
に
対
し
て
反
抗
的
な
反
応
を
示
す
型
の
女
性
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
冒
頭
部
分
の
、
新
橋
駅
頭
で
の
、

青
年
の
前
で
若
奥
様
と
呼
ば
れ
た
の
と
、
改
札
の
叱
陀
と
は
針
の
様
に
鋭
い

田
鶴
子
の
感
情
の
平
衡
を
狂
は
し
た
。
今
迄
で
急
ぎ
気
味
で
あ
っ
た
足
は
ぴ

っ
た
り
と
動
か
な
く
な
っ
て
、
車
夫
の
方
に
向
き
直
っ
た
。
〔
一
章
〕

と
い
う
田
鶴
子
の
態
度
は
そ
の
意
味
で
、
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
。
外
界
の

刺
激
に
対
す
る
心
中
で
の
鋭
敏
な
反
応
、
こ
の
反
応
の
部
分
は
、
か
な
ら
ず
し

も
表
現
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
反
応
に
も
と
つ
く
行
為
が
、
外

界
の
剰
激
（
者
）
に
対
し
て
、
は
な
は
だ
挑
戦
的
で
あ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

こ
れ
は
作
中
の
人
間
関
係
、
あ
る
い
は
状
況
に
対
す
る
決
断
の
時
に
し
ば
し
ば

展
開
す
る
田
鶴
子
の
基
本
的
な
反
応
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
『
或

る
女
」
論
の
定
説
で
あ
る
ロ
ー
フ
ァ
ー
と
し
て
の
葉
子
像
の
特
色
を
、
田
鶴
子

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の

人
間
関
係
が
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
だ
け
で
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
木
田
、

木
村
、
倉
地
な
ど
と
の
関
係
は
も
う
一
つ
、
別
の
関
係
の
中
で
問
題
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
る
し
、
古
藤
義
一
に
対
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
不
思
議
な
こ
と

に
全
く
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
反
抗
反
応
を
示
し
て
い
な
い
存
在
も
あ
る
。
そ

れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
詳
述
す
る
が
、
と
も
か
く

外
面
的
に
は
、
、
こ
の
反
抗
反
応
は
田
鶴
子
の
性
格
上
の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
状
況
に
対
し
て
反
抗
的
に
生
き
ぎ
る
を
得
な
い
田
鶴
子
に
と
っ

て
共
通
し
て
い
る
状
況
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
彼
女
の
生
を
疎
外
す
る
力
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
木
田
と
の
関

係
を
支
え
て
い
た
も
の
、
つ
ま
り
彼
女
の
本
来
の
興
味
の
中
心
は
、
彼
と
の
性

格
、
容
貌
の
類
似
の
中
に
「
自
ヨ
の
反
影
を
i
発
見
し
て
、
其
人
に
対
し
て

好
奇
心
を
挑
発
せ
ら
れ
ず
に
居
ら
れ
な
」
〔
二
章
〕
い
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
 
「
母
な
る
人
の
激
し
い
猜
疑
の
目
が
二
人
の
跡
を
影
の
如
く
逐
っ
た
と
い

ふ
事
実
」
が
「
端
な
く
〔
も
〕
田
鶴
子
の
情
火
に
真
剣
の
油
を
そ
㌧
ぐ
事
に
な

」
〔
二
章
〕
つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
の
運
命
を
他
者
の
内
部
に

軽
い
出
そ
う
と
す
る
本
来
的
な
願
い
が
関
係
を
支
え
る
絆
だ
っ
た
に
も
拘
ら

ず
、
そ
れ
が
外
部
的
な
力
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
か
ら
ず

も
恋
の
様
相
を
帯
び
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
赤
坂
女
学
校

時
代
の
、
教
師
の
田
鶴
子
に
対
す
る
抑
圧
に
対
し
て
は
、
そ
の
学
校
の
よ
っ
て

立
つ
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
り
の

あ
る
人
々
に
対
し
て
の
反
抗
と
い
う
か
た
ち
で
表
面
化
し
て
い
る
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
田
鶴
子
の
こ
の
反
抗
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
評
価
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
葉
子
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
像
の
特
色

と
し
て
「
叛
逆
」
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
『
鳴
る
女
』
の
主
題
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
山
田
昭
夫
氏
は
「
〈
背
徳
V
の
信
子
が
、
〈
叛
逆
V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
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の
葉
子
に
変
貌
し
た
」
の
だ
と
い
う
葉
子
観
を
持
っ
て
い
る
。
西
垣
勤
氏
は
そ

の
意
見
を
肯
定
し
つ
㌧
、
さ
ら
に
そ
の
実
践
的
意
図
が
「
俗
物
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

の
否
定
」
に
あ
り
、
少
く
と
も
そ
の
こ
と
が
社
会
倫
理
の
上
か
ら
は
背
徳
行
為

で
あ
る
信
子
の
恋
を
肯
定
的
に
描
く
た
め
の
源
動
力
を
、
そ
こ
に
幽
い
出
す
こ
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と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
田
鶴
子
の
「
反
抗
」
が
所

謂
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
流
の
叛
逆
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
田
鶴
子
に
と
っ
て
本
当
に
問
題

だ
っ
た
の
は
「
反
抗
」
と
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
よ
り
も
、
彼
女
を
し
て
反
抗
せ

し
め
る
内
的
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
た
し
か
に
有
島
は
、
作
中
で
、
い
わ
ゆ
る
俗
物
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
思
わ
れ
る

者
た
ち
を
完
膚
な
き
ま
で
に
こ
き
お
ろ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
一
種
独
特
の
鼻

も
ち
な
ら
ぬ
雰
囲
気
の
漂
よ
っ
て
い
る
世
界
へ
の
挑
戦
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
た
だ
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
有
島
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
持
っ
て

い
た
批
判
の
一
端
が
露
呈
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
＼
に
田
鶴
子

の
生
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
既
成
の
権
威
、
習

慣
、
秩
序
に
対
す
る
叛
逆
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て

は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
笹
淵
氏
の
「
葉
子
は
キ
リ
ス
ト
教
と
対
決

す
る
彼
女
自
身
の
立
場
、
本
質
に
つ
い
て
は
明
確
な
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
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た
（
と
く
に
前
篇
に
お
い
て
）
」
と
い
う
指
摘
は
、
田
鶴
子
に
も
あ
て
は
ま
る

こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
反
抗
は
、
た
だ
自
ら
の
生
を
疎
外
す
る
状
況
に
対
す
る

い
わ
ば
本
能
的
な
反
抗
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
俗
物
を
醸
成
排
出
す
る
に
至
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
の
内
包
し
て
い
る
病
弊
「
因
習
と
伝
説
」
に
対
す
る
批
判
に
ま

で
高
め
ら
れ
深
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
安
川
氏
は
、
宮
本
百
合
子
の

『
翻
る
女
』
評
の
い
ち
ば
ん
の
要
が
、
「
作
者
は
女
主
人
公
の
苦
痛
に
満
ち
た

激
情
の
転
々
の
根
源
を
つ
い
て
、
そ
れ
を
描
破
し
え
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う

