
パ
ロ
デ
ィ
の
製
造
︿
工
場
﹀

︱
森
鷗
外
﹁
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
﹂
論

︱

坂

崎

恭

平

は
じ
め
に

森
鷗
外
﹁
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
﹂︵﹃
ス
バ
ル
﹄
第
二
年
第
二
号
︑
明
治
四

三
・
二
︶
は
︑﹁
東
京
化
学
製
造
所
﹂
の
所
長
を
務
め
る
理
学
博
士
・
増
田
翼
た
す
く

を
主
人
公
と
し
︑
そ
の
製
造
所
の
﹁
創
立
第
二
十
五
年
﹂
を
記
念
す
る
宴
会
の

場
で
︑
彼
が
自
身
の
半
生
を
振
り
返
り
つ
つ
︑
そ
の
経
営
理
念
を
滔
々
と
語
る
︑

と
い
う
筋
を
持
つ
短
篇
小
説
で
あ
る
︒
主
人
公
が
工
場
の
所
長
で
あ
る
と
い
う

設
定
を
も
つ
ゆ
え
か
︑
本
作
は
︑
同
時
期
に
お
い
て
︑
成
立
に
向
け
て
各
界
で

論
議
が
進
め
ら
れ
て
い
た
工
場
法
︵
明
治
四
四
年
公
布
︑
大
正
五
年
施
行
︶
に

つ
い
て
︑
鷗
外
が
内
務
省
中
央
衛
生
会
と
い
う
組
織
の
一
員
と
し
て
同
法
案
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
︑
と
い
う
伝
記
的
な
事
実
と
結
び
つ
け
て
読
ま
れ
て
き
た
︒

例
え
ば
竹
盛
天
雄
は
︑﹁
増
田
の
﹁
己
は
己
の
意
志
で
や
る
﹂
と
い
う
姿
勢

は
﹁
深
夜
業
禁
止
条
項
を
め
ぐ
っ
て
右
顧
左
眄
し
た
農
商
務
省
の
尻
を
叩
い
て
︑

︵
略
︶
修
正
意
見
を
出
し
た
中
央
衛
生
会
の
姿
勢
に
も
通
う
点
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
﹂
る
︑
と
し
た
う
え
で
︑
増
田
の
そ
う
し
た
姿
勢
は
︑﹁
工
場
主
と
し

て
の
自
律
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
﹂
お
り
︑﹁
作
品
の
動
機
解
釈

に
お
い
て
︑
あ
ま
り
に
安
直
な
割
り
切
り
方
を
す
る
こ
と
は
排
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂
が
︑﹁
し
か
し
︑
﹃
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
﹄
の
話
柄
と
展
開
の
し
か

た
を
考
え
て
く
る
と
︑
こ
の
作
品
は
︑
折
柄
工
場
法
案
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
議

会
の
内
外
で
攻
防
が
行
わ
れ
て
い
る
社
会
情
勢
を
睨
み
つ
つ
︑
そ
の
前
景
の
方

で
何
食
わ
ぬ
顔
を
し
て
︑
し
か
し
︑
基
本
的
な
心
構
え
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る①

﹂
︑
と
述
べ
る
︒

ま
た
瀧
本
和
成
は
︑
日
記
の
記
述
か
ら
︑
鷗
外
が
﹁
衛
生
学
の
専
門
家
と
し

て
︑
工
場
法
案
の
不
備
を
指
摘
し
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
﹂
と
推
測
し
た
う

え
で
︑
そ
う
し
た
﹁
鷗
外
の
態
度
は
︑
増
田
博
士
の
自
身
の
﹁
性
質
や
技
量
や

境
遇
﹂
に
応
じ
て
自
分
の
出
来
る
範
囲
に
お
い
て
精
一
杯
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
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る
考
え
方
に
重
な
っ
て
い
く
﹂
も
の
で
あ
り
︑
増
田
の
﹁﹁
里
芋
を
選
り
分
け

る
や
う
な
﹂
生
き
方
﹂
に
﹁
当
時
の
鷗
外
の
工
場
法
案
問
題
で
の
処
し
方
と
通

底②

﹂
す
る
も
の
が
あ
る
︑
と
論
じ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
本
作
の
叙
述
と
︑
工
場
法
︑
あ
る
い
は
鷗
外
が
工
場
法
案
に

関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
伝
記
的
な
事
実
は
︑﹁
心
構
え
﹂
や
﹁
生
き
方
﹂
と
い

っ
た
︑
や
や
抽
象
的
な
か
た
ち
で
接
続
さ
れ
て
き
た
︒
そ
う
し
た
伝
記
的
な
事

実
を
一
旦
脇
に
置
き
︑
本
作
と
工
場
法
と
の
関
係
を
よ
り
直
截
的
に
述
べ
れ
ば
︑

そ
れ
は
大
塚
美
保
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
増
田
と
﹁
彼
の
工
場
が
抱
え
て
き
た

