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西
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ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち

│
│
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
も
た
ら
し
た
も
の
│
│

瀬

崎

圭

二

一
、
有
馬
敲
の
転
機

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ー
ン
は
、
高
石
友
也
、
岡
林
信
康
、
高
田
渡
な
ど
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
を
生

ん
だ
。
こ
の
動
き
は
一
般
に
関
西
フ
ォ
ー
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
背
後
に
知
識
人
、
文
化
人
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
詩
人
片
桐
ユ
ズ
ル
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
片
桐
ユ
ズ
ル
と
若
者
た
ち
の
〈
う

た
〉
フ
ォ
ー
ク
・
ゲ
リ
ラ
の
登
場
」（『
人
文
学
』
二
〇
二
〇
年
一
一
月
）
で
考
察
し
た
通
り
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
他
の
作
家
た
ち
の

関
わ
り
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、
有
馬
敲
、
中
山
容
、
今
江
祥
智
、
上
野
瞭
、
村
田
拓
、
小
野
十
三

郎
だ
。

有
馬
敲
は
、
一
九
三
一
年
に
京
都
府
南
桑
田
郡
吉
川
村
（
現
亀
岡
市
吉
川
町
）
に
生
ま
れ
て
い
る
。
中
学
入
学
後
の
有
馬
は
、
長
兄
の

本
棚
か
ら
夏
目
漱
石
の
小
説
や
海
外
の
古
典
文
学
作
品
を
取
り
出
し
て
読
む
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
創
作
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
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九
四
八
年
の
同
志
社
大
学
予
科
入
学
後
に
は
同
人
詩
誌
を
創
刊
、
一
九
五
〇
年
の
同
教
養
学
部
入
学
後
に
は
同
志
社
大
学
文
学
研
究
会
を

創
設
し
、
以
後
京
都
で
活
発
な
文
学
活
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
時
期
の
多
く
の
文
学
青
年
と
同
様
に
、
ジ
ャ
ン＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の

実
存
主
義
や
花
田
清
輝
の
前
衛
芸
術
論
に
影
響
さ
れ
て
も
い
る
。
一
九
五
二
年
に
は
、
文
学
研
究
会
を
通
じ
て
、
後
の
児
童
文
学
作
家
今

江
祥
智
や
、
後
の
作
詞
家
保
富
康
午
を
知
っ
た
。
大
学
卒
業
後
は
京
都
銀
行
に
就
職
し
て
詩
作
を
続
け
、
一
九
五
七
年
一
一
月
に
は
コ
ス

モ
ス
社
か
ら
詩
集
『
変
形
』
を
、
一
九
五
九
年
六
月
に
は
書
肆
ユ
リ
イ
カ
か
ら
詩
集
『
薄
明
の
壁
』
を
刊
行
し
て
い
る
⑴
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
、
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
が
有
馬
の
詩
を
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
し
て
い
く
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る

が
、
有
馬
の
詩
に
音
楽
性
や
リ
ズ
ム
が
見
え
始
め
、
リ
フ
レ
イ
ン
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
六
二
年
二
月
に
大
野
新
、
河
野
仁

昭
ら
と
詩
誌
『
ノ
ッ
ポ
と
チ
ビ
』
を
創
刊
し
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
掘
り
か
え
し
て
」「
機
械
」
と
い
う
詩
を
見
て
み
よ
う
。

掘
り
か
え
し
て
／
舗
装
を
し
な
お
し
た
／
掘
り
か
え
し
て
／
水
道
管
を
う
め
た
／
掘
り
か
え
し
て
／
ガ
ス
管
を
と
り
か
え
た
／
掘
り

か
え
し
て
／
電
線
に
土
を
か
ぶ
せ
た
／
掘
り
か
え
し
て
／
下
水
道
を
つ
く
っ
た
／
掘
り
か
え
し
て
／
地
下
鉄
工
事
を
し
た
／
掘
り
か

え
し
て
／
泥
ん
こ
の
道
に
し
た

（「
掘
り
か
え
し
て
」）

機
械
は
字
を
書
い
た
／
機
械
は
計
算
し
た
／
機
械
は
複
写
し
た
／
機
械
は
声
を
お
く
っ
た

機
械
は
機
械
を
つ
く
っ
た
／
機
械
は
機
械
を
つ
く
る
機
械
を
つ
く
っ
た
／
機
械
は
機
械
を
つ
く
る
機
械
を
つ
く
り
／
機
械
の
機
械
を

動
か
し
た
／
機
械
の
機
械
の
機
械
／
機
械
は
ひ
と
を
不
具
に
し
た
／
機
械
は
ひ
と
を
殺
し
た
／
機
械
の
機
械
の
機
械
の
機
械（「

機
械
」）

こ
れ
ら
『
ノ
ッ
ポ
と
チ
ビ
』
に
掲
載
さ
れ
た
詩
の
多
く
は
、
詩
集
『
贋
金
つ
く
り

’63
』（
思
潮
社

一
九
六
三
年
七
月
）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。「
掘
り
か
え
し
て
」
は
、
そ
の
語
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
軸
に
し
、
地
面
を
掘
り
か
え
し
た
後
に
行
う
作
業
が
次
々
と
並
置
さ
れ
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て
い
っ
た
末
に
「
泥
ん
こ
の
道
」
と
い
う
原
初
的
な
姿
に
立
ち
戻
る
と
い
う
構
造
だ
。
高
度
経
済
成
長
に
伴
っ
て
急
速
に
都
市
開
発
が
進

ん
で
い
く
当
時
の
風
景
を
、
発
展
で
は
な
く
循
環
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
「
機
械
」
も
、

あ
ら
ゆ
る
事
物
の
機
械
化
の
中
で
「
ひ
と
」
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
様
を
「
機
械
」
と
い
う
語
の
積
み
重
ね
の
中
で
表
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
機
械
の
機
械
の
機
械
の
機
械
」
と
は
「
ひ
と
」
が
存
在
し
な
く
て
も
自
律
的
に
循
環
し
て
い
る
世
界
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

リ
フ
レ
イ
ン
の
中
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
滲
ま
せ
る
有
馬
の
詩
は
、
同
時
期
の
谷
川
俊
太
郎
の
詩
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
の
二
人
が
対
談
し
た

「
歌
に
い
た
る
詩
」（『
う
た
う
た
う
た

フ
ォ
ー
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』
一
九
七
〇
年
六
〜
七
月
）
を
見
る
と
、
有
馬
の
『
贋
金
つ
く
り

’63
』
の
表
現
は
、
谷
川
が
一
九
六
二
年
一
月
か
ら
『
週
刊
朝
日
』
に
連
載
し
、
後
に
『
落
首
九
十
九
』（
朝
日
新
聞
社

一
九
六
四
年
九

月
）
に
収
録
さ
れ
た
詩
群
の
刺
激
を
受
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
い
。
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
有
馬
は
、
戦
後
詩
が
自
明
の
も

の
と
し
て
い
た
活
字
文
化
を
問
い
直
し
、
音
楽
性
や
リ
ズ
ム
を
詩
句
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
中
で
表
そ
う
と
し
、
谷
川
の
場
合
は
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
⑵
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
・
ブ
ー
ム
の
中
で
現
代
詩
と
シ
ャ

ン
ソ
ン
と
の
接
続
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
詩
と
歌
や
メ
ロ
デ
ィ
と
の
関
係
、
ル
フ
ラ
ン
（
リ
フ
レ
イ
ン
）
の
効
果
に

つ
い
て
は
⑶
、
そ
の
際
に
谷
川
が
直
面
し
て
い
た
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
時
点
の
有
馬
は
、
詩
人
た
ち
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
へ
の
接
近
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
一
月
三
一

日
や
二
月
一
〇
日
に
記
さ
れ
た
有
馬
の
メ
モ
を
見
る
と
、
詩
人
た
ち
が
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
詩
劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
接
近
し
て
い
く
状
況
に

対
し
て
嫌
悪
感
を
寄
せ
て
い
る
他
、
一
九
五
九
年
に
記
さ
れ
た
メ
モ
帳
に
は
、
日
本
の
詩
人
た
ち
が
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
ら
海
外
詩
の
形
式
や

詩
句
を
模
倣
す
る
こ
と
も
批
判
的
に
記
し
て
い
る
⑷
。
有
馬
の
メ
モ
に
は
批
判
対
象
で
あ
る
詩
人
の
名
前
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当

時
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
詩
劇
に
現
代
詩
を
開
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
が
谷
川
俊
太
郎
ら
で
あ
っ
た
。
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と
す
る
な
ら
ば
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
有
馬
の
詩
に
見
ら
れ
る
変
化
は
、
谷
川
の
『
落
首
九
十
九
』
か
ら
の
刺
激
に
よ
る

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
有
馬
が
二
人
の
子
ど
も
の
父
親
と
な
り
、〈
わ
ら
べ
う
た
〉
や
替
歌
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
こ
と
も

関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
観
念
的
で
難
解
な
現
代
詩
へ
の
対
抗
意
識
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
有
馬
は
こ
の
替
歌
へ

の
関
心
か
ら
鶴
見
俊
輔
と
意
気
投
合
し
、
一
九
六
三
年
四
月
に
思
想
の
科
学
研
究
会
に
入
会
し
て
い
る
⑸
。

鶴
見
俊
輔
の
替
歌
に
対
す
る
関
心
は
、「
流
行
歌
」（『
日
本
の
大
衆
芸
術
』
社
会
思
想
社

一
九
六
二
年
一
二
月
）
や
、『
限
界
芸
術

論
』（
勁
草
書
房

一
九
六
七
年
一
〇
月
）
な
ど
に
見
え
る
。
思
想
の
科
学
研
究
会
と
そ
の
会
員
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
大
衆
芸
術
研
究

会
が
一
九
六
三
年
一
二
月
二
一
日
に
開
催
し
た
「
日
本
の
替
歌
大
会
」
で
は
、
鶴
見
は
「
替
歌
の
思
想
的
意
義
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講

演
を
行
い
⑹
、
有
馬
は
こ
の
大
会
に
資
料
を
提
供
し
た
と
い
う
⑺
。
一
九
六
五
年
一
月
二
一
日
に
は
、
鶴
見
が
勤
務
す
る
同
志
社
大
学
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
講
座
で
替
歌
に
つ
い
て
の
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
鶴
見
と
有
馬
、
山
本
明
が
講
師
を
務
め
た
。
こ
の
こ
と
を
報
じ
た
新

聞
記
事
「
替
え
う
た
考
現
学
」（『
京
都
新
聞
』
一
九
六
五
年
二
月
一
日
）
に
は
、
替
歌
が
社
会
風
刺
、
エ
ロ
グ
ロ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
の
三
種

に
分
類
で
き
る
と
い
う
有
馬
の
考
え
が
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
替
歌
に
は
「
生
活
感
情
と
結
び
つ
い
た
批
判
精
神
」
が
織
り
込
ま
れ
、「
作

詞
者
が
不
明
確
で
あ
る
の
も
大
衆
の
歌
と
呼
ば
れ
る
一
因
」
で
あ
る
と
す
る
有
馬
の
談
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
有
馬
の
替
歌
に
対
す
る

認
識
は
、「
替
え
歌
論
「
ラ
ッ
パ
節
」
の
場
合
」（『
現
代
詩
』
一
九
六
四
年
九
月
）
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。

こ
ん
に
ち
、
替
え
歌
と
い
え
ば
、
形
式
的
に
は
元
歌
の
歌
詞
へ
の
こ
じ
つ
け
に
終
り
、
内
容
的
に
は
低
俗
で
非
芸
術
的
で
あ
る
と