で
は
な
く
て
、
女
主
人
公
の
不
幸
の
最
大
原
因
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
女
主
人
公
が
理
解
し
て
い
な
い
と
同
時
に
作
者
自
身
も
は
っ
き
り
こ
の
点
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

作
品
の
中
に
描
き
出
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
」
と
し
、
こ
れ
が
『
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量
る
女
』
の
弱
点
を
つ
い
た
批
評
の
中
で
も
「
絶
対
に
見
す
ご
す
ご
と
の
で
き

な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
有
島
の
申
に
、
外

部
の
も
の
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
が
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
は
な
く
、
田
鶴

子
と
い
う
人
間
像
を
形
成
す
る
こ
と
の
本
意
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
こ
と
を
逆
に

表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
再
び
田
鶴
子
の
、
状
況
に
対
す
る
反
抗
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か

を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
感
嘆
丸
の
事
務
長
倉
地
三
吉
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
に
問
題
に
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
は
、
た
し
か
に
積
極
的
な
意
義
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
見
が
多

い
。
そ
の
多
く
が
、
倉
地
と
の
関
係
を
裏
づ
け
る
も
の
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
流

の
本
能
的
生
活
へ
の
志
向
、
あ
る
い
は
旧
い
権
威
、
道
徳
に
対
す
る
叛
逆
と
い

う
こ
と
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
、
『
或
る
女

の
グ
リ
ン
プ
ス
」
の
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
有
島
の
中
に
定

着
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
倉

地
と
い
う
存
在
も
、
本
質
に
お
い
て
木
田
と
何
ら
変
り
の
な
い
一
種
の
「
分
捕

品
」
と
し
て
の
価
値
し
か
付
与
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
〔
田
鶴
子
と

母
と
の
戦
い
が
「
母
に
対
す
る
勝
利
の
分
捕
品
と
し
て
」
〔
第
二
章
〕
木
田
を

掌
中
に
納
め
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〕

「
思
い
が
け
な
く
」
倉
地
の
口
か
ら
「
又
俺
を
馬
鹿
に
し
ゃ
が
る
な
」
と
い
う

「
火
の
や
う
な
告
白
」
を
聞
い
た
田
鶴
子
は
、
そ
れ
ま
で
通
り
に
す
す
り
泣
き

は
続
け
て
居
た
が
、
そ
の
涙
の
中
に
は
い
つ
の
ま
に
か
「
い
つ
わ
り
の
涙
」
を

ま
じ
え
「
戯
曲
的
な
つ
く
ろ
ひ
」
〔
十
七
章
〕
す
ら
す
る
余
裕
を
持
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
木
田
と
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
田

鶴
子
が
「
一
種
の
征
服
者
」
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
倉
地

が
被
征
服
者
つ
ま
り
「
分
捕
品
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
田
鶴
子
に
と
っ
て
は
征

服
の
瞬
問
の
喜
び
の
外
に
分
捕
品
は
何
等
の
慰
籍
に
も
な
ら
な
」
〔
十
六
章
〕

い
も
の
で
あ
る
。
田
鶴
子
の
前
に
現
わ
れ
て
は
そ
の
名
も
消
え
去
っ
て
行
っ
た

他
の
男
た
ち
と
同
様
に
、
倉
地
も
ま
た
「
や
～
も
す
る
と
平
気
で
自
分
を
離
れ

て
行
く
と
い
ふ
致
命
的
な
豫
想
」
 
〔
十
七
章
〕
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
田
鶴
子

の
苦
悩
と
い
う
も
の
は
、
倉
地
と
の
関
係
が
事
実
上
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
「
分
捕
品
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
癒
や
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
 
『
殴
る
女
」
の
後
篇
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
、
こ
の
と

こ
ろ
に
お
い
て
倉
地
と
の
関
係
が
一
種
の
破
れ
を
描
い
て
い
る
も
の
だ
と
云
え

よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
関
係
が
田
鶴
子
の
生
を
積
極
的
に
支
え
う
る
叛
逆
の
精
神

に
よ
っ
て
肯
定
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
有
島
は
「
叛
逆
」
を
描
く
べ
く
し
て
描
き
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

始
め
か
ら
生
の
疎
外
へ
の
「
反
抗
」
の
内
的
必
然
性
を
描
か
ん
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
倉
地
と
の
関
係
を
、
有
島
は
、
現
象
的
に
進
展
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と

し
て
、
田
川
夫
人
へ
の
反
抗
反
応
に
よ
っ
て
描
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
反
抗

反
応
の
中
で
描
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
反
抗

の
本
質
を
そ
の
中
に
憩
い
出
さ
ん
と
す
る
有
島
の
積
極
的
な
意
図
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
有
島
は
「
法
曹
界
で
可
な
り
名
の
聞
え
た
割
に
、
何
処
と
云

っ
て
取
り
と
め
た
特
色
も
な
い
政
客
」
田
川
の
夫
人
を
、
「
我
の
強
い
情
の
ほ

し
い
ま
㌧
な
、
野
心
の
深
い
割
り
に
手
練
の
露
骨
な
、
夫
を
軽
視
七
な
が
ら
夫

か
ら
独
立
す
る
事
の
出
来
な
い
、
根
底
の
平
凡
な
婦
」
 
〔
九
章
〕
と
い
う
、
い

 
 
 
 
 
タ
イ
プ

わ
ゆ
る
旧
い
型
の
典
型
と
し
て
描
い
て
い
る
。
夫
婦
そ
ろ
っ
て
田
鶴
子
に
と

っ
て
人
間
的
魅
力
の
乏
し
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
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田
鶴
子
へ
の
心
理
的
圧
迫
が
た
え
難
い
侮
辱
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
田
川
夫
入
の
倉
地
に
対
す
る
露
骨
な
独
占
欲
、
所
有
欲
を
目
の
あ

た
り
に
し
て
、
田
鶴
子
は
持
ち
前
の
反
抗
心
を
燃
し
始
め
、
は
げ
し
く
嫉
妬
す

る
の
で
あ
る
。

女
の
グ
リ
、
ン
プ
ス
』
の
主
題
追
究
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
も
云
い

う
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
雑
題
の
解
明
は
、
さ
ら
に
、
田
鶴

子
を
捕
え
て
は
な
さ
ぬ
孤
独
感
、
不
安
感
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
よ

う
。

夫
人
は
〔
略
〕

「
事
務
長
は
貴
女
の
お
室
に
遊
び
に
見
え
ま
す
か
」
と
云
っ
た
。
か
っ
と
田

鶴
子
の
心
は
理
不
尽
な
焼
き
つ
く
様
な
一
種
の
嫉
妬
を
感
じ
た
。
わ
ざ
と
落

付
い
た
牒
。
凱
。
毘
な
調
子
で
、

「
は
い
、
お
見
え
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
何
ぞ
-
：
-
」
と
あ
り
も
せ
ぬ
事
を

し
ら
じ
ら
と
云
っ
た
。
〔
十
二
章
〕

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
へ
の
反
抗
と
同
様
、
田
川
夫
人
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
俗

物
の
発
す
る
剰
激
に
対
す
る
反
応
と
し
て
の
反
抗
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
種
類