﹁
盛
に
新
聞
で
攻
撃
せ
ら
れ
﹂
る
問
題
と
は
︑
工
場
法
が
取
り
扱
う
労
働
時
間

や
雇
用
年
齢
の
制
限
等
な
ど
で
は
な
く
︑﹁
職
工
に
ど
れ
丈
の
も
の
を
与
へ
る

か
﹂
と
い
う
﹁
賃
銀
問
題
﹂
で
あ
る③

﹂︑
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

確
か
に
︑
作
品
の
主
題
︵
＝
｢賃
銀
問
題
﹂︶
と
︑
工
場
法
の
主
眼
︵
＝
｢労

働
時
間
や
雇
用
年
齢
の
制
限
等
﹂︶
は
︑
そ
も
そ
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
先

に
挙
げ
た
緒
論
が
や
や
抽
象
的
な
か
た
ち
で
の
接
続
を
試
み
て
い
る
の
は
︑
そ

う
し
た
点
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
具
体
的
な
言
説

の
検
討
を
経
る
こ
と
な
く
︑
両
者
の
関
係
の
有
無
を
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
以
下
で
は
︑
工
場
法
を
め
ぐ
る
言
説

を
改
め
て
参
照
し
つ
つ
︑
そ
れ
ら
と
の
接
点
と
い
う
観
点
か
ら
︑
本
作
の
読
み

直
し
を
図
り
た
い
︒
ま
ず
は
︑
工
場
法
の
概
観
を
兼
ね
て
︑
鷗
外
が
属
し
た
内

務
省
中
央
衛
生
会
の
意
見
を
確
認
す
る
︒
し
か
る
後
に
︑
工
場
法
を
め
ぐ
る
諸

言
説
へ
と
︑
検
討
の
領
域
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

一
︑
内
務
省
中
央
衛
生
会
の
意
見

日
本
に
お
い
て
工
場
法
の
制
定
が
議
論
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
︑
明
治
一
四
年

頃
の
こ
と
で
あ
り
︑
当
初
そ
れ
は
﹁
職
工
条
例
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
の
ち
約

三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
︑
明
治
四
四
年
に
可
決
・
公
布
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
︒
し
か
し
そ
の
後
も
不
景
気
や
工
場
主
の
反
対
な
ど
に
よ
り
施

行
が
遅
れ
︑
実
際
に
施
行
さ
れ
た
の
は
第
一
次
大
戦
に
よ
る
好
景
気
に
沸
く
大

正
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
工
場
労
働
者
の
就
業
時
間
や
雇
用
年
齢
︑
衛
生
面

や
危
険
な
作
業
に
対
す
る
制
限
な
ど
を
規
定
し
た
︒
先
に
触
れ
た
通
り
︑
作
中

で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
賃
金
に
関
す
る
規
定
は
な
い④

︒

竹
盛
に
よ
れ
ば
︑
鷗
外
が
属
し
た⑤

内
務
省
中
央
衛
生
会
は
︑
四
二
年
に
農
商

務
省
が
作
成
し
た
法
案
を
諮
問
す
る
機
関
と
し
て
﹁
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
﹂︑﹁
諮
問
案
に
対
し
て
︑
最
も
注
目
す
べ
き
重
要
な
修
正
答
申
を
な
し

た
﹂︒
そ
の
答
申
と
は
﹁
法
律
施
行
後
五
年
ヲ
期
シ
テ
十
六
歳
未
満
ノ
者
及
女

子
ノ
夜
間
就
業
ヲ
禁
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た⑥

︒

な
お
補
足
す
れ
ば
︑
修
正
意
見
は
他
に
も
あ
っ
た
︒
あ
る
経
済
誌
に
は
﹁
中

央
衛
生
会
意
見
﹂
と
し
て
︑
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

一
︑
第
二
条
ノ
﹁
十
二
歳
以マ

上マ

﹂
ヲ
﹁
十
三
歳
以
上
﹂
ニ
修
正

一
︑
第
四
条
第
二
項
削
除
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一
︑
第
十
一
条
﹁
衛
生
上
﹂
ノ
次
ニ
﹁
公
益
上
﹂
ノ
三
字
ヲ
加
フ

一
︑
第
十
三
条
﹁
周
旋
﹂
ノ
次
ニ
﹁
待
遇
﹂
ノ
二
字
ヲ
加
フ⑦

以
下
が
元
の
条
項
案
で
あ
る
︵
傍
線
部
は
修
正
を
指
摘
さ
れ
た
箇
所
︶︒

第
二
条

工
業
主
ハ
十
二
歳
未
満
ノ
者
ヲ
工
場
ニ
於
テ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ
︑
但
シ
本
法
施
行
ノ
際
十
歳
以
上
ノ
者
ヲ
引
続
キ
使
用
ス