い
う
先
入
観
か
ら
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
た
ぶ
ん
ナ
ン
セ
ン
ス
な
滑
稽
歌
と
か
、
わ
い
せ
つ
な
エ

ロ
歌
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
現
在
愛
唱
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
民
謡
は
ほ
と
ん
ど
が
替
え
歌

で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
民
謡
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
が
国
の
民
謡
は
時
代
の
変
遷
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に
と
も
な
つ
て
曲
調
も
歌
詞
も
た
え
ず
変
化
し
て
お
り
、
元
歌
と
み
な
さ
れ
る
の
は
あ
る
時
代
に
ひ
ろ
く
う
た
わ
れ
て
代
表
歌
に
な

つ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
た
め
民
謡
は
一
歌
詞
一
曲
節
で
固
定
化
し
た
芸
術
的
歌
曲
と
根
本
的
に
こ
と
な
り
、
元
歌
と
か
替
え
歌
と

か
区
別
す
る
歌
詞
も
ほ
と
ん
ど
が
替
え
歌
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
有
馬
に
は
、
自
ら
の
詩
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
接
続
さ
れ
て
い
く
発
想
は
な
い
。
引
用
し
た
「
替
え
歌
論
「
ラ
ッ
パ

節
」
の
場
合
」
は
、
よ
う
や
く
日
本
国
内
に
お
い
て
一
部
に
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
知
ら
れ
始
め
て
い
た
頃
の
記
述
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
有
馬
の
替
歌
論
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
の
性
質
そ
の
も
の
を
言
い
表
し
て
い
る
。
も
と
も
と
フ
ォ

ー
ク
・
ソ
ン
グ
は
民
謡
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
の
だ
か
ら
当
然
で
は
あ
る
の
だ
が
、
元
歌
や
替
歌
で
あ
る
と
い
う
区
別
が
そ
も
そ
も
存
在
し

な
い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
の
が
、
民
衆
の
歌
、
つ
ま
り
人
々
が
歌
う
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
や
民
謡
、
替
歌
で
あ
り
、
鶴
見
の
言
う
限

界
芸
術
な
の
だ
。

鶴
見
は
早
く
か
ら
敗
戦
後
の
状
況
を
民
衆
の
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
替
歌
に
対
す
る
関
心
も
そ
の
延
長
上
に
生
じ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
一
方
、
有
馬
の
場
合
は
、〈
わ
ら
べ
う
た
〉
や
替
歌
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
か
ら
民
衆
の
存
在
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
有
馬
の
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
や
替
歌
へ
の
関
心
も
、
単
に
有
馬
の
個
人
的
な
問
題
意
識
や
環
境
の
変
化
に
よ
る
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
戦
後
民
主
主
義
と
高
度
経
済
成
長
期
の
中
で
生
じ
た
民
衆
や
そ
の
土
俗
性
に
対
す
る
評
価
が
間
接
的
に
影
響

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
六
〇
年
安
保
闘
争
や
六
〇
年
代
末
の
学
園
紛
争
等
に
見
ら
れ
る
政
治
と
民
衆
と
の
関
係
が
、
社
会
を
風
刺
し
、

権
力
を
あ
て
こ
す
る
替
歌
や
春
歌
の
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
有
馬
は
そ
れ
を
伝
統
と
し
て
価
値
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
民
謡
が
替
歌
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
そ
の
発
想
を
創
作
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
成
果
が
一
九
六
三
年
一
月
に
私
家
版
で

刊
行
し
た
『
新
編
わ
ら
べ
う
た
』
で
あ
る
。
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こ
の
詩
集
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
わ
ら
べ
う
た
五
〇
編
の
パ
ロ
デ
ィ
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、『
贋
金
つ
く
り

’63
』
に
収
録
さ
れ
た
詩

編
と
同
時
並
行
で
こ
れ
ら
の
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
が
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
だ
。
こ
の
有
馬
の
こ
の
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
口
承
で
伝
え
ら
れ
た
節
に
よ
る
言
語
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
と
い
う
点
で
替
歌
で
も
あ
る
か

ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、『
新
編
わ
ら
べ
う
た
』
と
は
言
え
、
子
ど
も
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
い
く
つ

か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

さ
く
ら

さ
く
ら
／
野
山
も

里
も

見
わ
た
す
か
ぎ
り
／
広
告
ば
か
り

お
客
を
さ
そ
う
／
さ
く
ら

さ
く
ら

花
ざ
か
り

（「
さ
く
ら
」）

ほ
う

ほ
う

蛍
こ
い
／
あ
っ
ち
の
水
は

放
射
能
／
そ
っ
ち
の
水
は

農
薬
／
ほ
う

ほ
う

蛍
こ
い
（「
ほ
う
ほ
う
蛍
こ
い
」）

前
者
の
「
さ
く
ら
」
と
は
、
む
ろ
ん
植
物
の
そ
れ
で
は
な
く
、
故
意
に
商
品
を
称
賛
す
る
こ
と
で
そ
の
購
入
を
間
接
的
に
促
す
こ
と
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
「
広
告
ば
か
り
」
の
消
費
社
会
を
「
さ
く
ら
」
の
歌
曲
を
土
台
に
し
な
が
ら
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
こ
の
詩
の
特
徴
が
あ
る
。
後
者
の
「
ほ
う
ほ
う
蛍
こ
い
」
も
、
戦
後
に
問
題
化
さ
れ
て
い
た
農
薬
や
放
射
能
汚
染
を
映
し
出
す
詩

で
、
蛍
が
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
国
の
自
然
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
内
容
は
シ
ン
プ
ル
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
の
だ
が
、
こ
う

し
た
表
現
を
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
を
借
り
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
批
評
性
が
あ
る
と
言
え
ば
そ
う

言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
『
新
編
わ
ら
べ
う
た
』
や
『
贋
金
つ
く
り

’63
』
に
見
ら
れ
る
社
会
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
批
判
は
、
初
期
の
フ
ォ
ー

ク
・
ソ
ン
グ
の
中
で
も
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン
グ
の
表
現
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
も
と
も
と
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
の
メ
ロ
デ
ィ
を
内
在
し
た

「
さ
く
ら
」
や
「
ほ
う
ほ
う
蛍
こ
い
」
の
よ
う
な
『
新
編
わ
ら
べ
う
た
』
収
録
の
詩
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
に
挙
げ
た
「
掘
り
か
え
し

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち
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て
」「
機
械
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
リ
フ
レ
イ
ン
も
歌
詞
に
転
化
し
や
す
い
。
さ
ら
に
は
、『
新
編
わ
ら
べ
う
た
』
は
、〈
わ
ら
べ
う
た
〉

の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
、
替
歌
で
も
あ
る
。
有
馬
の
詩
と
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
出
会
う
の
は
ま
だ
数
年
先
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
も
そ
の

親
和
性
は
認
め
ら
れ
る
。

二
、
有
馬
敲
と
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ

一
九
六
五
年
に
入
っ
て
有
馬
が
『
ノ
ッ
ポ
と
チ
ビ
』
か
ら
遠
ざ
か
り
始
め
た
頃
、
か
ね
て
か
ら
有
馬
と
交
流
の
あ
っ
た
片
桐
ユ
ズ
ル
が

東
京
か
ら
神
戸
に
移
住
し
て
き
た
。
こ
れ
を
機
に
新
た
な
詩
誌
が
企
画
さ
れ
、
有
馬
、
片
桐
に
加
え
、
秋
山
基
夫
、
福
中
都
生
子
、
山
村

信
男
を
同
人
と
す
る
『
ゲ
リ
ラ
』
が
一
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
。『
ゲ
リ
ラ
』
の
誌
面
に
は
、
例
え
ば
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン

グ
の
歌
詞
と
し
て
想
定
さ
れ
た
福
中
の
詩
や
、
片
桐
ユ
ズ
ル
に
よ
る
ビ
ー
ト
詩
、
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
の
翻
訳
、
有
馬
の
〈
わ
ら
べ
う

た
〉、
例
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
多
い
詩
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
有
馬
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
関
心
を
持
ち
始
め
る
の
は
、
こ
の
『
ゲ

リ
ラ
』
を
刊
行
し
始
め
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
有
馬
の
詩
に
内
在
し
て
い
た
音
楽
性
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
い
う
形
式

と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
七
月
に
京
都
の
高
雄
で
最
初
の
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
有
馬
が
参
加
し
た
の
は
、
一
九
六
八
年

八
月
に
京
都
の
宝
寺
で
開
催
さ
れ
た
三
回
目
の
キ
ャ
ン
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
有
馬
が
中
山
容
（
矢
ケ
崎
庄
司
）
と
顔
を
合
わ
せ
た
の
は

こ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
っ
た
よ
う
だ
⑻
。
片
桐
ユ
ズ
ル
は
、
一
九
五
九
年
か
ら
六
〇
年
に
か
け
て
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
留
学
生
と
し
て
渡
米

し
た
と
き
に
既
に
中
山
と
知
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
中
山
は
片
桐
ら
の
刊
行
し
て
い
た
詩
誌
『PO

ETR
Y

』
に
ビ
ー
ト
詩
論
や
ビ
ー
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ト
詩
の
翻
訳
を
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
京
で
高
校
の
英
語
教
師
を
し
て
い
た
中
山
が
平
安
女
学
院
短
期
大
学
に
勤
務
す
る
た
め
京

都
に
移
住
し
た
の
は
一
九
六
九
年
四
月
の
こ
と
で
、
そ
の
後
『
ゲ
リ
ラ
』
の
活
動
に
も
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
。
中
山
は
、
片
桐
と
共
に

ビ
ー
ト
詩
や
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
の
翻
訳
に
努
め
、『
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
全
詩
集
』（
晶
文
社

一
九
七
四
年
三
月
）
も
刊
行
す
る
に
至
っ

た
。
こ
れ
は
、
日
本
で
初
め
て
デ
ィ
ラ
ン
の
詩
を
体
系
的
に
翻
訳
し
た
書
物
で
あ
っ
た
。

『
ゲ
リ
ラ
』
の
同
人
た
ち
は
関
西
の
若
い
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
と
の
交
流
を
深
め
、
一
九
六
九
年
六
月
一
日
に
京
都
の
喫
茶
店

「
明
窓
」
で
最
初
の
「
詩
朗
読
と
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
会
」
を
、
同
年
一
〇
月
五
日
に
は
同
じ
く
「
わ
び
す
け
」
で
二
回
目
の
会
を
開
催

し
た
。
二
回
目
の
会
合
の
様
子
を
伝
え
た
『
ゲ
リ
ラ
』
一
九
六
九
年
一
一
月
号
の
記
事
「
は
な
し
こ
と
ば
へ
の
挑
戦

第
２
回
詩
朗
読
会

レ
ポ
ー
ト
」
に
は
、
参
加
者
と
し
て
中
川
イ
サ
ト
、
金
延
幸
子
、
高
田
渡
、
岩
井
宏
の
名
も
見
え
る
。
第
三
回
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
で

知
り
合
っ
て
以
来
、
特
に
有
馬
と
高
田
は
親
し
く
接
し
て
お
り
、
一
九
六
九
年
五
月
に
岩
井
、
中
山
を
交
え
、
フ
ォ
ー
ク
の
ミ
ニ
コ
ミ
誌

『
ば
と
こ
い
あ
』
も
刊
行
し
た
。『
ば
と
こ
い
あ
』
の
集
ま
り
は
他
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
も
加
え
て
何
度
か
ラ
イ
ブ
も
行
っ
た
よ
う