の
反
抗
が
、
外
に
向
っ
て
働
く
力
強
い
力
、
意
識
的
な
生
の
自
己
主
張
、
あ
る

い
は
自
我
成
長
の
要
求
と
い
っ
た
原
動
力
に
支
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
そ
れ
を
支
え
て
い
る
も
の

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
問
が
再
び
も
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
に

生
の
疎
外
に
対
す
る
反
抗
と
い
う
こ
と
ば
づ
か
い
を
し
て
反
抗
反
応
の
説
明
を

し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
人
間
存
在
の
内
部
に
あ
る
無
意
味
さ
、

存
在
の
空
虚
さ
へ
の
反
抗
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
間
存
在
の
内
部
に
あ
っ

て
人
間
の
生
も
し
く
は
生
の
展
開
を
疎
外
す
る
も
の
は
、
そ
れ
以
外
に
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
部
葛
藤
の
存
在
が
、
田
鶴
子
の
反
抗
と
い
う
行

為
の
パ
タ
ー
ン
の
中
で
一
応
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
原
因
で
あ
り
、
 
『
悟
る

三

 
『
或
る
女
』
の
中
で
、
と
く
に
頻
繁
に
出
て
来
る
回
想
部
分
が
重
要
な
役
割

を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
垣
氏
が
「
葉
子
の
現

在
の
人
間
像
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
」
る
た
め
に
回
想
部
分
が
全
体
の
中
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

有
機
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
肯
定
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
論

で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
他
の
評
家
の
回
想
部
分
に
対
す
る
意
見
の
紹
介
を
し
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
の
部
分
を
も
含
め
て
賛
成
で
あ
る
。

 
作
品
の
中
で
回
想
部
分
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
元
来
、
有
島
の
精
神

構
造
は
、
過
去
を
、
到
達
し
え
た
段
階
に
お
い
て
明
確
化
し
、
評
価
、
位
置
づ

け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
へ
の
道
を
争
い
出
し
て
い
く
と
い
う
慎
重
な
生

活
態
度
を
特
色
と
し
て
い
た
。
日
記
の
中
で
、
何
か
事
が
あ
る
た
び
に
一

た
と
え
ば
、
誕
生
日
と
か
、
年
末
と
か
、
親
し
い
者
の
死
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
1
自
ら
の
過
去
を
顧
み
て
い
る
例
は
枚
挙
に
逞
も
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
評
論
、
中
で
も
、
「
『
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
伝
』
第
四
版
の
序
」
〔
大
8
・

3
〕
な
ど
は
、
そ
の
典
型
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
遍
言
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
回
想
部
分
が
、
作
品
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
作
品
構
成
上
か
ら
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
本
論
の
第
二
章
で
予
見
し
た
田
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鶴
子
の
内
部
葛
藤
を
明
確
に
形
象
す
る
働
き
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
垣
氏

は
、
回
想
部
分
に
つ
い
て
「
基
本
的
に
は
何
故
葉
子
が
倉
地
と
結
ば
れ
ね
ば
な

 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
了
）

ら
ぬ
か
の
必
然
に
役
立
っ
て
い
る
」
と
、
大
変
鋭
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
手
法
的
に
よ
し
と
し
て
も
そ
の
内
容
は
現
在
の
葉
子

と
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
必
然
の
内
容
が
実
は
充
分
に
分
析
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
と
、
田
鶴
子
に
と
っ
て
の
必
然
性
が
葉
子
に
と
っ
て
も
必
然

的
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
さ
て
回
想
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
各
章
ご
と
に
描
か
れ
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
頻
繁
に
出
て
く
る
。
こ
の
部
分
に
は
田
鶴
子
と

い
う
人
間
像
に
つ
い
て
の
有
島
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
こ
に
は
、
田
鶴
子
が
、
孤
独
な
、
不
安
を
抱
い
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ

と
が
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
六
章
で
振
分
髪
の
時
分
か
ら
二
十
五
才

に
な
っ
た
現
在
ま
で
の
自
ら
を
振
り
か
え
り
、
そ
の
間
の
生
活
が
、
い
わ
ば
「

周
囲
を
誤
解
し
、
周
囲
に
誤
解
せ
ら
れ
て
、
」
 
「
自
覚
と
い
ふ
も
の
な
し
に
」

過
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
活
の
中
に
は
何
一
つ
自
分
を
ひ
き
と

ど
め
て
お
く
に
力
あ
る
も
の
を
見
い
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
と
〔

田
鶴
子
に
〕
思
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
田
鶴
子
が
実
は
そ
の
時
に
「
た
っ

た
一
人
、
見
も
知
ら
ぬ
野
末
に
立
っ
て
居
る
様
な
思
ひ
を
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な

か
っ
た
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
は
、
同
志
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た

少
女
達
が
、
「
遠
の
昔
に
尋
常
の
女
に
な
り
す
ま
し
て
、
小
さ
く
見
え
る
程
距

っ
て
、
敵
意
と
嘲
笑
と
を
含
む
眼
を
ひ
ら
め
か
し
て
」
い
た
こ
と
が
そ
の
孤
独

感
の
原
因
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
一
切
の
も
の
に
裏
切
ら
れ
受
け
入
れ

ら
れ
ぬ
孤
独
を
感
じ
て
い
る
田
鶴
子
が
い
る
。
田
鶴
子
の
こ
の
よ
う
な
思
い
と

い
う
も
の
が
、
他
の
回
想
部
分
に
も
し
ば
し
ば
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
ケ
所
、
倉
地
と
の
関
係
が
生
じ
、
上
陸
せ
ず
に
帰
国
し
て
し
ま
お
う
と

い
う
決
意
を
か
た
め
た
田
鶴
子
を
描
写
し
た
部
分
は
、
と
く
に
そ
の
顕
著
な
例

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
田
鶴
子
が
「
勝
利
者
ら
し
い
心
持
ち
で
」
木
村
を
迎
え

る
準
備
を
し
て
お
こ
う
と
し
た
時
、
ふ
と
二
人
の
妹
の
写
真
に
心
惹
か
れ
、
や

が
て
感
情
的
な
高
ま
り
を
お
ぼ
え
な
が
ら
、
肉
親
の
こ
と
を
想
起
し
つ
、
、
田

鶴
子
は
、

 
何
故
こ
ん
な
な
つ
か
し
い
世
に
自
分
一
人
だ
け
孤
独
な
ん
だ
ろ
う
。
何
故
自

 
分
の
や
う
な
弱
い
も
の
を
世
の
中
は
見
向
き
も
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
〔
十
八

 
章
〕

と
思
い
惑
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
「
何
故
生
れ
て
来
た
ん
だ
ろ
う

と
云
ふ
、
死
を
願
ふ
よ
り
も
生
を
呪
ふ
恐
ろ
し
い
思
ひ
が
逼
る
で
も
な
く
離
れ

る
で
も
な
く
田
鶴
子
に
ま
つ
わ
り
つ
い
」
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
倉
地
と
の
関

係
は
、
田
鶴
子
を
勝
利
者
の
「
有
頂
天
」
〔
十
七
章
〕
に
導
い
た
は
ず
の
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
鶴
子
を
捕
え
て
は
な
さ
ぬ
思
い
が
、
実