ル
コ
ト
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
／
行
政
官
庁
ハ
命
令
ノ
定
ム
ル
所

ニ
依
リ
十
歳
以
上
十
二
歳
未
満
ノ
者
ノ
使
用
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第
四
条

工
業
主
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
十
四

歳
以
上
十
六
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
午
後
十
時
ヨ
リ
午
前
五
時

ニ
至
ル
ノ
間
工
場
ニ
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

︹
第
一
項
省
略
︺

二
︑
職
工
ヲ
二
組
ニ
分
チ
交
替
ニ
就
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
／
前
項

第
二
号
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
就
業
時
間
︑
休
憩
時
間
交
替
及
休
暇

ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム

第
一
一
条

行
政
官
庁
ハ
命
令
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
工
場
及
附
属

建
築
物
竝
設
備
ニ
付
危
害
予
防
上
又
ハ
衛
生
上
必
要
ト
認
ム

ル
事
項
ヲ
工
業
主
ニ
命
ジ
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
全
部

又
ハ
一
部
ノ
使
用
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
／
前
項
ノ
処
分
ニ

不
服
ア
ル
者
ハ
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
違
法
ニ
権
利
ヲ

侵
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
行
政
訴
訟
ヲ
提
起
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
十
三
条

職
工
ノ
雇
入
︑
解
雇
︑
周
旋
ノ
取
締
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
命
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム ⑧

ま
と
め
る
と
︑
工
場
法
案
に
対
す
る
中
央
衛
生
会
の
修
正
意
見
と
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

①
未
成
年
の
職
工
の
雇
用
年
齢
を
引
き
上
げ
る
︒

②
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
者
及
び
女
子
の
深
夜
労
働
を
︑
二
交
替
制
を
含

め
禁
止
と
す
る
︒

③
公
益
上
や
む
を
得
ぬ
場
合
︑
行
政
の
命
令
で
工
場
の
操
業
を
停
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒

④
職
工
の
待
遇
に
つ
い
て
︑
規
定
を
設
け
て
命
令
を
下
す
︒

要
は
︑
中
央
衛
生
会
は
︑
案
を
よ
り
厳
格
に
す
る
意
見
を
出
し
た
︑
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
を
確
認
す
る
と
︑
先
行
論
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
や
は
り
単
純

に
法
案
の
条
文
や
そ
れ
へ
の
修
正
意
見
と
︑
作
品
と
を
直
接
的
に
結
び
つ
け
る

こ
と
は
出
来
な
い
︵
﹁
待
遇
﹂
と
い
う
語
は
一
般
的
な
意
味
で
は
賃
金
の
多
寡

を
含
む
が
︑
こ
こ
で
は
文
脈
上
︑
唐
突
に
賃
金
の
問
題
が
挿
入
さ
れ
る
と
は
考

え
づ
ら
い
︶︒
工
場
法
と
本
作
の
叙
述
と
の
接
点
を
探
る
た
め
に
は
︑
中
央
衛

生
会
と
い
う
体
制
側
ば
か
り
に
視
線
を
向
け
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
に
反
対
し
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た
資
本
家
側
の
立
場
に
つ
い
て
触
れ
た
言
説
を
追
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
引

き
続
き
︑
そ
こ
か
ら
接
点
の
糸
口
を
探
り
た
い
︒

二
︑
資
本
家
の
美
談

レ
ト
リ
ツ
ク

中
央
衛
生
会
が
法
案
を
よ
り
厳
格
な
も
の
へ
と
す
る
よ
う
修
正
意
見
を
出
し

た
よ
う
に
︑
工
場
法
は
資
本
家
へ
の
規
制
を
意
味
し
て
い
た
︒
よ
っ
て
そ
れ
は

当
然
な
が
ら
︑
資
本
家
や
工
場
主
た
ち
の
猛
反
対
に
遭
う
こ
と
と
な
る
︒
彼
ら

の
言
い
分
や
そ
れ
へ
の
反
論
と
は
︑
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

工
場
法
ニ
反
対
ス
ル
モ
ノ
ハ
曰
ク
工
場
法
規
定
ノ
内
容
ハ
多
ク
ハ
労
働
条

件
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
抑
モ
此
労
働
条
件
ナ
ル
モ
ノ
ハ
当
事
者
ノ
自
由

意
志
ニ
ヨ
リ
テ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
契
約
自
由
ノ
原
則
ヲ
採
ル
邦
国
ニ