だ
⑼
。当

時
の
有
馬
の
ノ
ー
ト
に
は
し
ば
し
ば
高
田
の
名
前
が
登
場
し
て
お
り
、
一
九
六
九
年
一
一
月
九
日
の
記
述
に
は
、
有
馬
が
当
時
好
ん

で
い
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
作
詞
に
よ
る
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
レ
コ
ー
ド
を
高
田
が
探
し
て
き
て
聴
か
せ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
同

年
の
有
馬
の
ノ
ー
ト
に
は
、
大
阪
文
学
学
校
で
行
う
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
に
つ
い
て
の
講
義
計
画
が
記
さ
れ
、
高
田
が
同
年
暮
れ
に
自
費
出
版

し
た
詩
集
『
個
人
的
理
由
』
に
も
、
高
田
が
好
き
な
詩
人
の
一
人
と
し
て
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
た
⑽
。
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル

へ
の
関
心
は
、
当
時
の
有
馬
と
高
田
に
共
有
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
一
九
五
〇
年
代
末
の
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
に
対

す
る
有
馬
の
態
度
が
、
こ
の
一
〇
年
の
間
に
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
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一
九
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
片
桐
ユ
ズ
ル
ら
詩
人
た
ち
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
へ
の
接
近
は
、
ビ
ー
ト
詩
に
対
す
る
関
心
に
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ビ
ー
ト
詩
が
日
本
で
紹
介
さ
れ
始
め
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
に
影
響

さ
れ
た
一
部
の
詩
人
た
ち
が
現
代
詩
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
の
接
続
を
試
み
よ
う
と
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
ビ
ー
ト
詩
人
の
ロ
ー
レ
ン
ス
・

フ
ァ
ー
リ
ン
ゲ
テ
ィ
が
、
ビ
ー
ト
詩
人
た
ち
と
同
じ
反
体
制
的
態
度
を
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
表
現
に
感
じ
取
り
、
そ
の
詩
集Paroles

を
英

訳
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
⑾
、
ビ
ー
ト
詩
は
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
と
も
間
接
的
に
親
和
性
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
つ
ま
り
関
西
フ
ォ
ー
ク
に
は
、
ビ
ー
ト
詩
と
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
と
い
う
参
照
軸
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
先
述
し
た
ミ
ニ

コ
ミ
誌
『
ば
と
こ
い
あ
』
も
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
のParoles

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
の
意
味
に
あ
る
合
言
葉
（
あ
い
こ
と
ば
）
を
逆
に
読
ん

だ
も
の
だ
っ
た
。

プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
へ
の
関
心
や
『
ば
と
こ
い
あ
』
の
活
動
を
通
じ
て
有
馬
と
親
し
く
し
て
い
た
高
田
は
、
そ
の
詩
を
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ

に
も
し
た
。
高
田
が
京
都
で
暮
ら
し
て
い
た
一
九
七
〇
年
前
後
に
は
、
シ
ン
グ
ル
リ
リ
ー
ス
の
「
転
身
」（
Ｕ
Ｒ
Ｃ
一
九
六
九
年
六
月
）、

ア
ル
バ
ム
『
ご
あ
い
さ
つ
』（K
ing

一
九
七
一
年
六
月
）
収
録
の
「
年
輪
・
歯
車
」「
値
上
げ
」
の
三
曲
が
あ
る
。『
贋
金
つ
く
り

’63
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
転
身
」
は
、
職
場
の
組
合
書
記
長
を
務
め
た
人
物
が
会
社
の
重
役
へ
と
転
身
し
て
い
く
様
を
皮
肉
っ
た
詩
で
あ

り
、
高
田
は
こ
の
詩
を
も
と
に
軽
快
な
曲
を
作
っ
た
。「
年
輪
・
歯
車
」
は
、
有
馬
の
詩
「
年
輪
」
と
山
之
口
貘
の
詩
「
歯
車
」
を
合
体

し
た
曲
、「
値
上
げ
」
は
有
馬
の
詩
「
変
化
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
「
年
輪
」「
変
化
」
は
音
楽
的
な
詩
で
あ
る
と
は
言
え

る
。

ふ
と

か
れ
に
出
会
っ
て
／
ふ
と

キ
ス
さ
れ
て
／
ふ
と

か
れ
が
好
き
に
な
っ
て
／
ふ
と

す
ば
ら
し
い
と
お
も
っ
て

ふ
と

ほ
ほ
笑
ん
で
／
ふ
と

大
き
な
声
を
あ
げ
て
／
ふ
と

未
来
を
誓
っ
て
／
ふ
と

美
し
い
生
活
を
は
じ
め
て

― ４１ ―

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち



ふ
と

子
ど
も
に
見
と
れ
て
／
ふ
と

か
れ
の
変
化
に
気
づ
い
て
／
ふ
と

裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
し
っ
て
／
ふ
と

涙
を
な
が
し
て

ふ
と

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
／
ふ
と

身
寄
り
を
た
ず
ね
て
／
ふ
と

顔
の
し
わ
を
見
つ
め
て
／
ふ
と

眼
を
閉
じ
て（「

年
輪
」）

値
上
げ
は
ぜ
ん
ぜ
ん
か
ん
が
え
ぬ
／
年
内
値
上
げ
は
か
ん
が
え
ぬ
／
と
う
ぶ
ん
値
上
げ
は
あ
り
え
な
い
／
極
力
値
上
げ
は
お
さ
え
た

い
／
今
の
と
こ
ろ
値
上
げ
は
見
送
り
た
い
／
す
ぐ
に
は
値
上
げ
を
み
と
め
な
い
／
値
上
げ
が
あ
る
と
し
て
も
今
で
は
な
い
／
な
る
べ

く
値
上
げ
は
さ
け
た
い
／
値
上
げ
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
声
も
あ
る
が
／
値
上
げ
す
る
か
ど
う
か
検
討
中
で
あ
る
／
値
上
げ
も
さ

け
ら
れ
な
い
も
し
れ
ぬ
が
／
値
上
げ
は
時
期
尚
早
で
あ
る
／
値
上
げ
の
時
期
は
か
ん
が
え
た
い
／
値
上
げ
を
み
と
め
た
わ
け
で
は
な

い
／
す
ぐ
に
は
値
上
げ
し
た
く
な
い
／
値
上
げ
に
は
消
極
的
で
あ
る
が
／
年
内
に
値
上
げ
も
や
む
を
え
ぬ
／
近
く
値
上
げ
も
や
む
を

え
ぬ
／
値
上
げ
も
や
む
を
え
ぬ
／
値
上
げ
に
ふ
み
き
ろ
う

（「
変
化
」）

「
年
輪
」「
変
化
」
を
収
め
た
有
馬
の
『
く
り
か
え
し
』（
葦
書
房

一
九
七
一
年
五
月
）
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
リ
フ
レ
イ
ン
を
基

調
と
し
た
詩
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
掘
り
か
え
し
て
」「
機
械
」
の
技
法
を
さ
ら
に
展
開
し
た
詩
集
で
あ

る
。「
年
輪
」
は
全
て
の
フ
レ
ー
ズ
が
副
詞
「
ふ
と
」
で
始
ま
り
、
接
続
助
詞
「
て
」
で
終
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「huto

」
のto

と
い
う
音
とte

と
い
う
音
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
こ
の
詩
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
構
造
の
中
で
一
人
の
女
性
の

や
や
悲
哀
を
帯
び
た
「
年
輪
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
終
行
「
ふ
と

眼
を
閉
じ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
女
性
が
人
生
を
振
り

返
っ
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
と
も
、
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
眼
を
閉
じ
て
」
と

い
う
詩
句
は
、「
眼
を
閉
じ
る
」
と
は
異
な
っ
て
、
行
為
が
持
続
し
て
い
く
印
象
を
与
え
、
そ
の
行
為
の
行
方
を
読
者
の
想
像
に
委
ね
る

よ
う
な
形
で
詩
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
平
易
な
語
の
使
用
と
、
そ
の
音
の
反
復
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
一
人
の
女
性
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の
「
年
輪
」
は
、
女
性
の
社
会
的
位
置
を
批
評
的
に
映
し
出
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

「
変
化
」
も
、
全
て
の
行
に
「
値
上
げ
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
文
末
の
語
の
音
は
、-u

、-ai

、ga

の
お
よ
そ
三
パ
タ
ー

ン
だ
。
あ
る
い
は
、「
え
ぬ
」「
な
い
」「
た
い
」「
あ
る
が
」「
で
あ
る
」
の
お
よ
そ
五
パ
タ
ー
ン
の
表
現
で
成
立
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
音
と
表
現
が
使
い
分
け
ら
れ
な
が
ら
、
当
初
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
値
上
げ
が
徐
々
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
く
言
い
訳
じ
み
た
語
り
は
、
ま
さ
に
値
上
げ
の
口
実
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に

風
刺
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
値
上
げ
に
ふ
み
き
ろ
う
」
と
い
う
最
終
行
だ
け
が
、
そ
れ
ま
で
の
音
や
表
現
を
切
り
離
す
か

の
よ
う
に
や
や
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
、
値
上
げ
を
行
う
意
志
へ
の
「
変
化
」
と
し
て
こ
の
詩
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。

フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
は
、
い
く
つ
か
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
を
数
度
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
、
類
似
し
た
フ
レ
ー
ズ
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
備
え
、
脚
韻
を
踏
ん
で
い
る
「
年
輪
」
や
「
変
化
」
は
確
か
に
曲
に
し
や
す
い
。
し
か
も
そ

の
詩
の
内
容
は
、
一
人
の
人
生
の
悲
哀
を
物
静
か
に
語
っ
た
り
、
値
上
げ
と
い
う
事
象
を
通
じ
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
社
会
を
風
刺
し
た
り
す

る
も
の
だ
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
高
田
は
、
有
馬
の
詩
に
限
ら
ず
、
こ
の

よ
う
な
類
い
の
詩
を
好
ん
で
歌
に
し
て
い
た
。
日
常
的
に
交
流
の
あ
っ
た
有
馬
の
詩
を
高
田
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
し
た
の
は
当
然
の

成
り
行
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

有
馬
の
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
に
関
西
の
若
い
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
が
注
目
し
た
の
も
、
同
様
の
理
由
か
ら
だ
。
有
馬
は
、『
新
編

わ
ら
べ
う
た
』
以
降
も
、『
ぼ
く
の
し
る
し
』（
ゲ
リ
ラ
の
会

一
九
六
六
年
一
〇
月
）、『
わ
た
し
の
げ
ん
ま
ん
』（
ゲ
リ
ラ
の
会

一
九

六
七
年
一
〇
月
）、『
は
あ

と
う

と
う

と
う
』（
京
都
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
連
盟

一
九
六
九
年
六
月
）
な
ど
、
創
作
わ
ら
べ
う
た
の

詩
集
を
刊
行
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
を
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
し
た
ア
ル
バ
ム
『
ぼ
く
の
し
る
し

わ
ら
べ
う
た

― ４３ ―
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２４
』（
Ｕ
Ｒ
Ｃ
一
九
七
〇
年
三
月
）
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。
有
馬
の
詩
は
も
と
も
と
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、

こ
と
ば
遊
び
や
例
の
音
楽
性
に
支
え
ら
れ
た
子
ど
も
向
け
の
平
易
な
詩
が
多
い
の
だ
が
、
中
に
は
そ
れ
を
逸
脱
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の

ア
ル
バ
ム
に
お
い
て
、
稗
島
千
江
と
き
く
ち
さ
よ
こ
の
二
人
が
異
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
メ
ロ
デ
ィ
を
用
意
し
た
「
う
た
れ
た