は
「
孤
独
」
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

征
服
者
に
取
っ
て
は
自
分
を
征
服
し
得
る
も
の
ば
か
り
が
魂
を
奪
ふ
力
を
持

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

っ
て
居
る
。
然
か
も
田
鶴
子
は
孤
独
の
苦
し
さ
に
攻
め
ら
れ
て
始
終
征
服
し

得
る
も
の
の
み
を
求
め
て
居
た
の
で
あ
る
。
 
〔
十
六
章
、
傍
点
筆
者
〕

有
島
は
田
鶴
子
が
征
服
者
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
孤
独
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を

実
感
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
を
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。
 
「
征
服
者
」
田
鶴
子
を
支
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え
て
い
る
も
の
が
「
征
服
」
の
喜
び
で
は
な
く
、
何
も
の
か
を
「
征
服
」
し
て

い
か
ざ
る
を
得
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
空
虚
さ
で

あ
り
、
そ
れ
は
堪
え
が
た
い
敗
北
感
を
そ
の
内
部
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
も
あ

る
。
 
『
論
る
女
」
は
し
ば
し
ば
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
」
と
比

較
を
さ
れ
て
い
る
が
、
有
島
の
ア
ン
ナ
に
対
す
る
共
感
も
実
は
征
服
者
で
あ
る

と
同
時
に
敗
北
者
で
あ
る
ア
ン
ナ
の
中
に
人
周
の
本
質
を
見
い
出
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

神
は
か
＼
る
人
類
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
必
ず
苦
し
む
。
憐
れ
な

魂
よ
1
生
れ
な
が
ら
の
征
服
者
で
あ
る
と
同
時
に
生
れ
な
が
ら
の
敗
北
者
-

こ
の
世
の
中
の
最
も
悲
劇
的
な
逆
説
で
あ
る
。
 
〔
中
略
〕
彼
女
は
こ
の
世
に

属
し
て
み
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
1
迷
子
の
天
使
と
で
も
云
ふ
が
よ
か
ろ

う
。
可
宰
相
な
魂
よ
1
〔
日
記
、
明
4
0
・
3
・
2
3
〕

こ
の
よ
う
な
状
況
を
有
島
は
「
孤
独
の
苦
し
さ
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

回
想
部
分
か
ら
は
、
さ
ら
に
田
鶴
子
の
木
田
と
別
れ
て
か
ら
の
頽
落
的
生
活

を
支
え
て
い
た
も
の
が
「
底
の
な
い
不
安
感
」
〔
九
章
〕
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
、
母
の
没
後
全
く
孤
独
な
生
活
を
続
け
て
い
た
田
鶴
子
が
「
始
終
張
り

つ
め
た
心
持
と
、
失
望
か
ら
湧
き
出
た
捨
て
鉢
の
快
潤
さ
と
を
以
て
、
鳥
が
木

か
ら
木
に
果
実
を
探
る
や
う
に
、
人
か
ら
人
に
歓
楽
を
求
め
て
歩
く
間
に
、
す

い
と
何
処
か
ら
と
も
な
く
襲
っ
て
来
る
不
安
」
を
感
じ
、
 
「
底
知
れ
ぬ
憂
欝
の

沼
に
蹴
落
」
〔
十
六
章
〕
さ
れ
る
よ
う
な
思
い
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

有
島
武
郎
研
究
 
1
『
回
る
女
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
e
I

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
不
安
、
そ
れ
は
人
間
の
限
界
状
況
に
お
け
る
認
識
の
一
つ
で
あ
る
。
不
安
は

人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
根
源
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
感
情
で
も
あ

る
。
不
安
な
状
況
の
中
に
未
来
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
も
の
は
無
だ
け
で

あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
い
か
に
な
り
ゆ
く
か
わ
か
ら
な
い
」
も
の

 
 
 
 
 
（
註
8
）

な
の
で
あ
る
。
田
鶴
子
が
、
い
か
に
反
抗
的
に
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
「
反
叛

」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
生
活
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
「
不
安
」
が
巣

く
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
生
活
は
虚
し
い
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
田
鶴
子
の
「
不
安
」
が
、
有
島
の
生
活
体
験
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

の
運
命
観
、
自
然
観
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
有
島
は
自
ら
闘
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
と
し
て
、
運
命
を
、
不
可
抗
的
に
せ
ま
っ
て
く
る
「
人
称
化
さ
れ
た
運

命
」
を
感
知
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
運
命
が
「
死
」
を
本
質
と
し
て
い
た
こ

と
も
、
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
暗
示
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
人
間
を
そ
の
根
底
か
ら
絶
望
に
陥
ら
せ
る
「
不
安
」
と
「
孤
独
」
と
が
、
田

鶴
子
を
根
源
的
な
虚
無
の
世
界
に
俳
桐
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
「
不
安
」
と
「
孤
独
」
と
が
田
鶴
子
に
人
間
関
係
を
志

向
さ
せ
、
倉
地
と
の
関
係
の
中
に
確
か
さ
の
根
拠
を
求
め
さ
せ
て
い
る
の
で
も

あ
る
。
反
抗
、
そ
れ
は
、
そ
の
関
係
が
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
に
無
意
味
で
あ

り
、
そ
こ
に
可
能
と
な
る
世
界
が
虚
無
で
し
か
あ
り
え
ぬ
こ
と
へ
の
一
種
の
焦

燥
感
と
抵
抗
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
田
鶴
子
が
木
村
を
夫
と
し
て
選
ん
だ
の
も
、
実
は
、
こ
の
「
不
安
」
と
無
関

係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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彼
女
〔
田
鶴
子
〕
が
感
じ
た
不
安
の
念
は
、
と
う
と
う
田
鶴
子
を
駆
っ
て
、

木
村
と
云
ふ
降
参
人
を
其
の
夫
に
択
ば
し
め
た
。
田
鶴
子
は
自
分
の
征
服
者

で
あ
る
事
を
忘
れ
て
1
知
ら
な
い
で
覚
悟
の
し
や
う
に
よ
っ
て
は
、
一
生

涯
木
村
と
連
れ
添
っ
て
普
通
の
夫
婦
の
や
う
な
生
活
が
出
来
る
も
の
だ
と
思

っ
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
そ
ん
な
つ
ぎ
は
ぎ
な
考
へ
が
ど
う
し
て
田
鶴

子
の
不
安
を
医
す
事
が
で
き
よ
う
。
 
〔
十
六
章
〕

 
そ
し
て
木
村
も
ま
た
、
田
鶴
子
の
根
源
的
な
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
力
に

は
な
り
得
ぬ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
有
島
は
こ
の
よ
う
に
描
出
し
て
い
る
の
で
あ

 
 
↑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
0
）

る
。
も
っ
と
も
、
木
村
と
い
う
存
在
に
は
、
西
垣
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に

田
鶴
子
の
経
済
的
な
支
持
者
と
し
て
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