於
テ
国
家
カ
法
力
ヲ
以
テ
此
間
ニ
干
渉
ス
ル
カ
如
キ
ハ
其
当
ヲ
得
サ
ル
モ

ノ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
ヲ
自
由
ニ
放
任
ス
ル
モ
条
件
ニ
就
テ
意
志
ノ
合
致

ナ
ケ
レ
ハ
雇
傭
契
約
ハ
成
立
セ
サ
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
自
ラ
中
和
ヲ
保
チ
得
ヘ
シ

ト
然
レ
ト
モ
労
働
契
約
ハ
普
通
ノ
契
約
ト
其
性
質
ヲ
異
ニ
シ
双
方
当
事
者

間
ニ
強
者
弱
者
ノ
関
係
ア
リ
テ
弱
者
タ
ル
労
働
者
ハ
強
者
タ
ル
資
本
家
ニ

向
テ
忌
憚
ナ
ク
自
由
意
志
ヲ
遂
行
ス
ル
カ
如
キ
ハ
実
際
ニ
行
ハ
レ
サ
ル
モ

ノ
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
契
約
ノ
性
質
タ
ル
人
身
ノ
健
康
ニ
直
接
ノ
関
係
ヲ
有

シ
若
シ
弱
者
ニ
シ
テ
涙
ヲ
呑
ン
テ
強
者
ノ
抑
圧
ニ
忍
フ
カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ

ン
カ
延
イ
テ
ハ
国
民
ノ
健
康
国
家
ノ
成
立
ニ
モ
累
を
及
ホ
ス
ニ
至
ル
ナ
キ

ヲ
保
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
果
シ
テ
然
ラ
ハ
国
家
カ
其
固
有
ノ
公
権
ヲ

利
用
シ
テ
其
間
ニ
干
渉
ス
ル
ハ
誠
ニ
至
当
ノ
処
置
ト
言
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス⑨

﹁
労
働
条
件
﹂
に
つ
い
て
の
﹁
当
事
者
﹂
間
の
﹁
自
由
意
志
﹂
や
﹁
契
約
自

由
ノ
原
則
﹂
を
主
張
す
る
資
本
家
た
ち
に
対
し
て
︑﹁
強
者
タ
ル
資
本
家
﹂
に

従
属
す
る
﹁
弱
者
タ
ル
労
働
者
﹂
の
権
利
を
担
保
す
る
た
め
に
︑
工
場
法
が
立

案
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
規
制
に
対
し
て
︑
工
場
法
に
断
固
反
対
す
る
資
本
家
た

ち
は
︑
極
め
て
早
い
段
階
か
ら
︑
あ
る
美
談
め
い
た
物
言
い
で
も
っ
て
︑
反
論

を
繰
り
広
げ
て
い
た
︒

元
来
工
場
主
は
兎
角
法
律
を
以
て
検
束
を
受
く
る
こ
と
を
嫌
ふ
︑
是
れ
工

場
条
例
に
対
し
て
常
に
反
対
あ
る
所
以
な
り
︑
彼
等
は
曰
く
︑
日
本
工
業

近
年
の
発
達
は
︑
労
働
の
制
限
な
く
︑
幼
者
も
婦
女
も
昼
夜
任
意
に
使
役

し
得
ら
る
ゝ
に
由
る
者
多
し
︑
今
や
雇
者
被
雇
者
間
︑
古
来
主
従
の
美
風

を
存
し
︑
相
愛
し
相
扶
け
て
一
家
族
の
如
く
働
ら
く
︑
然
る
を
外
国
法
律

直
訳
の
新
法
を
設
け
︑
旧
来
の
美
風
を
打
破
せ
ん
と
す
る
は
︑
抑
も
何
の

無
謀
ぞ
や
と⑩

工
場
法
と
い
う
﹁
外
国
法
律
直
訳
の
新
法
﹂
は
︑﹁
古
来
主
従
の
美
風
﹂
を

残
し
な
が
ら
︑
﹁
相
愛
し
相
扶
け
て
一
家
族
の
如
く
働
ら
く
﹂
わ
れ
わ
れ
の
工

場
の
︑﹁
旧
来
の
美
風
を
打
破
﹂
す
る
も
の
だ

︱
同
様
の
言
説
は
︑
時
期
を

下
っ
て
も
反
復
さ
れ
る
︒

此
日
本
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
旧
来
の
美
風
︑
是
は
封
建
の
余
弊
で
な
い
封
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建
の
恩
沢
で
あ
る
所
の
主
従
の
関
係