し
か
」
を

見
て
み
よ
う
。

う
た
れ
た

し
か
が
／
や
ま
か
ら

に
げ
て
き
た
／
う
し
ろ
か
た
あ
し

び
っ
こ
を
ひ
い
て
／
さ
か
や
の

う
ら
ご
や
へ
／
に
げ
こ

ん
だ

う
た
れ
た

し
か
は
／
ち
い
さ
く
な
っ
て
い
た
／
う
し
ろ
か
た
あ
し

か
ば
っ
て
す
わ
り
／
か
こ
ん
だ

り
ょ
う
し
へ
／
つ
の
む
け

たう
た
れ
た

し
か
は
／
つ
い
に

い
け
ど
ら
れ
た
／
う
し
ろ
か
た
あ
し

ま
っ
か
に
そ
め
て
／
つ
な
に
し
ば
ら
れ
て
／
な
い
て
い
た

（「
う
た
れ
た

し
か
」）

こ
れ
は
、
猟
師
に
片
脚
を
撃
た
れ
、
山
を
逃
れ
た
一
匹
の
鹿
が
生
け
捕
ら
れ
る
悲
哀
を
語
っ
た
詩
で
あ
り
、
人
間
に
よ
っ
て
生
命
を
奪

わ
れ
て
い
く
生
物
の
姿
は
、
子
ど
も
に
も
そ
れ
だ
け
で
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
解
釈

は
こ
の
詩
の
表
面
し
か
読
み
取
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
当
時
の
社
会
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
詩
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
背
景

と
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
う
た
れ
た

し
か
」
に
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
の

兵
士
の
姿
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ゲ
リ
ラ
戦
を
得
意
と
し
た
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
の
兵
士
が
米
兵
の
狙
撃
に

よ
っ
て
傷
を
負
っ
て
山
間
部
を
離
れ
、
近
代
的
な
装
備
の
ア
メ
リ
カ
兵
に
囲
ま
れ
な
が
ら
も
な
お
抗
戦
の
態
度
を
示
し
、
捕
虜
と
な
っ
て

い
く
姿
が
「
う
た
れ
た

し
か
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
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ア
ル
バ
ム
『
ぼ
く
の
し
る
し

わ
ら
べ
う
た
２４
』
に
は
、「
う
た
れ
た

し
か
」
の
他
に
も
、「
あ
か
ん
と
バ
イ
」（「
あ
か
と
ば
い
」）

や
「
く
わ
ば
ら
」
の
よ
う
に
当
時
の
世
界
情
勢
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
皮
肉
る
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の

記
憶
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
統
治
下
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
沖
縄
に
触
れ
た
「
む
か
し
ば
な
し
」
と
い
う
曲
も
政
治
色
が
濃

い
。
つ
ま
り
、
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
は
、
音
や
フ
レ
ー
ズ
の
反
復
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
有
馬
の
詩
の
表
現
面
に
の
み
注
目
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン
グ
に
も
通
ず
る
そ
の
意
味
内
容
を
も
掬
い
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に
も
伝
わ
る
よ

う
な
平
易
な
語
の
選
択
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
は
、
民
衆
に
伝
達
さ
れ
る
要
素
も
備
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
フ
ォ
ー
ク
・

シ
ン
ガ
ー
た
ち
は
有
馬
の
詩
に
注
目
し
た
の
だ
ろ
う
。
有
馬
も
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
と
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

元
来
、
わ
ら
べ
う
た
は
人
事
を
諷
し
た
寓
意
的
、
比
喩
的
な
性
格
を
も
つ
歌
で
あ
っ
た
こ
と
を
お
も
え
ば
、
現
代
の
わ
ら
べ
う
た

が
、
時
事
的
な
こ
と
ば
を
お
き
か
え
た
り
挿
入
し
た
り
し
て
、
と
き
に
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
自
体
が
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
／
そ
の
意
味
で
は
伝
統
的
な
わ
ら
べ
う
た
は
、
わ
が
国
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
と
し
て
考
え
な
お
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、（
中
略
）
子
ど
も
の
独
自
性
を
生
か
し
て
、
時
代
や
場
所
に
応
じ
、
現
代
風
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
と
わ
た
し

は
お
も
う
。

（「
現
代
っ
子
と
わ
ら
べ
う
た
」『
京
都
新
聞
』
一
九
六
八
年
五
月
五
日
）

「
人
事
を
諷
し
た
寓
意
的
、
比
喩
的
な
性
格
」
を
持
つ
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
を
、
民
衆
が
歌
詞
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
歌
い
継
い
で
き
た

〈
う
た
〉、「
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
」
と
し
て
有
馬
は
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
詩
を
実
際
に
ア
メ
リ
カ
風
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ

ン
グ
に
し
た
の
が
、
フ
ォ
ー
ク
に
親
し
ん
で
い
た
当
時
の
若
者
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
有
馬
の
認
識
に
沿
え
ば
、
メ
ロ
デ
ィ
を
ア

レ
ン
ジ
す
る
一
つ
の
形
態
こ
そ
が
若
者
た
ち
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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有
馬
の
詩
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
な
っ
た
の
は
、
先
述
し
た
一
九
六
七
年
七
月
開
催
の
第
一
回
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
当

時
大
阪
の
女
子
短
大
生
で
あ
っ
た
森
国
純
恵
が
有
馬
の
「
ぼ
く
の
し
る
し
」
に
曲
を
つ
け
た
の
が
最
初
で
あ
る
よ
う
で
、
そ
の
後
も
、
森

国
は
ラ
イ
ブ
や
ラ
ジ
オ
で
こ
の
曲
を
歌
っ
た
そ
う
だ
。
森
国
は
、
ア
ル
バ
ム
『
ぼ
く
の
し
る
し

わ
ら
べ
う
た
２４
』
が
制
作
さ
れ
る
前
に

「
う
た
れ
た

し
か
」
を
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
化
し
て
い
た
人
物
で
も
あ
る
⑿
。
同
年
一
一
月
開
催
の
第
二
回
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
で

は
、
高
石
友
也
と
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
パ
ー
ズ
が
、
有
馬
の
詩
集
『
贋
金
つ
く
り

’63
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
詩
「
小
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア

ン
」
を
土
台
と
し
て
「
誰
か
が
ど
こ
か
で
」
と
い
う
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
作
り
、
こ
の
曲
は
翌
年
二
月
に
ユ
ニ
オ
ン
レ
コ
ー
ド
か
ら
シ

ン
グ
ル
リ
リ
ー
ス
も
さ
れ
て
い
る
⒀
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
有
馬
が
キ
ャ
ン
プ
に
参
加
す
る
の
は
第
三
回
目
か
ら
だ
が
、
そ
の
後
自
ら
の

詩
が
頻
繁
に
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
な
っ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
有
馬
の
詩
も
ま
た
制
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
有
馬
の
詩
に
内
在
す

る
音
楽
性
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
備
わ
っ
て
来
た
側
面
も
あ
ろ
う
。

三
、
今
江
祥
智
と
上
野
瞭

有
馬
の
〈
わ
ら
べ
う
た
〉
に
対
す
る
関
心
は
、
京
都
の
児
童
文
学
者
た
ち
と
接
触
す
る
機
会
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
人
に
今
江

祥
智
が
い
る
。
今
江
は
一
九
三
二
年
に
大
阪
に
生
ま
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
有
馬
と
今
江
は
同
志
社
大
学
在
学
中
に
知
り
合
っ
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
童
話
を
書
き
始
め
た
今
江
は
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
に
理
論
社
か
ら
『
山
の
む
こ
う
は
青
い
海
だ
っ
た
』
を
刊

行
、
一
九
六
六
年
一
二
月
に
実
業
之
日
本
社
か
ら
刊
行
し
た
『
海
の
日
曜
日
』
で
サ
ン
ケ
イ
児
童
出
版
文
化
賞
と
児
童
福
祉
文
化
奨
励
賞

を
受
賞
し
た
。
一
九
六
八
年
の
春
に
聖
母
女
学
院
短
期
大
学
専
任
講
師
に
迎
え
入
れ
ら
れ
、
再
び
京
都
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
今
江
と
有
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馬
は
以
後
度
々
行
動
を
共
に
し
て
い
る
⒁
。
有
馬
の
ノ
ー
ト
に
よ
る
と
、
今
江
と
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
の
は
一
九
六
八
年
五
月
一
一
日

の
こ
と
で
、
今
江
や
中
川
正
文
、
花
岡
大
学
、
上
野
瞭
ら
と
数
人
で
集
ま
り
、
児
童
文
学
雑
誌
創
刊
の
企
画
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い

る
⒂
。
そ
の
後
、
有
馬
の
影
響
か
ら
か
、
今
江
や
上
野
は
、
フ
ォ
ー
ク
の
集
会
に
も
頻
繁
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
先

述
し
た
ア
ル
バ
ム
『
ぼ
く
の
し
る
し

わ
ら
べ
う
た
２４
』
に
参
加
し
て
い
る
稗
島
千
江
は
、
当
時
今
江
と
夫
婦
関
係
に
あ
っ
た
。

も
と
も
と
今
江
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
や
、
そ
れ
を
歌
う
イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
を
愛
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
詩
と

音
楽
と
の
関
係
か
ら
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
も
関
心
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
江
の
「
詩
と
音
楽
の
握
手

ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー

ル
と
イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
の
場
合
」（『
作
家
』
一
九
五
九
年
三
月
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
一
部
の
詩
人
た
ち
と
同

様
、
今
江
も
ま
た
、
詩
が
一
定
の
質
を
保
ち
な
が
ら
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
い
う
歌
と
し
て
多
く
の
受
け
手
を
持
つ
可
能
性
に
期
待
し
て
い
た
人

物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
上
に
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
江
が
『
う
た
う
た
う
た

フ
ォ
ー
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』（
一
九
六
九
年
三
月
）
に
寄
せ
た
「
歌
の
誕
生
」
に
は
、
高
石
友
也
や
岡
林
信
康
、
高
田
渡
ら
の
関
西
フ
ォ
ー

ク
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

こ
う
し
た
歌
が
い
わ
ゆ
る
流
行
歌
と
根
本
的
に
ち
が
う
の
は
、
歌
に
よ
っ
て
何
か
を
訴
え
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
歌

の
文
句
を
き
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
流
行
歌
の
方
が
、
歌
詞
を
伴
奏
も
ご
っ
ち
ゃ
に
し

て
一
つ
の
ム
ー
ド
を
か
き
た
て
て
い
る
だ
け
な
の
に
較
べ
る
と
雲
泥
の
差
で
す
。
そ
し
て
、
高
田
渡
、
岡
林
信
康
、
高
石
友
也
、
中

川
五
郎
、
フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
パ
ー
ズ
、
ジ
・
ア
ッ
プ
ル
ズ
、
と
い
う
一
群
の
歌
い
手
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
た
ゲ
リ
ラ
の
群
れ
の
よ
う

に
、
適
確
に
こ
う
し
た
新
し
い
歌
を
ひ
ろ
め
て
き
ま
し
た
。
わ
た
し
も
連
中
の
一
撃
き
に
、
し
て
や
ら
れ
た
一
人
で
す
が
、
い
ま
で

は
わ
た
し
は
、
こ
う
し
た
ゲ
リ
ラ
の
群
れ
の
周
辺
を
か
け
ま
わ
る
宣
伝
隊
の
一
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。

― ４７ ―

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち



今
江
も
や
は
り
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
流
行
歌
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン
グ
の
要
素
が

強
い
こ
と
や
、
そ
の
歌
詞
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
各
地
に
出
向
い
て
多
く
の
人
々
の
前
で
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン
グ
を
歌
う
、