木
村
と
い
う
存
在
は
、
田
鶴
子
の
米
国
行
、
つ
ま
り
、
「
過
去
の
伝
説
を
絶
ち

切
っ
て
伝
説
の
な
い
新
し
い
社
会
に
這
入
る
〔
十
一
章
〕
た
め
の
い
わ
ば
踏
み

台
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
田
鶴
子
の
「
木
村
を
夫
に
す
る

の
は
何
の
屈
托
が
あ
ろ
う
、
米
国
に
於
け
る
自
分
の
生
活
に
対
し
て
木
村
が
自

分
の
夫
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
自
分
が
木
村
の
妻
で
あ
る
と
い
ふ
程
に
軽
い
事

だ
」
〔
十
一
章
〕
と
い
う
つ
ぶ
や
き
か
ら
も
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
有

島
の
米
国
生
活
に
お
け
る
一
つ
の
収
穫
は
、
伝
統
的
な
価
値
を
否
定
す
る
こ
と

の
重
要
さ
を
学
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
。
米
国
滞
在
中
に
、
友
人
末
光
績
に
書
き

送
っ
た
エ
マ
ソ
ン
の
．
．
ω
ゲ
欝
⑦
o
開
団
。
霞
肉
鎖
象
畠
。
器
＼
ω
寅
玉
傷
§
団
。
欝

。
芝
p
建
爵
＼
U
呂
巴
三
目
冒
8
ロ
評
言
呂
一
一
一
け
団
＼
》
μ
自
｛
⑦
鶏
8
瓢
．
．

と
い
う
一
節
は
、
田
鶴
子
の
目
的
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
有
島
が

米
国
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
、
伝
説
と
因
習
の
生
活
を
住
い
出
し
、
失
望
の
う

ち
に
帰
国
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
そ
の
「
伝
説
を
絶

ち
切
る
」
生
活
を
志
向
し
た
田
鶴
子
に
、
米
国
生
活
を
さ
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
米
国
に
お
け

る
木
村
と
の
生
活
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
田
鶴
子
に
は
無
意
味
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

 
以
上
の
回
想
部
分
に
関
す
る
考
察
を
通
し
て
、
田
鶴
子
が
、
所
謂
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
流
の
叛
逆
型
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
適
い
出
す
根
拠
は

一
応
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
勿
論
、
本
来
的
な
意
味
で
の
叛
逆
が
人

間
の
自
ら
の
限
界
状
況
の
認
識
を
、
あ
く
ま
で
も
基
本
的
な
条
件
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
或
る
女
の
グ
リ
ン

プ
ス
』
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
人
間
像
は
、
有
島
に
と
っ
て
本
質
的
に
は
否
定

的
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
否
定
す
べ
き
「
孤
独
」
と
「
不
安
」
の
み
が

実
感
さ
れ
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
否
定
的
存
在
で
あ
る
者
が
、
そ

の
こ
と
に
お
い
て
肯
定
的
に
一
つ
ま
り
反
抗
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
否
定
の
存
在
価
値
を
是
認
さ
れ
た
も
の
と
し
て
1
描
か
れ
て
い
る

た
め
、
あ
た
か
も
作
者
有
島
が
肯
定
的
な
人
間
像
を
描
出
し
て
い
る
か
の
錯
覚

に
陥
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
よ
う
。
一
見
、
自
由
奔
放

な
、
あ
た
か
も
自
覚
し
た
新
し
い
女
を
志
向
す
る
者
の
よ
う
な
生
活
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
に
あ
ず
か
っ
て
力
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
孤
独
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
否
定
的
な
自
己
認
識
に

立
つ
存
在
と
し
て
の
田
鶴
子
が
、
有
島
の
人
間
観
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る

か
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
問
題
と
な
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
有
島
の

運
命
観
、
自
然
観
が
そ
の
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
が
、
観
点
を
変
え

て
、
日
記
に
お
け
る
女
性
観
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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四

 
有
島
の
人
問
観
、
と
く
に
日
記
に
お
け
る
女
性
観
の
考
察
の
一
つ
の
手
が
か

り
と
し
て
、
聖
書
解
釈
に
お
け
る
女
性
観
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ

に
は
、
田
鶴
子
に
み
ら
れ
る
否
定
的
人
間
像
の
原
型
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
明
治
三
十
四
年
七
月
、
札
幌
農
学
校
を
卒
業
し
た
有
島
は
、
そ
の
年
の
暮
の

十
二
月
、
一
年
志
願
兵
と
し
て
第
一
師
団
歩
兵
第
三
連
隊
に
入
隊
し
、
 
一
年

間
の
兵
営
生
活
を
体
験
し
た
後
、
約
半
年
の
準
備
期
周
を
お
い
て
渡
米
し
米
国

で
の
学
生
生
活
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
有
島
の
生
活
は
、
概
ね
札

幌
時
代
の
延
長
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
聖
日
礼
拝
へ
の
参
加
・

聖
書
研
究
な
ど
が
、
精
神
生
活
の
中
核
を
な
し
て
い
た
こ
と
な
ど
日
記
を
通

し
て
詳
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
、
二
月
置
日
付
の
日
記
の
内
容
は
、

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
第
八
章
の
前
半
部
分
に
関
す
る
聖
書
解
釈
で
あ
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
1
）

非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
「
国
図
℃
o
。
。
搾
O
H
霞
び
一
。
」
か
ら
こ
の
八
章
の
一

節
か
ら
十
一
節
の
部
分
が
聖
書
の
原
典
に
は
な
い
挿
入
部
分
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
有
島
は
「
云
ふ
可
か
ら
ぎ
る
失
望
を
感
じ
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
事
実
が
虚
無
に
帰
す
る
と
は
、
世
の
何
物
よ
り
も
痛
ま
し
き
事
」
で
あ
る

こ
と
に
加
え
て
、
実
は
聖
書
の
こ
の
部
分
が
有
島
の
「
愛
読
し
」
た
、
 
「
之
を

読
む
毎
に
云
ふ
可
か
ら
ざ
る
美
感
胸
に
逼
り
て
余
の
如
き
す
ら
清
き
高
き
涙
に

誘
は
れ
ざ
る
を
得
」
な
い
箇
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
を

「
説
話
と
し
て
葬
り
去
る
に
當
り
」
有
島
が
受
け
た
感
化
を
書
き
記
し
て
お
こ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
容
は
い
さ
さ
か
長
文
な
の
で
重
点
的
に
引
用
し
て
み

た
い
と
思
う
。

有
島
武
郎
研
究
 
1
『
回
る
女
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
e
i

 
聖
書
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
註
解
書
が
キ
リ
ス
ト
に
焦
点
を
絞
っ
て
説
明
す
る
こ
と

も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
有
島
の
こ

の
部
分
に
対
す
る
力
の
入
れ
方
は
異
常
で
あ
る
。
有
島
は
明
ら
か
に
「
姦
淫
の

女
」
に
力
点
を
お
い
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
説
話
と
し
て
葬
り
去
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
有
島
を
聖
書
の
枠
か
ら
は
ず
れ
さ
せ
て
、
自
由
に
本
心
を
吐

露
せ
し
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
来
的
な
意
味
で

の
聖
書
理
解
と
は
言
い
難
い
か
も
わ
か
ら
ぬ
が
、
そ
れ
だ
け
に
有
島
の
本
音
を

知
り
う
る
一
つ
の
材
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ω
我
我
が
心
の
奥
遠
く
行
き
腱
。
 