︱
使
は
れ
る
者
と
使
ふ
者
と
の
間

に
存
す
る
相
敬
愛
す
る
の
観
念
即
ち
上
は
下
を
憐
れ
み
下
は
上
を
敬
ふ
と

云
ふ
此
美
風
を
此
労
力
と
資
本
と
を
調
和
す
る
に
加
味
す
る
問
題
は
大
い

に
趣
味
あ
る
問
題
で
は
な
い
か
と
信
ず
る⑪

︒

﹁
上
は
下
を
憐
れ
み
下
は
上
を
敬
ふ
﹂﹁
相
敬
愛
す
る
の
観
念
﹂︑﹁
旧
来
の
美

風
﹂
と
い
っ
た
言
辞
は
︑﹃
職
工
事
情⑫

﹄︵
明
治
三
六
︶
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な

く
︑
工
場
労
働
の
現
場
の
実
態
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
工
場

法
と
い
う
﹁
外
国
法
律
直
訳
の
新
法
﹂
を
斥
け
︑﹁
古
来
主
従
の
美
風
﹂
を
主

張
す
る
資
本
家
た
ち
︒
こ
こ
に
は
端
的
な
顛
倒
が
あ
る
︒
も
し
世
の
多
く
の
工

場
が
本
当
に
﹁
上
は
下
を
憐
れ
み
下
は
上
を
敬
ふ
﹂﹁
相
敬
愛
す
る
の
観
念
﹂

と
い
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
れ
ば
︑
労
働
問
題
が
世
上
に
出
来
す
る
こ
と
は
な

く
︑
そ
も
そ
も
工
場
法
を
制
定
し
よ
う
な
ど
と
い
う
議
論
が
持
ち
上
が
る
は
ず

が
な
い
︒
工
場
法
は
然
る
べ
き
労
働
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
西
洋
か
ら
移

入
・
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
資
本
家
の
言
辞
は
︑
工
場
法
を
成
立
さ
せ
な

い
た
め
の
単
な
る
建
前
に
す
ぎ
な
い
︑
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
美
談

め
い
た
言
辞
の
裏
に
ひ
そ
む
本
音
が
“
利
潤
の
追
求
”
で
あ
り
︑
職
工
の
苛
酷

な
労
働
が
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

資
本
家
の
欺
瞞
め
い
た
物
言
い
と
︑
そ
こ
に
見
え
る
顛
倒
︒
先
取
り
し
て
言

え
ば
︑
工
場
法
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
如
上
の
現
象
は
︑
増
田

の
経
営
理
念
や
過
去
を
め
ぐ
る
語
り
︑
ひ
い
て
は
本
作
の
構
造
に
お
い
て
︑
あ

る
種
の
反
復
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
種
と
言
っ
た
の
は
︑
彼
の
形
象
が
︑
い

わ
ゆ
る
“
私
腹
を
肥
や
す
”
と
い
っ
た
︑
一
種
の
典
型
的
な
資
本
家
像
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く
︑
あ
る
面
に
お
い
て
そ
れ
を
滑
稽
な
模
倣
と
し
て
パ
ロ
デ
ィ

化
し
た
も
の
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
︒
こ
の

パ
ロ
デ
ィ⑬

と
い
う
観
点
か
ら
︑
工
場
法
と
の
再
接
続
︑
そ
し
て
作
品
の
新
た
な

読
解
を
試
み
た
い
︒

三
︑
利
他
的
精
神
と
ア
イ
ロ
ニ
ー

従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
増
田
は
本
当
に
利
他
的
な
人
間
な
の
だ
ろ

う
か
︒
彼
が
利
他
的
だ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
︑
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
語
り

に
あ
る
︒

己お
れ

に
は
己
の
為
事
が
あ
る
︒
己
な
ん
ぞ
は
会
社
の
為
事
を
し
て
給
料
を
貰

つ
て
ゐ
り
や
あ
好
い
の
だ
︒
為
事
は
一
つ
あ
り
や
あ
好
い
の
だ
︒
思
付
な

ん
ぞ
は
い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
︑
片
つ
端
か
ら
人
に
く
れ
て
遣
る
︒
そ
れ

を
一
つ
掴
ま
え
て
為
事
に
す
る
奴
が
成
功
す
る
の
だ
︒
中
に
は
己
の
思
付

で
己
よ
り
沢
山
金
を
こ
し
ら
へ
る
も
の
も
あ
る
︒
金
が
何
だ
︒
金
く
ら
ゐ

詰
ま
ら
な
い
も
の
が
︑
世
の
中
に
あ
り
や
あ
し
ね
え
︒

彼
は
ま
た
こ
う
も
言
う
︒

金
が
何
だ
︒
会
社
は
事
業
を
す
る
た
め
に
金
が
い
る
︒
己
は
い
ら
ね
え
︒

己
達
夫
婦
が
飯
を
食
つ
て
︑
餓
鬼
共
の
学
校
へ
行
く
銭
が
出
せ
れ
ば
好
い
︒

パ
ロ
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造
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金
を
溜
め
る
よ
う
な
し
み
つ
た
れ
は
江
戸
子
ぢ
や
あ
ね
え
︒