そ
の
攻
撃
的
な
批
評
性
を
「
ゲ
リ
ラ
」
に
喩
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
時
代
の
「
ゲ
リ
ラ
」
と
い
う
語
に
対
す
る
価
値
観
や
行
動
に
対
す

る
評
価
軸
が
表
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

そ
の
一
方
で
、
今
江
は
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
弱
点
も
い
ち
早
く
突
い
て
い
た
。
今
江
は
、
高
石
や
岡
林
の
歌
は
高
く
評
価
す
る
も
の
の
、

そ
の
「
背
後
に
い
る
予
備
軍
の
弱
さ
」
が
フ
ォ
ー
ク
集
会
を
退
屈
に
し
て
「
こ
の
玉
石
混
交
が
、
フ
ォ
ー
ク
の
聴
き
手
の
数
と
は
ば
が
増

す
こ
と
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
」
と
し
、「
予
備
軍
」
が
「
未
熟
な
ま
ま
舞
台
で
歌
っ
て
い
る
と
い
う
、
一
種
の
甘
え
が
、
わ
た
し

に
は
し
ん
ど
い
の
で
す
」
と
も
言
う
。
さ
ら
に
は
、「
日
本
版
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
が
、
す
で
に
、
ぎ
ゆ
ず
め
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
に
自
分
を
押
し
こ
ん
で
│
│
新
し
い
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
た
め
の
時
間
を
失
く
し
て
い
る
」
こ
と
に
触
れ
、
今
江
が
高
く
評
価
す
る
ジ

ョ
ー
ン
・
バ
エ
ズ
や
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
の
最
新
ア
ル
バ
ム
の
よ
う
な
表
現
を
創
り
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
危
惧
し
て
い
る
。

関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
は
、
鶴
見
俊
輔
の
限
界
芸
術
論
を
背
景
と
し
た
片
桐
ユ
ズ
ル
の
理
論
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
く
側
面

が
あ
る
が
、
非
専
門
家
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
非
専
門
家
に
享
受
さ
れ
る
「
限
界
芸
術
」
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ク
は
、
今
江
が
指
摘
す
る
よ

う
な
未
熟
さ
を
常
に
抱
え
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
の
一
方
で
、
関
西
フ
ォ
ー
ク
を
「
流
行
歌
と
根
本
的
に
ち
が
う
」
も
の
と
し

て
捉
え
る
今
江
が
指
摘
す
る
未
熟
さ
と
は
、
実
は
鶴
見
の
言
う
「
大
衆
芸
術
」
と
し
て
の
流
行
歌
に
対
す
る
評
価
基
準
が
作
用
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、「
予
備
軍
」
の
「
甘
え
」
が
「
し
ん
ど
い
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
フ
ォ
ー
ク
と

い
う
限
界
芸
術
を
、
非
専
門
家
の
享
受
者
で
あ
る
今
江
が
受
け
止
め
か
ね
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
も
い
よ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
限

界
芸
術
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
限
界
芸
術
と
し
て
の
関
西
フ
ォ
ー
ク

関
西
フ
ォ
ー
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に
対
す
る
今
江
の
認
識
不
足
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
。

当
時
の
片
桐
と
今
江
は
親
し
く
交
流
し
て
お
り
、
片
桐
は
そ
の
こ
ろ
今
江
の
家
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
と
い
う
。
今
江
は
高
石
友
也
を
評

価
し
、
イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
の
レ
コ
ー
ド
を
片
桐
に
よ
く
聴
か
せ
て
い
た
そ
う
だ
。
片
桐
は
関
西
フ
ォ
ー
ク
に
対
す
る
今
江
の
ス
タ
ン
ス
を

以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
運
動
の
趣
旨
か
ら
い
え
ば
、
プ
ロ
で
な
い
ふ
つ
う
の
ひ
と
が
自
分
た
ち
自
身
の
手
で
で
き
る
表
現
方
法
を
獲
得

し
た
と
い
う
こ
と
に
ぼ
く
は
興
奮
し
て
い
た
の
で
、
中
川
五
郎
と
か
西
尾
志
真
子
と
か
を
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
が
、
彼
は
高

石
ひ
と
り
だ
け
し
か
ほ
め
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
傾
向
を
同
志
社
大
学
の
山
本
メ
イ
先
生
は
「
イ
マ
エ
の
一
流
主
義
」
と
呼
ん
で
い

た
⒃
。

西
尾
志
真
子
は
中
川
五
郎
の
高
校
の
同
級
生
で
⒄
、
ア
ル
バ
ム
『
ぼ
く
の
し
る
し

わ
ら
べ
う
た
２４
』
に
参
加
し
た
シ
ン
ガ
ー
の
一
人

で
も
あ
る
。
山
本
明
は
、
先
述
し
た
同
志
社
大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
講
座
に
お
け
る
替
歌
の
研
究
会
で
、
鶴
見
や
有
馬
と
共
に
講
師
を

務
め
た
社
会
学
者
だ
。
右
の
片
桐
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
今
江
は
限
界
芸
術
と
し
て
関
西
フ
ォ
ー
ク
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
よ
う
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
流
行
歌
と
根
本
的
に
ち
が
う
」
こ
と
は
認
識
し
て
は
い
る
。
関
西
フ
ォ
ー
ク
を
、
鶴
見
の

言
う
「
限
界
芸
術
」
で
も
「
大
衆
芸
術
」
で
も
な
い
〈
う
た
〉
と
し
て
捉
え
て
い
く
そ
の
感
性
が
、「
イ
マ
エ
の
一
流
主
義
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
に
な
ろ
う
か
。

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
め
ぐ
る
こ
の
重
要
な
論
点
と
は
別
に
今
江
が
指
摘
し
た
も
う
一
つ
の
問
題
、
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
た
ち
の

多
忙
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
こ
の
半
年
後
に
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
シ
ン
ガ
ー
た
ち
は
、
フ
ォ
ー
ク
集

会
だ
け
で
な
く
、
国
内
の
勤
労
者
音
楽
協
議
会
（
労
音
）
の
例
会
で
連
日
の
よ
う
に
歌
っ
て
お
り
、
そ
の
終
了
後
に
は
主
催
者
側
と
の
合

― ４９ ―
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評
会
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
シ
ン
ガ
ー
た
ち
を
疲
弊
さ
せ
、
一
九
六
九
年
九
月
に
岡
林
信
康
は
大

阪
労
音
の
例
会
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
数
か
月
間
姿
を
く
ら
ま
し
て
い
る
。
今
江
は
、
失
踪
中
の
岡
林
に
向
け
た
「
手
紙
一
つ
」（『
う
た
う

た
う
た

フ
ォ
ー
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』
一
九
六
九
年
一
二
月
）
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
て
身
を
案
じ
た
。
岡
林
や
高
田
渡
ら
も
し
ば
し
ば
今

江
の
世
話
に
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
高
田
渡
の
自
費
出
版
詩
集
『
個
人
的
理
由
』
に
は
、
今
江
夫
妻
に
対
す
る
謝
辞
が
見
ら
れ
る
。

今
江
の
作
品
『
水
と
光
と
そ
し
て
わ
た
し
』（
岩
波
書
店

一
九
七
四
年
三
月
）
の
末
尾
に
は
、
岡
林
を
思
わ
せ
る
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン

ガ
ー
も
登
場
す
る
。
山
林
の
鳥
獣
保
護
に
努
め
る
作
中
人
物
の
男
性
が
、
カ
ー
・
ラ
ジ
オ
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、「
や
っ
ぱ
り
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
は
ん
は
、
も
っ
と
根
本
的
な
、
ま
あ
、
い
う
て
み
た
ら
、
ほ
か
の
動
物
や
植
物
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
中
で
人
間
を
考
え

る
べ
き
や
と
か
、
ま
、
そ
ん
な
ほ
う
け
た
こ
と
ば
か
り
い
う
て
は
っ
た
ン
と
ち
ゃ
う
や
ろ
か
」
と
い
う
声
と
、「
土
と
み
ど
り
と
動
く
も

の
と
／
水
と
光
と
、
そ
し
て
わ
た
し
／
い
ま
は
じ
め
て
彼
ら
を
知
り
／
い
ま
は
じ
め
て

わ
た
し
を
知
る
」
と
い
う
歌
詞
の
曲
が
聞
こ
え

て
く
る
と
い
う
場
面
だ
。
作
中
の
男
性
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
が
口
に
す
る
「
ほ
う
け
た
」
と
い
う
表
現
を
彼
の
「
て
れ
」
と

知
り
、
こ
の
歌
詞
の
意
味
を
反
芻
し
て
い
る
。
こ
の
歌
詞
は
岡
林
の
曲
「
申
し
訳
な
い
が
気
分
が
い
い
」
の
一
節
で
あ
り
、
今
江
の
作
品

の
タ
イ
ト
ル
は
こ
の
曲
の
歌
詞
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
曲
が
、
岡
林
の
シ
ン
グ
ル
「
俺
ら
い
ち
ぬ
け
た
」
の
Ｂ
面
と
し
て
発
売
さ
れ
た
一
九
七
一
年
七
月
、
岡
林
は
、
都
市
で
の
生
活
に

嫌
気
が
さ
し
、
農
村
で
の
生
活
に
関
心
を
持
ち
始
め
て
い
た
。
片
桐
や
そ
の
弟
中
尾
ハ
ジ
メ
が
紹
介
す
る
ア
メ
リ
カ
の
ヒ
ッ
ピ
ー
文
化
や

コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
に
影
響
さ
れ
、
そ
の
中
で
再
評
価
さ
れ
て
い
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
ヒ
の
思
想
を
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
岡
林
の
「
イ
エ
ス
は
ヒ
ッ
ピ
ー
だ
っ
た
」（『
思
想
の
科
学
』
一
九
七
一
年
六
月
）
と
い
う
記
事
に
示
さ
れ
て
お
り
、『
水

と
光
と
そ
し
て
わ
た
し
』
に
描
か
れ
て
い
る
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
の
キ
リ
ス
ト
観
は
、
こ
の
記
事
の
内
容
と
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い

関
西
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る
。
と
す
る
と
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
や
今
江
の
自
然
に
対
す
る
態
度
は
、
岡
林
の
そ
れ
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
も
な
ろ
う
。

今
江
と
同
じ
く
、
上
野
瞭
も
関
西
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
児
童
文
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
特
に
、
高
石
友

也
、
岡
林
信
康
、
中
川
五
郎
の
三
人
に
注
目
し
て
い
た
ら
し
く
、
三
人
の
共
著
で
あ
る
『
フ
ォ
ー
ク
は
未
来
を
ひ
ら
く

民
衆
が
つ
く
る

民
衆
の
う
た
』（
社
会
新
報

一
九
六
九
年
五
月
）
も
、
上
野
の
発
案
で
あ
っ
た
ら
し
い
⒅
。
当
時
の
有
馬
の
ノ
ー
ト
に
も
、
フ
ォ
ー
ク

の
ラ
イ
ブ
に
足
を
運
び
、
今
江
宅
で
岡
林
ら
と
交
流
す
る
上
野
の
姿
が
綴
ら
れ
て
い
る
⒆
。
一
九
七
一
年
七
月
に
Ｕ
Ｒ
Ｃ
か
ら
シ
ン
グ

ル
・
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
加
川
良
の
代
表
曲
「
教
訓
Ⅰ
」
の
歌
詞
が
、
上
野
瞭
『
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
人
生
論
』（
三
一
書
房

一
九
六
七

年
七
月
）
の
一
節
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
は
一
部
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
上
野
の
回
想
録
『
日
本
の
プ
ー
横
丁
』（
光
村
図
書

一
九
八
五

年
一
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
加
川
は
、
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
さ
れ
て
い
た
そ
の
一
節
を
た
ま
た
ま
目
に
し
、