〔
中
略
〕
我
は
其
庭
に
一
人
の
若
き
婦
を
見

 
出
し
ぬ
ゆ
名
を
国
σ
q
o
と
云
ふ
。
彼
女
実
に
見
る
に
麗
は
し
か
り
き
。
聖
血

 
に
は
若
き
情
躍
り
、
其
眼
は
愛
の
輝
き
に
う
る
み
ぬ
。
而
し
て
見
よ
、
我
は

 
実
に
彼
女
其
者
な
り
し
な
り
。

 
ま
ず
内
容
が
、
「
我
が
心
の
奥
」
底
の
出
来
ご
と
で
あ
る
と
い
い
、
「
我
は

彼
女
其
者
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
女
を
国
σ
Q
o
と

名
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
姦
淫
の
女
の

出
来
ご
と
が
他
な
ら
ぬ
有
島
自
身
の
内
的
な
問
題
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

②
我
遂
に
一
人
の
夫
を
持
ち
き
。
さ
れ
ど
も
我
が
愛
は
成
就
せ
ら
れ
ず
。
我
が

 
心
は
痛
ま
し
く
悲
し
き
大
な
る
空
虚
を
得
ぬ
。
空
虚
夜
と
な
く
昼
と
な
く
我

 
に
告
げ
て
云
ふ
。
汝
我
を
満
た
せ
。
然
ら
ぎ
れ
ば
汝
は
悶
死
せ
ん
。
汝
の
心
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を
満
し
得
ぎ
る
も
の
は
、
汝
の
夫
に
し
て
汝
の
夫
に
あ
ら
ず
。

し
く
朽
つ
る
に
堪
へ
ず
。
汝
何
ぞ
愛
を
軽
ん
ず
る
や
と
。

汝
の
愛
は
空

 
今
彼
女
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
「
愛
」
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
「
成
就
」
の
喜
び
を
知
ら
ぬ
愛
で
あ
る
。
有
島
は
こ
の
と
こ
ろ
で
、
何
故

に
愛
の
成
就
を
全
う
し
え
ぬ
の
か
と
い
う
か
た
ち
で
は
問
う
て
い
な
い
。
た
だ

自
ら
の
「
全
愛
」
が
満
た
さ
れ
ぬ
が
故
に
「
空
虚
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
愛

は
元
来
関
係
概
念
で
あ
る
。
関
係
が
生
じ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
愛
が
存
在
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

い
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
愛
は
、
わ
れ
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
ず
、
な

ヘ
 
 
へ

ん
じ
さ
え
自
分
の
「
内
容
」
や
対
象
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
感
情
で
は
な
い
。

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
や
愛
は
わ
れ
の
う
ち
に
は
な
く
、
ま
さ
に
わ
れ
と
な
ん
じ
の
あ
い
だ
に
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
）

も
の
な
の
で
あ
る
。
」
に
も
拘
ら
ず
「
全
愛
」
と
称
す
る
の
は
、
関
係
へ
の
希

求
の
一
種
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
愛
の
欠
落
の
自
覚
、
そ
れ
は
人
定
を
し
て
孤
独
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
生
の
意
味
づ
け
が
絶
望
的
思

不
確
か
な
も
の
に
な
り
は
て
て
し
ま
う
。
女
は
、
空
虚
の
中
に
手
を
差
し
入
れ

ま
っ
た
く
の
恐
ろ
し
い
孤
独
の
状
況
に
お
ち
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
人
間
の
虚
無
的
状
況
が
こ
の
と
こ
ろ
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
見
ぬ
い

て
い
る
有
島
に
は
、
人
間
の
本
質
を
直
視
す
る
眼
が
す
で
に
そ
な
わ
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

㈲
鳴
呼
神
よ
、
実
に
そ
は
罪
な
り
き
。
我
は
そ
を
知
り
し
か
ど
も
、
人
の
子
は

 
搾
れ
に
逆
ひ
立
つ
べ
き
力
を
知
ら
ざ
り
し
。
我
は
遂
に
姦
淫
を
敢
て
し
ぬ
。

 
〔
中
略
〕
姦
淫
の
一
夜
は
蜜
の
如
き
甘
き
夢
な
り
き
。
さ
れ
ど
そ
は
忽
ち
醒

め
て
、
悲
し
い
か
な
、
我
が
心
に
は
空
虚
手
蔓
ま
り
ぬ
。
〔
申
略
〕
空
虚
は

猶
我
に
そ
を
満
た
せ
と
囁
く
な
り
。
我
此
時
深
く
惑
ひ
ぬ
。
我
が
夫
な
ら
ぬ

人
も
我
が
全
き
愛
に
酬
ゆ
る
能
は
ず
。
我
が
此
熱
き
胸
を
冷
す
に
足
ら
ず
。

我
が
全
愛
の
酬
は
れ
ぎ
る
は
、
塗
れ
人
間
一
般
の
運
命
に
あ
ら
ざ
る
な
き
や

と
。
か
く
て
我
我
が
前
に
あ
り
く
と
死
神
の
恐
ろ
し
き
腕
を
認
め
ぬ
。
我

が
心
は
思
は
ず
戦
け
り
。

ω
か
く
て
我
一
日
又
姦
淫
を
犯
せ
り
。

 
ち
に
我
が
腕
を
捕
へ
ぬ
。

学
者
と
パ
リ
サ
イ
人
爵
れ
を
見
て
、
直

 
再
び
言
う
が
、
有
島
は
何
故
に
愛
が
成
就
し
な
い
の
か
を
問
題
に
し
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
の
間
を
持
た
ぬ
こ
と
が
、
実
は
、
関
係
を
希
求
し
な
が
ら
自
ら
の

存
在
が
関
係
の
中
で
確
か
な
も
の
に
さ
れ
る
契
機
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
原

因
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
空
虚
を
満
た
す
べ
く
、
む
な
し

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

い
行
為
で
あ
る
姦
淫
を
あ
え
て
続
け
る
女
を
描
く
の
で
あ
る
。
本
来
、
空
虚
と

い
う
状
況
を
満
た
す
べ
き
も
の
を
希
求
す
る
主
体
が
存
在
し
て
い
た
に
も
拘
ら

ず
、
あ
た
か
も
、
「
空
虚
」
そ
の
も
の
が
、
行
為
の
原
動
力
で
あ
る
か
の
如
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

位
置
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
虚
に
お
し
出
さ
れ
た
人
生
〔
人
間
の
生
〕

が
逢
着
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
空
虚
以
外
の
も
の
で
あ
り
う
る
は
ず
は
あ
る

ま
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
我
が
全
愛
の
酬
は
れ
ぎ
る
は
、
是
れ
人
間
一
般
の

ヘ
 
 
へ

運
命
に
あ
ら
ぎ
る
な
き
や
」
と
い
う
問
は
、
ま
さ
に
運
命
的
に
認
識
さ
れ
た
彼

自
身
の
独
白
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

 
姦
淫
と
い
う
背
徳
行
為
が
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
前

提
と
な
る
人
間
関
係
が
、
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
か

〔重28〕



あ
る
い
は
本
当
の
人
間
関
係
を
防
げ
る
も
の
に
対
す
る
抵
抗
の
一
つ
の
手
段
と

し
て
と
ら
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
新
し
い
彼
ら
の
人
間
関
係