“
宵
越
し
の
銭
は
持
た
な
い
”
と
い
っ
た
﹁
江
戸
子
﹂
の
典
型
を
体
現
す
る

増
田
の
こ
う
し
た
言
辞
に
つ
い
て
︑
竹
盛
は
︑﹁
利
他
︑
利
己
と
い
う
鷗
外
が

﹁
明
治
三
十
年
代
﹂
か
ら
追
究
し
て
き
た
倫
理
的
文
脈
で
言
え
ば
︑
利
他
的
で

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂︑﹁﹁
職
工
の
多
数
の
意
志
に
対
抗
す
る
工
場
主

の
一
人
の
意
志
﹂
の
必
要
を
主
張
す
る
と
言
え
ば
︑
い
か
に
も
独
善
的
な
利
己

追
求
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
︑
そ
れ
と
て
も
︑﹁
機
関
を
運
動
さ
せ
て
行
く
﹂

主
体
と
し
て
の
自
覚
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
り
︑
結
果
的
に
は
利
他
的
に
作

用
す
る
自
律
の
追
究
と
し
て
理
解
さ
れ
る⑭

﹂︑
と
肯
定
的
に
解
釈
す
る
︒
こ
う

し
た
見
立
て
を
引
き
継
い
だ
瀧
本
も
ま
た
︑﹁
増
田
の
︵
略
︶
金
銭
感
覚
は
︑

私
利
私
欲
に
走
ら
な
い
経
営
者
の
一
つ
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る⑮

﹂
と
し
︑
ま

た
大
塚
は
﹁
工
場
主
で
あ
る
増
田
博
士
は
︑
社
会
主
義
側
が
描
き
出
す
﹁
狡

智
﹂
に
し
て
﹁
貪
慾
﹂
な
資
本
家
︹
幸
徳
秋
水
﹃
社
会
主
義
神
髄
﹄
に
よ
る
︺

と
い
う
経
営
者
像
か
ら
最
も
遠
い
人
物
︵
略
︶
で
あ
る⑯

﹂︑
と
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
宴
会
と
い
う
場
で
の
増
田
の
こ
う
し
た
言
辞
を
額
面
通
り
に
受
け
取
り
︑

彼
が
私
腹
を
肥
や
す
資
本
家
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
と
︑
安
直
に
言
い
切
っ

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

原
貴
子
は
増
田
に
つ
い
て
︑﹁
金
儲
け
に
走
る
一
般
的
な
資
本
家
と
は
異
な

り
︑
蓄
財
の
欲
望
を
抑
制
し
た
有
為
の
事
業
家
で
あ
る
が
︑
こ
の
両
者
が
と
も

に
︑
賃
金
問
題
に
お
い
て
職
工
を
抑
圧
す
る
結
果
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
︑
問
題
な
の
で
あ
る
﹂
と
し
︑
そ
れ
は
﹁
意
識
・
無
意
識
を
問
わ
ず
増
田

が
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
階
層
差
を
肯
定
す
る
認
識
で
あ
﹂
り
︑
物
語
内
で
あ

る
﹁
宴
会
の
内
側
の
世
界
で
は
︑
増
田
は
私
腹
を
肥
や
す
こ
と
の
な
い
成
功
者

と
し
て
の
顔
を
も
つ
が
︑
宴
会
の
外
側
の
世
界
に
対
し
て
増
田
は
︑
職
工
を
下

位
の
者
と
し
て
区
別
す
る
顔
を
見
せ
て
い
る
﹂
ふ
し
が
あ
り
︑
彼
は
﹁
認
識
に

お
い
て
階
層
差
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
て
﹂
お
ら
ず
︑﹁
こ
の
小
説
は
︑
階
層

が
有
す
る
拘
束
力
の
強
度
を
告
知
し
て
い
る
の
で
あ
る⑰

﹂
と
︑
卓
抜
な
指
摘
を

し
て
い
る
︒
確
か
に
︑
事
業
の
﹁
思
付
﹂
を
﹁
片
つ
端
か
ら
人
に
く
れ
て
遣

る
﹂︑
と
い
っ
た
増
田
の
利
他
的
な
精
神
は
︑﹁
台
湾
の
樟
脳
﹂
や
﹁
樺
太
の
テ

レ
ベ
ン
油
﹂
と
い
っ
た
︑
日
清
・
日
露
で
得
た
領
土
で
ひ
と
山
当
て
よ
う
︑
と

い
う
資
本
家
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
欲
望
の
渦
の
圏
内
に
留
ま
っ
て
お
り
︑
作
中
の