「
教
訓
Ⅰ
」
を
作
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
以
下
は
、『
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
人
生
論
』
に
記
さ
れ
た
「
教
訓
そ
の
一
」
の
冒
頭
で
あ
る
。

命
ハ
一
ツ
。
人
生
ハ
一
回
。
ダ
カ
ラ
、
セ
メ
テ
、
ダ
マ
シ
タ
リ
、
ダ
マ
サ
レ
タ
リ
シ
テ
、
コ
ノ
命
、
ス
テ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
シ
ヨ
ウ
。
ア

ワ
テ
ル
ト
、
ツ
イ
、
フ
ラ
フ
ラ
ト
シ
テ
、
オ
国
ノ
タ
メ
│
│
ナ
ド
ト
イ
ワ
レ
ル
ト
、
ポ
ン
ト
、
ソ
ノ
一
ツ
キ
リ
ノ
イ
ノ
チ
ヲ
、
ソ
マ

ツ
ニ
投
ゲ
ダ
ス
ヤ
ツ
モ
デ
テ
ク
ル
ガ
、
考
エ
テ
モ
ミ
タ
マ
エ
。
オ
国
ハ
、
オ
レ
タ
チ
ガ
死
ン
デ
モ
、
ノ
コ
リ
マ
ス
。
少
ナ
ク
ト
モ
、

ズ
ッ
ト
ア
ト
マ
デ
、
ノ
コ
リ
マ
ス
。

加
川
は
こ
う
し
た
表
現
を
土
台
に
し
な
が
ら
「
教
訓
Ⅰ
」
を
作
詞
し
、
そ
れ
を
自
ら
が
作
詞
し
た
曲
と
し
て
リ
リ
ー
ス
し
た
。『
日
本

の
プ
ー
横
丁
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
加
川
は
そ
の
こ
と
を
上
野
に
直
接
謝
罪
し
、
そ
の
後
上
野
は
こ
の
曲
の
著
作
権
者
と
な
っ
た
と
い
う

が
、
上
野
は
加
川
か
ら
の
謝
罪
が
あ
る
ま
で
こ
の
曲
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
加
川
の
無
断
借
用
も
気
に
留
め
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
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た
上
野
の
態
度
も
、
加
川
を
知
る
前
か
ら
関
西
フ
ォ
ー
ク
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
上
野
の
『
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
人
生
論
』
は
高
校
生
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
、「
教
訓
そ
の
一
」
は
そ
の
中
の
「
戦
争
に

つ
い
て
」
と
い
う
章
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
上
野
は
、
個
人
の
人
生
が
国
家
の
都
合
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
、
そ
の
暴
力
に
晒
さ
れ

て
い
く
様
を
戦
争
中
の
記
憶
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
高
校
生
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
加
川
の
「
教
訓
Ⅰ
」
は
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を

フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

片
桐
ユ
ズ
ル
、
中
山
容
、
有
馬
敲
、
今
江
祥
智
、
上
野
瞭
は
い
ず
れ
も
一
九
三
〇
年
前
後
の
生
ま
れ
で
、
そ
の
少
年
期
を
戦
時
下
で
過

ご
し
た
。
彼
ら
の
少
年
期
の
記
憶
は
、
戦
後
民
主
主
義
の
中
で
国
家
や
戦
争
に
対
す
る
批
評
性
に
転
化
し
、
個
々
の
表
現
の
中
に
表
出
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
に
お
け
る
若
者
た
ち
の
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン
グ
、
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
の
表
現
と

響
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
加
川
の
「
教
訓
Ⅰ
」
は
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

四
、
小
野
十
三
郎
と
村
田
拓

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
見
え
始
め
る
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
動
き
は
、
大
阪
文
学
学
校
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
大
阪
文
学
学
校
は
一

九
五
四
年
三
月
に
開
講
さ
れ
た
「
大
阪
詩
の
教
室
」
か
ら
発
展
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
、
同
年
七
月
に
開
校
し
た
。
前
年
一
一
月
に
東
京

に
開
校
し
た
新
日
本
文
学
会
に
よ
る
日
本
文
学
学
校
を
参
考
に
開
校
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
両
校
は
親
和
的
な
関
係

に
あ
る
。
大
阪
文
学
学
校
の
初
代
校
長
は
小
野
十
三
郎
で
、
一
九
五
五
年
の
就
任
か
ら
一
九
九
一
年
に
名
誉
校
長
に
昇
任
す
る
ま
で
校
長

を
務
め
た
⒇
。
一
九
〇
三
年
に
大
阪
に
生
ま
れ
た
小
野
は
、
上
京
し
て
詩
誌
『
赤
と
黒
』
等
で
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
詩
人
と
し
て
活
動
し
た

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち
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後
、
一
九
三
三
年
か
ら
大
阪
で
生
活
し
て
い
た
。
小
野
は
、
戦
後
関
西
詩
壇
の
中
心
人
物
と
し
て
詩
人
た
ち
を
牽
引
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。そ

の
小
野
が
戦
後
書
き
進
め
て
い
っ
た
も
の
に
、『
詩
論
＋
続
詩
論
＋
想
像
力
』（
思
潮
社

一
九
六
二
年
九
月
）
が
あ
る
。
小
野
は
、

「
詩
論
」
に
お
い
て
、
戦
時
下
に
利
用
さ
れ
た
韻
律
や
短
歌
的
抒
情
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
を
現
代
詩
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
、「
続
詩
論
」

に
お
い
て
、
そ
の
「
歌
と
逆
に
歌
に
」
と
い
う
考
え
方
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
た
。「
歌
と
逆
に
歌
に
」
と
は
、
韻
律
や
短
歌
的
抒
情
に

よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
歌
と
は
異
な
る
意
味
で
の
「
歌
」
を
詩
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
弁
証
法
的
に
乗
り
越
え
る
こ

と
が
小
野
の
現
代
詩
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
野
が
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
の
が
や
は
り
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ヴ
ェ

ー
ル
の
詩
で
あ
っ
た
。
小
野
は
「
続
詩
論
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
法
の
今
日
的
な
到
達
に
は
、
生
な
生
活
詩
人
な
ど
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
ひ
も
つ
き
の
革
命
的
御
用
詩
人
ら
の

窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
或
は
窺
知
し
得
て
も
、
そ
れ
を
階
級
的
脱
落
と
し
て
し
か
評
価
し
よ
う
と
せ
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
や

方
法
探
求
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
そ
れ
が
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
下
の
人
間
状
況
の
中
で
一
つ
の
急
角
度
の
屈
折
を
示
し
た
こ
と
は
想
像
さ

れ
る
が
、
彼
の
場
合
、
な
ん
と
云
っ
て
も
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
を
通
過
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

私
は
思
う
。
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
が
こ
の
時
代
に
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
、
外
部
現
実
の
怪
奇
な
ま
で
に
急
迫
し
た
投
映
を
人
間
の
深
層
心

理
の
内
部
に
お
い
て
読
み
と
る
力
、
意
識
下
の
世
界
と
意
識
上
の
世
界
と
の
複
雑
な
か
み
あ
い
の
中
で
、
必
ず
し
も
解
放
的
で
は
な

い
人
間
の
生
命
の
無
惨
な
あ
が
き
を
感
知
し
た
愛
に
満
ち
た
鋭
い
洞
察
力
は
、
時
代
の
変
転
を
経
て
、
そ
の
ま
ま
に
人
間
感
情
の
機

微
を
正
確
に
と
ら
え
得
る
技
術
と
し
て
鍛
え
ら
れ
、
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
と
現
実
の
進
展
と
の
相
互
関
係
に
の
っ
ぴ
き
な

ら
ぬ
必
然
性
が
う
す
れ
た
今
日
に
至
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
前
途
に
明
る
い
見
通
し
を
持
つ
働
ら
く
大
衆
の
世
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界
と
精
神
を
も
、
や
さ
し
く
単
純
な
魅
力
あ
る
ス
タ
イ
ル
で
も
っ
て
歌
う
こ
と
の
で
き
る
技
術
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。

小
野
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
経
過
し
た
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
衆
に
共
有
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
ま
さ

し
く
安
易
な
抒
情
性
が
否
定
さ
れ
た
上
に
成
立
し
た
詩
が
「
歌
」
と
し
て
現
出
し
て
い
る
事
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
必
ず
し

も
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
が
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
い
う
形
で
大
衆
に
広
ま
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
自
体
に
小
野
の

言
う
「
歌
」
が
既
に
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
野
は
、「
歌
」
を
、「
読
者
が
生
活
の
日
常
的
な
次
元
に
お
い
て
持
し
て

い
る
感
性
の
秩
序
が
、
詩
と
い
う
構
築
の
内
部
へ
く
ぐ
る
や
た
ち
ま
ち
強
い
震
動
を
お
こ
し
、
そ
の
震
動
に
よ
っ
て
、
感
性
の
秩
序
に
一

種
の
変
化
が
生
じ
る
状
態
」
に
喩
え
て
も
い
る
。

こ
の
小
野
に
よ
る
「
歌
と
逆
に
歌
に
」
と
い
う
詩
論
は
、
大
阪
文
学
学
校
の
関
係
者
や
関
西
の
詩
人
た
ち
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
受

け
入
れ
る
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
働
い
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
大
阪
文
学
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
村
田
拓
が
、
学
校
の
機

関
誌
『
新
文
学
』
第
二
号
（
一
九
六
三
年
一
二
月
）
の
特
集
「
う
た
う
詩
の
運
動
」
に
寄
せ
た
「
流
行
歌
と
現
代
詩
の
リ
ズ
ム
」
で
評
価

し
て
い
る
の
は
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
ら
の
詩
を
歌
っ
た
イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
村
田
は
、
そ
こ
に
ユ
ー
モ
ア
と
し
て

の
批
評
と
詩
の
リ
ズ
ム
を
見
出
す
わ
け
だ
が
、
こ
の
評
価
軸
の
背
景
に
、
小
野
が
「
詩
論
」
の
中
で
述
べ
て
い
た
「
リ
ズ
ム
は
批
評
で
あ

り
生
活
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
や
、
例
の
「
歌
と
は
逆
に
歌
に
」
と
い
う
弁
証
法
的
論
理
が
あ
る
こ
と
は
、
村
田
が
自
己
言
及
し
て
い

る
通
り
で
あ
る
。

流
行
歌
と
現
代
詩
を
小
野
の
詩
論
の
中
で
捉
え
た
こ
の
村
田
拓
と
い
う
人
物
は
、
そ
の
後
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
広
が
り
に
大
き
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
村
田
は
一
九
三
〇
年
京
都
生
ま
れ
、
や
は
り
片
桐
ユ
ズ
ル
や
有
馬
敲
ら
と
同
世
代
だ
。
関
西
学
院
大
学
大
学
院

を
修
了
後
、
大
阪
文
学
学
校
に
入
学
し
、
卒
業
後
は
学
校
の
チ
ュ
ー
タ
ー
や
実
作
指
導
も
す
る
な
ど
学
校
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
。
大
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阪
の
新
森
小
路
教
会
で
牧
師
を
し
な
が
ら
執
筆
活
動
を
し
て
お
り
、
大
阪
文
学
学
校
内
の
「
小
説
グ
ル
ー
プ
」
の
中
心
人
物
で
も
あ
っ

た
21
。
こ
の
村
田
と
高
石
友
也
が
出
会
う
の
が
一
九
六
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。

立
教
大
学
に
在
学
し
て
い
た
高
石
が
大
阪
に
や
っ
て
来
た
の
は
一
九
六
六
年
四
月
、
釜
ヶ
崎
で
の
日
雇
い
労
働
や
屋
台
の
ラ
ー
メ
ン
屋