を
「
姦
淫
」
と
す
る
の
は
、
旧
い
打
破
さ
る
べ
き
側
の
価
値
規
準
な
の
で
あ
っ

て
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
否
定
し
破
壊
し
去
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
有
島
が
、
こ
の
聖
書
に
触
発
さ
れ
て
描
い
た
一
人
の
女

の
世
界
は
、
い
か
な
る
世
界
で
あ
ろ
う
か
。
愛
を
渇
満
し
て
い
る
女
が
、
夫
と

の
人
君
関
係
に
お
い
て
本
質
的
に
満
た
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
空
虚
な
穴
を
自
ら
の
存
在
の
内
に
見
い
出
し
て
し
ま

う
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
有
島
の
発
想
の
内
に
あ
る
人
間
存
在
の

空
虚
あ
る
い
は
欠
如
の
実
感
が
一
人
の
姦
淫
の
女
の
姿
に
定
着
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
人
間
関
係
を
も
っ
て
来
て

も
、
充
足
さ
れ
ぬ
人
間
、
本
質
に
お
い
て
欠
如
し
た
空
虚
な
人
間
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
第
三
の
姦
淫
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。㈲

彼
の
若
人
-
我
は
一
目
に
て
其
基
督
な
る
を
知
り
ぬ
。

 
ふ
可
か
ら
ぎ
る
同
情
あ
り
き
。

1
其
頬
に
は
云

㈲
我
国
ぴ
q
。
は
思
至
云
ふ
可
か
ら
ぎ
る
繊
悔
と
、
灌
喜
と
自
責
と
感
謝
と
の
涙

 
に
震
ひ
戦
き
ぬ
。

 
女
の
空
虚
は
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
、
と
す
る
の
が
、
こ

の
時
期
の
有
島
の
一
応
の
結
論
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は
、
引
用
か
ら
も
理
解

き
れ
る
よ
う
に
、
は
な
は
だ
観
念
的
で
あ
る
。
㈲
の
前
後
に
は
、
キ
リ
ス
ト
に

有
島
武
郎
研
究
 
一
『
回
る
女
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
e
l

よ
る
罪
の
告
発
者
に
対
す
る
反
撃
と
姦
淫
の
女
に
対
す
る
教
え
と
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
の
記
述
内
容
は
、
聖
書
の
、
も
し
く
は
注
解
書
の

記
述
の
範
囲
を
で
て
い
な
い
。
つ
ま
り
女
を
描
く
と
き
の
自
由
さ
は
す
で
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
有
島
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
愛

は
た
し
か
に
は
げ
し
く
希
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
種
の
理
想
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
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あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
で
に
拙
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
有

島
は
「
僕
が
福
音
に
、
恥
と
せ
ら
る
＼
事
」
〔
日
記
、
明
3
4
・
2
・
2
3
〕
を
畏

れ
、
「
基
督
の
愛
の
限
り
な
き
を
知
る
が
故
に
、
余
の
心
は
益
々
暗
黒
の
渦
中

に
入
」
〔
日
記
、
明
3
4
・
3
・
1
9
〕
り
、
「
基
督
の
愛
を
知
」
り
つ
＼
彼
を
愛

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
「
苦
痛
」
〔
〃
〕
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
信
者
と
し
て
の
謙
遜
の
分
を
さ
し
引
い
て
も
、
な
お
、
キ
リ

ス
ト
の
愛
を
自
ら
の
内
に
実
感
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
有
島
の
思
い
が
、
こ
の
女
に
托
さ
れ
、
 
「
押
蓋
」
と
「
自
責
」
を
伴

い
つ
つ
、
「
灌
喜
」
と
「
感
謝
」
の
涙
に
「
震
ひ
戦
」
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
姦
淫
の
女
の
話
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
関
わ
る
部
分
を
削
除
し
た
場
合
、
あ
と

に
残
る
も
の
は
運
命
的
に
姦
淫
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
女
の
み
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
自
ら
の
空
虚
さ
を
満
た
さ
ん
と
し
て
も
が
く
女
、
そ
れ
は
ま
さ
に
田

鶴
子
の
現
実
の
姿
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
田
鶴
子
も
ま
た
、
孤
独
と
不
安

と
に
怯
え
つ
㌧
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
ん
と
し
て
い
た
女
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論

田
鶴
子
が
キ
リ
ス
ト
の
愛
に
よ
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た
女
で
な
い
こ
と
は
事
実

で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
何
と
名
づ
け
ら
れ
よ
う
と
、
か
ね
て
か
ら
抱
い
て

い
た
充
足
さ
せ
う
る
も
の
へ
の
期
待
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
は
否
定
的
自
己
認
識
と
は
表
裏
を
な
す
期
待
で
あ
り
、
姦
淫
の
女
の
期
待

に
等
し
い
の
で
あ
る
。
 
「
姦
淫
の
女
」
が
凪
鶴
子
の
原
型
で
あ
る
と
す
る
の
も
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こ
の
故
な
の
で
あ
る
。

五

 
以
上
の
考
察
か
ら
『
護
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
の
主
題
が
、
一
切
の
も
の
か

ら
拒
ま
れ
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
田
鶴
子
を
通
し
て
、
人
間
が
孤
独
な
る
存
在
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
ヶ
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
孤
独
の
中
か
ら
、
自
由
に
自
己
の
主
体
性
を
回
復
せ

ん
と
し
て
自
ら
選
び
決
断
し
確
か
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
者
で
あ
る
が
故
の
不

安
を
抱
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
考
え
に
対
し
て
、
す
で
に
「
或
の
女
」
論
に

お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
え
ず
出
て
来
る
運
命
観
が
、
こ
の
よ
う
な

主
題
設
定
に
対
す
る
反
論
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

人
間
が
事
物
存
在
と
同
様
に
所
謂
宿
命
論
、
も
し
く
は
決
定
論
に
支
配
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
に
不
安
の
生
じ
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
 
『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
〔
『
或
る
女
』
に
つ
い
て
も
運
命
観
に

関
し
て
は
本
質
的
に
同
じ
く
〕
に
お
け
る
運
命
観
は
決
し
て
、
そ
の
よ
う
な
運

命
観
で
は
な
い
。
倉
地
と
の
関
係
に
お
い
て
「
運
命
」
を
思
う
田
鶴
子
は
、
思

い
を
倉
地
に
書
き
や
る
と
も
な
く
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
思
わ
ず
「
死
」
と
い

う
言
葉
を
書
い
て
愕
然
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
人
間
の
限
界
状
況
が

認
識
さ
れ
つ
～
あ
る
こ
と
が
、
は
し
な
く
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
思
え
ば
、
．
国
σ
q
o
．
、
も
ま
た
空
虚
の
背
後
に
「
死
神
」
の
「
恐
し
き
腕
」
を