宴
会
場
で
﹁
講
談
﹂
に
か
け
ら
れ
る
﹁
塩
原
多
助
一
代
記
﹂
の
よ
う
な
美
談
と

は
程
遠
い
︒
も
っ
と
言
え
ば
︑
﹁
職
工
の
賃
銀
問
題
﹂
で
﹁
盛
に
新
聞
で
攻
撃

せ
ら
﹂
れ
た
増
田
を
囲
む
宴
会
で
﹁
一
代
記
﹂
が
か
け
ら
れ
る
︑
と
い
う
叙
述

は
︑
そ
れ
自
身
が
す
で
に
十
分
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

作
品
の
叙
述
は
︑﹁
階
層
が
有
す
る
拘
束
力
の
強
度
を
告
知
﹂
す
る
と
同
時
に
︑

増
田
を
皮
肉
り
︑
彼
を
道
化
た
ら
し
め
る
よ
う
な
フ
ッ
ク
を
忍
ば
せ
て
も
い
る
︑

と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
フ
ッ
ク
は
︑
彼
自
身
に
よ
る
﹁
江
戸
子
﹂
を
め

ぐ
る
過
去
語
り
に
も
忍
び
込
ん
で
い
る
︒
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四
︑
ル
ー
ツ
︑
あ
る
い
は
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
﹁
江
戸
子
﹂

従
来
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
増
田
が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
で
あ
る
﹁
江
戸
子
｣⑱

の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
語
る
場
面
は
︑
彼
の
人
物
造
型
と

そ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
︑
極
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
宴
会

の
場
で
の
︑﹁
抜
け
上
が
つ
た
額
の
下
に
光
つ
て
ゐ
る
白
目
勝
の
目
は
頗
る
剛こ
わ

い
﹂
が
︑﹁
皺
を
寄
せ
て
笑
つ
て
ゐ
る
処
が
ひ
ど
く
優
し
い
﹂
増
田
の
表
情
︒

﹁
こ
の
矛
盾
が
博
士
の
顔
に
一
種
の
滑
稽
を
生
ず
る
﹂︒﹁
剛
﹂
く
も
﹁
優
し
い
﹂

表
情
と
い
う
︑
増
田
が
見
せ
る
﹁
滑
稽
﹂
な
﹁
矛
盾
﹂︒
そ
れ
は
彼
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
﹁
江
戸
子
﹂
を
め
ぐ
る
幼
少
期
に
つ
い
て
の
語
り
に
︑
そ

の
ル
ー
ツ
が
認
め
ら
れ
る
︒

﹁
金
を
溜
め
る
よ
う
な
し
み
つ
た
れ
は
江
戸
子
ぢ
や
あ
ね
え
﹂

︱
口
火
を

切
っ
た
増
田
の
こ
の
放
言
に
︑﹁
一
体
君
は
本
当
の
江
戸
子
か
い
﹂
と
﹁
理
科

の
教
授
﹂
の
石
栗
が
問
う
︒
そ
れ
に
対
し
増
田
は
︑﹁
知
れ
た
事
さ
︒
江
戸
子

の
ち
や
き
ち
や
き
だ
﹂
と
言
い
放
つ
︒
“
宵
越
し
の
銭
を
持
た
な
い
”・﹁
ち
や

き
ち
や
き
﹂
と
い
っ
た
︑
ま
さ
に
典
型
的
な
江
戸
っ
子
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
振

り
か
ざ
す
増
田
は
︑
酒
に
酔
っ
て
雄
弁
に
自
身
の
ル
ー
ツ
を
語
り
起
こ
す
︒
彼

が
語
る
の
は
︑
か
つ
て
幕
末
の
動
乱
の
際
︑
自
身
と
母
が
﹁
上
野
の
戦
争
﹂
の

戦
火
か
ら
逃
れ
る
た
め
秩
父
に
疎
開
し
た
︑
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