な
ど
を
や
っ
て
そ
の
日
暮
ら
し
を
し
て
い
た
高
石
は
、
夏
頃
か
ら
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
歌
い
始
め
た
。
そ
の
頃
の
高
石
は
大
阪
の
Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ
に
出
入
り
し
て
お
り
、
そ
の
六
甲
キ
ャ
ン
プ
で
村
田
と
高
石
は
初
め
て
会
っ
て
い
る
。
村
田
は
、
そ
の
年
の
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た

第
二
回
「
フ
ォ
ー
ク
・
フ
ォ
ー
ク
・
フ
ォ
ー
ク
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
高
石
が
「
ベ
ト
ナ
ム
の
空
」（
日
高
義
作
詞
・
作
曲
）

を
歌
う
の
を
聴
い
て
、
高
石
に
対
す
る
思
い
を
強
く
し
た
そ
う
だ
22
。
村
田
は
、
箱
根
の
国
道
一
号
線
を
車
で
走
り
な
が
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
を
想
起
す
る
小
説
「
箱
根
の
国
道
一
号
線
」
を
『
新
文
学
』（
一
九
六
五
年
六
月
）
に
掲
載
し
、
一
九
六
六
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
大

阪
文
学
学
校
の
第
一
回
文
学
集
会
で
「
ベ
ト
ナ
ム
と
私
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
集
会
を
運
営
し
て
お
り
、
高
石
の
歌
う
こ
の
歌
も
そ
の
問
題

意
識
の
中
で
捉
え
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
23
。

関
西
フ
ォ
ー
ク
に
か
か
わ
っ
た
多
く
の
文
学
者
が
高
石
友
也
を
高
く
評
価
し
た
よ
う
に
、
こ
の
現
象
を
当
初
リ
ー
ド
し
て
い
た
の
が
高

石
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
粗
野
な
イ
メ
ー
ジ
と
素
人
っ
ぽ
さ
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
登
場
し
た
当
時
の
高
石
の
イ
ン
パ
ク
ト
は

非
常
に
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。
村
田
と
同
じ
く
第
二
回
「
フ
ォ
ー
ク
・
フ
ォ
ー
ク
・
フ
ォ
ー
ク
」
に
来
場
し
た
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
の
秦
政
明

も
、
や
は
り
高
石
に
魅
せ
ら
れ
、
直
後
に
高
石
を
プ
ロ
モ
ー
ト
す
る
た
め
の
事
務
所
を
設
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
村
田
は
、
後
に
高
石

の
後
援
会
の
会
長
を
務
め
、
高
石
夫
妻
の
媒
酌
人
も
務
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
24
。

村
田
は
、
高
石
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
の
可
能
性
を
見
出
し
、
一
九
六
七
年
七
月
か
ら
開
催
さ
れ
始
め
た
フ
ォ
ー

ク
・
キ
ャ
ン
プ
や
、
一
九
六
八
年
一
月
か
ら
新
森
小
路
教
会
で
開
催
さ
れ
始
め
た
フ
ォ
ー
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
力
を
尽
く
し
た
。
一
九
六
九
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年
一
月
に
秦
が
設
立
し
た
ア
ン
グ
ラ
・
レ
コ
ー
ド
・
ク
ラ
ブ
（
Ｕ
Ｒ
Ｃ
）
の
会
員
募
集
で
は
、
監
修
者
と
し
て
谷
川
俊
太
郎
、
片
桐
ユ
ズ

ル
、
小
野
十
三
郎
、
鶴
見
俊
輔
ら
と
共
に
名
を
連
ね
25
、
同
年
同
月
に
Ｕ
Ｒ
Ｃ
の
関
連
会
社
ア
ー
ト
音
楽
出
版
社
が
創
刊
し
た
『
う
た
う

た
う
た

フ
ォ
ー
ク
・
リ
ポ
ー
ト
』（
後
『
季
刊
フ
ォ
ー
ク
リ
ポ
ー
ト
』）
に
も
何
度
か
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
。

村
田
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
認
識
は
、
ビ
ー
ト
詩
や
ポ
エ
ト
リ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
延
長
上
に
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
位
置
づ
け
、

鶴
見
俊
輔
の
限
界
芸
術
論
を
背
景
と
し
た
片
桐
ユ
ズ
ル
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
論
と
比
べ
る
と
、
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
一
般
的

で
す
ら
あ
る
。
高
石
友
也
、
岡
林
信
康
、
中
川
五
郎
に
よ
る
著
書
『
フ
ォ
ー
ク
は
未
来
を
ひ
ら
く

民
衆
が
つ
く
る
民
衆
の
う
た
』（
前

掲
）
に
寄
せ
た
村
田
の
序
文
に
よ
る
と
、
村
田
は
、
権
力
体
制
が
も
た
ら
す
疎
外
や
抑
圧
か
ら
主
体
を
確
立
す
る
「
民
衆
自
身
の
歌
に
よ

る
自
己
表
現
」
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
古
く
か
ら
歌
い
継
が
れ
て
き
た
民
謡
と
の
連
続
性
を
持
ち
な
が
ら
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
の
公
民
権
運
動
の
中
で
そ
れ
が
新
た
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
権
力
に
対
す
る
民
衆

の
主
体
的
な
表
現
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
に
捉
え
て
い
た
の
が
村
田
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
村
田
の
評
論
「
文
学
の
本
質
と
し
て
の
「
非
暴
力
抵
抗
」」（『
新
文
学
』
一
九
六
八
年
九
〜
一
〇
月
）
で
は
、

沖
縄
文
学
を
論
じ
た
前
半
部
で
「
非
暴
力
の
も
つ
愛
と
憎
し
み
と
の
野
蛮
き
わ
ま
り
な
い
逆
説
、
苛
酷
な
ば
か
り
の
そ
の
ぶ
つ
か
り
あ

い
」
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
農
民
た
ち
の
表
現
の
結
晶
と
し
て
琉
球
王
国
時
代
の
女
性
歌
人
恩
納
ナ
ビ
（
ナ
ベ
）
の
歌
を
評
価
し
、
マ
ー
テ

ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
の
非
暴
力
直
接
行
動
を
論
じ
た
後
半
部
で
は
、「
文
学
は
、
非
武
装
の
権
力
な
き
民
衆
の
自
己
認
識
で
あ
り
、

自
己
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
と
、
村
田
は
、
沖
縄
に
伝
え
ら
れ
る
恩
納
ナ
ビ
（
ナ
ベ
）

の
歌
に
フ
ォ
ー
ク
を
重
ね
合
わ
せ
、
非
暴
力
の
逆
説
を
乗
り
越
え
る
自
己
表
現
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
村
田
が
前
述
の
よ
う
な
活
動
を
し
、
大
阪
文
学
学
校
に
片
桐
ユ
ズ
ル
ら
も
関
わ
り
始
め
た
た
め
か
、
学
校
内
に

関
西
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ー
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え
た
作
家
た
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も
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
が
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
の
大
阪
文
学
学
校
は
年
一
回
の
文
学
集
会
を
開
催
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
企
画

と
し
て
高
石
友
也
や
中
川
五
郎
ら
が
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
を
披
露
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
高
石
は
文
学
学
校
の
講
師
も
務
め
て
お
り
、
当

時
構
想
さ
れ
て
い
た
文
学
学
校
会
館
の
建
設
を
実
現
す
る
た
め
に
、
一
九
七
〇
年
一
一
月
三
〇
日
に
大
阪
の
サ
ン
ケ
イ
ホ
ー
ル
で
、
翌
年

二
月
二
二
日
に
京
都
会
館
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
二
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
小
野
十
三
郎
ら
も
詩
の
朗
読
を
行
っ
た
。
片

桐
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
に
フ
ォ
ー
ク
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
有
馬
敲
、
中
山
容
、
今
江
祥
智
、
上
野
瞭
は
、
い
ず
れ
も
文
学
学
校
の
講

師
を
務
め
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
四
月
に
は
大
阪
の
姉
妹
校
と
し
て
京
都
文
学
学
校
も
開
校
し
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ク
を
発
信
す
る
場
も
広

が
っ
た
。

大
阪
文
学
学
校
の
校
長
小
野
十
三
郎
も
、
フ
ォ
ー
ク
に
対
す
る
村
田
の
尽
力
や
、
ビ
ー
ト
詩
と
ポ
エ
ト
リ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
延
長

上
に
フ
ォ
ー
ク
を
捉
え
る
片
桐
の
発
想
に
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
、
フ
ォ
ー
ク
に
若
干
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
小
野
が
村
田

や
片
桐
と
共
に
Ｕ
Ｒ
Ｃ
の
監
修
者
と
し
て
名
を
連
ね
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
だ
。
も
と
も
と
小
野
は
、
片
桐
や
有
馬
に
よ
る
詩
誌
『
ゲ

リ
ラ
』
が
創
刊
さ
れ
た
際
に
、
こ
の
詩
誌
の
同
人
た
ち
に
「
地
域
や
居
住
を
こ
え
た
詩
人
の
結
び
つ
き
」（「
関
西
詩
界

こ
の
一
年
」

『
毎
日
新
聞
』
大
阪
版
夕
刊

一
九
六
五
年
一
二
月
二
〇
日
）
を
見
て
お
り
、
早
い
段
階
で
そ
の
存
在
に
注
目
し
て
い
た
。
そ
の
片
桐
や

有
馬
と
小
野
が
直
接
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
交
わ
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

一
九
六
七
年
九
月
六
日
、
片
桐
と
小
野
は
、
倉
橋
健
一
、
大
西
咲
子
、
中
野
忠
和
、
青
井
鞠
子
、
富
田
隆
、
奥
田
博
保
、
今
橋
亜
紀
子

を
交
え
て
、
大
阪
文
学
学
校
で
座
談
会
「
詩
は
文
字
に
よ
る
芸
術
で
は
な
い
こ
と
」（『
新
文
学
』
一
九
六
八
年
二
月
）
を
行
っ
た
。
片
桐

は
こ
の
座
談
会
の
中
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
を
背
景
に
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
て
い
く
状
況
に
お
い
て

詩
が
活
字
と
し
て
読
ま
れ
る
も
の
か
ら
音
声
と
し
て
聴
か
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
音
声
と
し
て
の
詩
、
あ
る
い
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は
詩
を
朗
読
す
る
意
義
を
訴
え
て
い
る
。

こ
の
座
談
会
の
様
子
を
見
る
と
、
片
桐
の
そ
の
主
張
を
周
囲
が
冷
静
に
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
な
印
象
で
、
小
野
も
「
自
分
の
詩
を
み

ん
な
の
前
で
よ
む
、
あ
る
い
は
人
が
読
む
の
を
聞
い
て
る
と
な
ん
か
コ
ソ
ば
ゆ
く
な
っ
て
く
る
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
片
桐

の
主
張
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
て
い
る
小
野
の
様
子
も
う
か
が
え
、
小
野
が
、
当
時
広
ま
っ
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
歌
「
死
ん
だ
男
の
残

し
た
も
の
は
」（
谷
川
俊
太
郎
作
詞
・
武
満
徹
作
曲
）
を
「
お
れ
も
よ
く
う
た
う
」
と
話
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
の
曲
も
、
高

石
友
也
が
ラ
イ
ブ
等
で
よ
く
歌
っ
て
い
た
曲
で
あ
っ
た
。

こ
の
座
談
会
で
は
詩
を
朗
読
す
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
い
と
語
っ
て
い
た
小
野
で
あ
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
学
学
校
会
館
の