認
め
て
戦
着
す
る
者
で
あ
っ
た
。

 
不
可
抗
的
に
せ
ま
っ
て
来
る
生
の
不
安
と
、
田
鶴
子
が
船
中
で
体
験
す
る
幻

想
場
面
〔
十
三
章
〕
と
は
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
田

鶴
子
の
「
崖
の
際
ま
で
来
た
」
〔
十
一
章
〕
と
い
う
自
己
認
識
も
、
単
に
そ
れ

が
現
実
的
な
経
済
生
活
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

人
生
に
お
け
る
敗
北
の
予
感
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
み
ず
か
ら
断
崖
に
身
を
投
げ

は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
と
き
の
「
不
安
」
は
田
鶴
子
に
あ
ら
ゆ
る
生
の
意
味
づ

け
も
絶
望
的
に
不
確
か
な
も
の
と
し
て
せ
ま
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
が

完
全
に
空
虚
で
あ
り
、
全
く
孤
独
な
る
存
在
と
し
て
の
自
己
を
、
死
に
直
面
し
た

時
、
自
己
の
内
部
に
暑
い
出
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
田
鶴
子
に
と
っ
て
、
こ
の
不

安
な
る
状
況
が
、
ま
さ
に
運
命
的
に
追
っ
て
く
る
実
感
と
し
て
形
象
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

私
は
生
れ
る
と
〔
き
〕
か
ら
呪
は
れ
た
女
な
ん
で
す
も
の
。
私
、
本
統
は
神

様
を
信
ず
る
よ
り
一
信
ず
る
よ
り
憎
む
方
が
似
合
っ
て
居
る
ん
で
す
…
・
：

〔
略
〕
…
…
神
様
は
私
見
た
い
な
も
の
を
ど
う
な
さ
る
か
見
て
済
ま
す
。
 
〔

二
十
二
章
〕

 
運
命
と
い
う
こ
と
ば
が
、
神
と
い
う
こ
と
ば
に
お
き
か
え
ら
れ
た
時
、
も
ち

前
の
反
抗
的
心
情
が
わ
き
起
り
、
思
わ
ず
こ
う
云
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

と
も
す
れ
ば
限
界
状
況
の
中
で
意
気
阻
喪
し
て
し
ま
い
虚
無
の
中
に
の
め
り
込

ん
で
し
ま
い
そ
う
な
自
分
が
、
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
生
を
生
き
る
こ
と
に
な

る
の
か
と
い
う
問
を
自
ら
に
発
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
自
分
は
所
詮

は
「
生
れ
る
と
き
か
ら
呪
は
れ
た
女
な
ん
で
す
も
の
」
と
い
う
田
鶴
子
の
つ
ぶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
4
）

や
き
は
、
有
島
の
「
カ
イ
ン
の
末
商
意
識
」
に
つ
ら
な
る
否
定
的
自
ヨ
認
識
を
咲

あ
ら
わ
す
本
音
と
も
思
え
る
が
、
こ
の
間
に
、
田
鶴
子
自
身
が
い
か
に
答
え
る
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か
、
と
い
う
こ
と
が
、
実
収
有
島
に
対
す
る
一
つ
の
期
待
と
し
て
持
た
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
内
部
に
あ
る
虚
無
の
認
識
の
顕
現
と
し
て
の
反
抗
が

有
島
自
身
の
回
復
の
理
論
を
得
て
、
い
か
な
る
も
の
へ
と
質
的
変
化
を
と
げ
る

か
と
い
う
問
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
さ
ら
に
、
有
島
の
自
己

回
復
の
可
能
性
-
新
し
い
理
論
追
究
を
、
明
治
四
十
年
代
に
お
け
る
日
記
、

評
論
さ
ら
に
は
改
作
さ
れ
た
『
或
る
女
』
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
作
品
に
よ
っ
て

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

 
西
垣
勤
氏
は
「
『
或
る
女
」
補
論
1
「
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
」
の
成
立
」

〔
『
黄
塵
』
第
6
号
、
昭
4
3
・
8
〕
に
お
い
て
、
田
鶴
子
に
は
米
国
よ
り
帰
国

し
た
有
島
の
「
挫
折
状
況
」
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
虚
無
的
」
 
「
心
情
」
が
「

投
入
」
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
明
治
四
十
四
年
、
す
な
わ
ち
、
有
島
が

『
或
る
女
の
グ
リ
ン
プ
ス
』
と
書
き
始
め
た
時
点
に
お
け
る
状
況
が
田
鶴
子
豫

に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
正
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
質
的

に
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
の
生
活
を
し
て
い
た
米
国
留
学
以
前
の

有
島
の
中
に
、
田
鶴
子
像
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
留
学
中
の
、
あ
る
い
は
帰
朝

後
の
生
活
を
捕
え
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

註
1

『
或
る
女
の
グ
リ
ム
プ
ス
』
と
『
亙
る
女
』
と
の
比
較
研
究
に
つ
い
て

は
、
私
の
管
見
で
は
数
篇
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
わ
た
る
検
討
は
後
考

に
譲
り
た
い
と
思
う
。

註
2
山
田
昭
夫
『
有
島
武
郎
』
昭
4
1
・
1
1
、
明
治
書
院

有
島
武
郎
研
究
 
-
『
或
る
女
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
e
一

註
3

註
4

西
垣
勤
「
『
降
る
女
』
論
-
前
篇
の
構
造
に
つ
い
て
」

号
、
昭
4
3
・
3

『
黄
塵
』
第
五

笹
淵
友
一
「
『
或
る
女
』
の
主
題
1
回
目
武
郎
研
究
」
、
「
東
京
女
子

大
学
付
属
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
一
七
号
、
昭
3
9
・
6
「

註
5
 
安
川
定
男
「
有
島
武
郎
論
』
、
昭
4
2
・
1
1
、
明
治
書
院

註
6
、
7
、
1
0
 
註
3
に
同
じ
。

註
8

註
9

註
1
1

『
実
存
主
義
辞
典
」
、
昭
4
3
・
1
、
東
京
堂

拙
論
「
有
島
武
郎
研
究
-
運
命
観
を
め
ぐ
っ
て
」
、
昭
4
2
・
H
、
「
国

文
学
研
究
」
第
3
号

ω
宥
島
武
郎
研
究
-
教
会
退
会
後
の
自
然
観
を
め
ぐ
っ
て
e
・
口
」
・

昭
4
2
・
6
、
4
3
・
6
、
「
近
代
文
学
試
論
」
第
三
、
五
号

↓
ゲ
①
句
×
も
。
。
。
諦
o
H
、
。
。
○
目
o
o
匠
↓
霧
冨
8
Φ
暮
〔
お
O
り
〕
英
語
で
ギ
リ
シ

ャ
語
原
文
を
註
解
し
た
も
の
。
R
・
ニ
コ
ル
の
編
集
し
た
も
の
で
あ

る
。
 
〔
竹
森
満
佐
一
『
新
約
聖
書
の
註
解
書
」
昭
3
8
、
教
文
館
〕

註
1
2
 
M
・
ブ
ー
バ
ー
『
孤
独
と
愛
』
昭
3
3
・
5
、
一
文
社

註
1
3

「
有
島
武
郎
研
究
-
自
然
観
に
み
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
定
着

の
考
察
」
 
『
国
語
教
育
研
究
」
第
八
号
 
昭
3
8
・
1
2

註
1
4
 
註
9
の
㈲
の
O
に
同
じ
。
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