建
設
を
実
現
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
高
石
友
也
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
朗
読
を
実
践
し
た
。
そ
の
後
一
九
七
一
年
一
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た

有
馬
敲
、
犬
塚
昭
夫
、
小
野
十
三
郎
、
片
桐
ユ
ズ
ル
、
福
中
都
生
子
に
よ
る
座
談
会
「
詩
と
う
た
と
」（『
前
夜
祭
』
一
九
七
一
年
七
月
）

で
は
、
小
野
は
そ
の
際
の
恥
ず
か
し
さ
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
原
稿
通
り
に
読
む
の
で
は
な
く
、
朗
読
に
ア
ド
リ
ブ
が
必
要
で
あ
る

こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
様
子
か
ら
は
、
朗
読
の
実
践
を
通
じ
て
小
野
の
朗
読
に
対
す
る
考
え
も
多
少
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
、
小
野
は
、
五
七
調
の
リ
ズ
ム
の
枠
に
あ
り
な
が
ら
字
余
り
や
字
足
ら
ず
で
表
し
て
い
く
現
代
歌
人
た
ち
よ
り
も
、

「
無
名
で
、
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
つ
く
っ
て
い
る
人
」
の
歌
詞
が
「
へ
た
な
奴
で
も
フ
レ
ッ
シ
ュ
だ
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ク
の

歌
詞
に
対
し
て
一
定
の
理
解
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
座
談
会
で
は
、
有
馬
が
小
野
の
『
詩
論
＋
続
詩
論
＋
想
像
力
』
に
賛
同
し
な
が
ら
、
字
余
り
、
字
足
ら
ず
が
珍
し
く
な
い
現
代
短

歌
の
表
現
を
再
考
し
、
そ
の
表
現
と
〈
う
た
〉、
つ
ま
り
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
の
接
続
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
小
野
は
有
馬
の
考
え
に

歩
み
寄
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
小
野
は
、
そ
の
よ
う
な
現
代
歌
人
よ
り
も
、「
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
つ
く
っ
て
い
る
人
」
の
方
が
「
フ

関
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レ
ッ
シ
ュ
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
代
短
歌
と
〈
う
た
〉
と
の
接
続
を
め
ぐ
る
二
人
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
表
れ
て
い
よ

う
。し

か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
が
、
詩
と
「
歌
」、
あ
る
い
は
〈
う
た
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル

を
評
価
し
て
い
る
点
だ
。
小
野
が
若
者
た
ち
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、「
歌
と
逆
に
歌

に
」
と
い
う
小
野
の
詩
論
を
実
現
す
る
様
式
で
あ
り
、
日
常
的
な
感
性
の
秩
序
を
異
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
小
野
が
フ
ォ
ー
ク
に
感
じ
た
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
」
な
「
歌
詞
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
も
い
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
て
み
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
現
代
詩
と
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
と
の
交
錯
は
、
そ
こ
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ

た
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
た
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
の
関
係
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
シ
ャ
ン
ソ
ン
や
フ
ォ
ー
ク

は
、
難
解
に
な
り
、
自
閉
し
て
し
ま
っ
た
現
代
詩
を
外
部
に
開
く
回
路
で
あ
っ
た
の
だ
。
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
、
シ
ャ
ン
ソ
ン

と
現
代
詩
と
を
接
続
し
よ
う
と
し
た
谷
川
俊
太
郎
が
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
の
小
室
等
と
交
流
し
、
友
部
正
人
を
高
く
評
価
す
る
こ
と

や
26
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詞
を
歌
っ
て
い
た
イ
ヴ
・
モ
ン
タ
ン
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
今
江
祥
智
が
関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
持
し
た
こ
と
、
シ
ャ

ン
ソ
ン
等
を
通
じ
て
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
が
民
衆
に
広
ま
っ
て
い
く
様
に
「
歌
と
逆
に
歌
に
」
と
い
う
詩
論
の
実
践
例
を
見
た
小
野
十
三

郎
が
フ
ォ
ー
ク
に
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
全
て
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
馬
敲
の
場
合
は
、
そ
の
詩
の
音
楽
性
が
フ
ォ
ー

ク
・
ソ
ン
グ
と
結
び
つ
い
た
後
に
、
そ
の
認
識
を
見
出
し
て
い
く
順
序
に
な
ろ
う
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
は
、
ブ
ラ
ザ
ー
ス
・
フ
ォ
ア
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ト
リ
オ
ら
の
影
響
を
受
け

た
カ
レ
ッ
ジ
・
フ
ォ
ー
ク
や
、
公
民
権
運
動
に
お
け
る
ジ
ョ
ー
ン
・
バ
エ
ズ
、
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
ら
の
影
響
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
ト
・
ソ
ン

― ５９ ―

関
西
フ
ォ
ー
ク
を
支
え
た
作
家
た
ち



グ
の
形
態
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
や
す
い
が
、
現
代
詩
と
の
接
点
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ク
を
受
容
す
る
前
提
と
し
て
、
プ
レ
ヴ
ェ
ー

ル
の
詩
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

注⑴

有
馬
敲
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
二
十
四
巻

自
筆
年
譜
』（
未
踏
社

二
〇
一
二
年
一
二
月
）
を
参
照
し
た
。

⑵

谷
川
俊
太
郎
「
ほ
れ
た
弱
み
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
五
九
年
八
月
）
参
照
。

⑶

谷
川
俊
太
郎
「
シ
ャ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
」（『
詩
の
教
室

第
１
』（
飯
塚
書
店

一
九
五
七
年
三
月
）
参
照
。

⑷

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
十
一
巻

霧
の
国
の
ゲ
リ
ラ
』（
未
踏
社

二
〇
〇
八
年
五
月
）
参
照
。

⑸

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
十
一
巻

霧
の
国
の
ゲ
リ
ラ
』（
前
掲
）、
有
馬
敲
・
上
村
多
恵
子
・
正
木
美
津
子
「
夜
話
・
京
都
戦
後
詩
私
史
」（『
座
談

詩
と
青
春
と
歌
』
未
踏
社

一
九
七
九
年
一
一
月
）
参
照
。

⑹

佃
実
夫
「
日
本
の
替
歌
大
会
・
報
告
」（『
思
想
の
科
学
』
一
九
六
四
年
二
月
）
参
照
。

⑺

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
二
十
四
巻

自
筆
年
譜
』（
前
掲
）
を
参
照
。

⑻
「
夜
話
・
京
都
戦
後
詩
私
史
」（『
座
談

詩
と
青
春
と
歌
』
前
掲
）
参
照
。

⑼

有
馬
敲
「
京
都
、
一
九
六
八
年
」（『
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ム
ッ
ク

高
田
渡
読
本
』
音
楽
出
版
社

二
〇
〇
七
年
五
月
）、
高
田
渡
『
バ
ー
ボ
ン
・
ス

ト
リ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
ス
』（
ち
く
ま
文
庫

二
〇
〇
八
年
四
月
）
参
照
。

⑽

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
十
二
巻

フ
ォ
ー
ク
の
季
節
』（
未
踏
社

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）
参
照
。

⑾

Jacques
Prévert;

translated
and

introduced
by
Law

rence
Ferlinghetti

Selections
from

Paroles
Penguin,1965

、
片
桐
ユ
ズ
ル
・
中
山
容
訳

「
解
説
」（『
フ
ァ
ー
リ
ン
ゲ
テ
ィ
詩
集
』
思
潮
社

一
九
六
八
年
八
月
）
参
照
。

⑿

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
二
十
四
巻

自
筆
年
譜
』（
前
掲
）
を
参
照
。

⒀

有
馬
敲
「
京
都
、
一
九
六
八
年
」（『
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ム
ッ
ク

高
田
渡
読
本
』（
前
掲
）
参
照
。

⒁

今
江
祥
智
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、「
年
譜
」（『
今
江
祥
智
の
本

第
７
巻

月
報
２２
』
理
論
社

一
九
八
一
年
一
二
月
）
を
参
照
し
た
。
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⒂

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
十
二
巻

フ
ォ
ー
ク
の
季
節
』（
前
掲
）
参
照
。

⒃

片
桐
ユ
ズ
ル
「
今
江
さ
ん
の
こ
と
な
ど
」（『
今
江
祥
智
の
本

第
２２
巻

月
報
１２
』
理
論
社

一
九
八
一
年
一
月
）
参
照
。

⒄

片
桐
ユ
ズ
ル
・
中
山
容
・
秦
政
明
編
Ｃ
Ｄ
版
『
関
西
フ
ォ
ー
ク
の
歴
史

1966~1974

（
１
）』（A

V
EX

M
A
R
K
ETIN

G

二
〇
〇
六
年
）
の
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
参
照
。

⒅

上
野
瞭
『
日
本
の
プ
ー
横
丁
』（
光
村
図
書

一
九
八
五
年
一
二
月
）
参
照
。

⒆

有
馬
敲
『
有
馬
敲
集
第
十
二
巻

フ
ォ
ー
ク
の
季
節
』（
前
掲
）
参
照
。

⒇

大
阪
文
学
協
会
理
事
会
編
『
い
ま
、
文
学
の
森
へ

大
阪
文
学
学
校
の
五
〇
年
』（
大
阪
文
学
学
校
・
葦
書
房

二
〇
〇
四
年
三
月
）
参
照
。

21

村
田
拓
の
経
歴
は
、
第
六
回
大
阪
文
学
学
校
賞
評
論
部
門
入
賞
時
の
「
受
賞
の
言
葉
」（『
新
文
学
』
一
九
六
九
年
六
月
）
に
記
さ
れ
た
略
歴
や
、
高

石
と
も
や
、
山
口
光
朔
、
村
田
拓
に
よ
る
鼎
談
「
ア
メ
リ
カ
が
自
由
の
国
か
？
」（『
月
刊
キ
リ
ス
ト
』
一
九
七
〇
年
一
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
略
歴

に
よ
る
。
当
時
の
大
阪
文
学
学
校
に
お
け
る
村
田
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
阪
文
学
協
会
理
事
会
編
『
い
ま
、
文
学
の
森
へ

大
阪
文
学
学
校
の
五

〇
年
』（
前
掲
）
を
参
照
し
た
。

22

フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
監
修
『
フ
ォ
ー
ク
は
未
来
を
ひ
ら
く

民
衆
が
つ
く
る
民
衆
の
う
た
』（
社
会
新
報

一
九
六
九
年
五
月
）
参
照
。

23

本
章
に
お
け
る
大
阪
文
学
学
校
の
動
き
や
村
田
拓
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
阪
文
学
学
校
の
機
関
誌
『
新
文
学
』
や
大
阪
文
学
協
会
理
事
会
編
『
い

ま
、
文
学
の
森
へ

大
阪
文
学
学
校
の
五
〇
年
』（
前
掲
）
を
参
照
し
て
い
る
。

24

フ
ォ
ー
ク
・
キ
ャ
ン
プ
監
修
『
フ
ォ
ー
ク
は
未
来
を
ひ
ら
く

民
衆
が
つ
く
る
民
衆
の
う
た
』（
前
掲
）
参
照
。

25

小
倉
エ
ー
ジ
「
Ｕ
Ｒ
Ｃ
レ
コ
ー
ド
の
歴
史
」（『
Ｕ
Ｒ
Ｃ
レ
コ
ー
ド
読
本
』
シ
ン
コ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト

二
〇
二
〇
年
八
月
）

参
照
。

26
「
谷
川
俊
太
郎
が
語
る
フ
ォ
ー
ク
詩
の
世
界
」（『A

ER
A
in
FO
LK

』
朝
日
新
聞
社

二
〇
〇
六
年
四
月
）
参
照
。
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