増
田
は
そ
ん
な
自
身
を
﹁
落
人
﹂
と
表
し
つ
つ
も
︑
秩
父
の
縁
故
の
者
た
ち
は

﹁
己
の
事
を
江
戸
の
坊
様
と
云
つ
て
ゐ
た
﹂
と
︑
秩
父
の
者
た
ち
を
暗
に
下
に

見
て
い
る
︒﹁
な
ん
で
も
江
戸
の
坊
様
に
御
馳
走
を
し
な
く
ち
や
あ
な
ら
な
い

と
い
ふ
の
で
︑
蕎
麦
に
鳩
を
入
れ
て
食
は
し
て
く
れ
た
つ
け
﹂︒﹁
そ
の
う
ち
に

世
間
が
段
々
静
か
に
な
つ
て
来
﹂
て
︑
﹁
百
姓
の
内
で
も
段
々
厭
き
て
来
や
が

つ
て
︑
も
う
江
戸
の
坊
様
を
大
事
に
し
な
く
な
つ
た
︒
鳩
南
蛮
な
ん
ぞ
は
食
は

し
や
あ
し
ね
え
﹂
︒

彼
は
威
勢
よ
く
続
け
る
︒

或
日
の
事
︑
か
ま
す
と
い
ふ
も
の
に
入
れ
た
里
芋
を
出
し
や
が
つ
て
餓
鬼

共
に
む
し
ら
せ
て
ゐ
や
が
る
の
だ
︒
餓
鬼
は
大
勢
ゐ
た
の
だ
︒
む
し
つ
て

芽
の
所
を
出
し
て
見
て
︑
芽
の
闕か

け
た
奴
は
食
ふ
方
へ
入
れ
る
︒
芽
の
満

足
で
ゐ
る
奴
は
植
ゑ
る
方
へ
入
れ
る
の
だ
︒
己
が
立
つ
て
見
て
ゐ
る
と
︑

江
戸
の
坊
様
も
手
伝
つ
て
お
遣
な
さ
い
と
抜
か
し
や
あ
が
る
︒
大
ぶ
江
戸

の
坊
様
を
安
く
踏
む
や
う
に
な
り
や
あ
が
つ
た
ん
だ
な
︒
か
う
な
つ
ち
ゃ

あ
為
方
が
ね
え
︒
己
も
そ
こ
へ
胡
座
を
掻
い
て
里
芋
の
選
分
を
遣
つ
附
け

た
︒
と
こ
ろ
が
己
は
ち
び
で
も
江
戸
子
だ
︒
こ
ん
な
事
は
朝
飯
前
だ
︒
外

の
餓
鬼
が
笊
に
一
ぱ
い
遣
る
う
ち
に
︑
己
は
二
は
い
遣
る
の
だ
︒
百
姓
奴

び
つ
く
り
し
や
あ
が
つ
た
︒
そ
し
て
言
草
が
好
い
や
︒
里
芋
の
選
分
は
江

戸
の
坊
様
に
限
る
と
抜
か
し
や
あ
が
る
︒

疎
開
し
た
当
初
︑
秩
父
の
者
た
ち
は
増
田
の
こ
と
を
﹁
江
戸
の
坊
様
﹂
と
敬

っ
た
︒
し
か
し
や
が
て
土
地
の
者
た
ち
は
増
田
に
﹁
段
々
厭
き
て
来
﹂
て
︑
彼
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の
こ
と
を
﹁
大
事
に
し
な
く
な
つ
た
﹂︒﹁
江
戸
の
坊
様
﹂
と
い
う
自
身
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
＝
威
信
を
失
っ
た
増
田
は
︑﹁
外
の
餓
鬼
﹂
の
倍
の
速
度
で
里

芋
を
選
り
分
け
る
︒
そ
ん
な
彼
を
見
た
周
囲
の
者
に
﹁
里
芋
の
選
分
は
江
戸
の

坊
様
に
限
る
﹂
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
言
草
が
好
い
や
﹂
と

皮
肉
を
交
え
つ
つ
も
︑
幼
き
増
田
は
内
心
で
自
身
の
失
わ
れ
た
威
信

プ
ラ
イ
ド

の
回
復
を

安
堵
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
要
す
る
に
︑
増
田
の
な
か
で
は
﹁
江

戸
子
﹂
は
秩
父
の
者
た
ち
よ
り
も
上
位
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る⑲

︒

こ
の
挿
話
の
体
験
を
ル
ー
ツ
に
持
つ
増
田
の
﹁
江
戸
子
﹂
気
質
を
考
え
る
に

際
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
事
業
の
﹁
思
付
﹂
を
﹁
片
つ
端
か
ら
人
に
く
れ

て
遣
る
﹂
よ
う
な
気
前
の
良
さ
と
い
っ
た
︑
彼
の
言
葉
の
表
面
で
は
な
く
︑
江

戸
／
秩
父
的
な
序
列
意
識
と
い
っ
た
︑
裏
面
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ

な
ら
︑
増
田
の
こ
う
し
た
自
己
本
位
的
な
序
列
意
識
こ
そ
が
︑﹁
己
は
己
の
意

志
で
遣
る
﹂
と
い
っ
た
ワ
ン
マ
ン
経
営
の

根
ル
ー
ツ

な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
引
い
て

は
作
品
冒
頭
部
に
あ
る
︑﹁
賃
銀
問
題
﹂
に
よ
る
攻
撃
が
起
き
た
原
因
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
︒
彼
の
﹁
江
戸
子
﹂
気
質
に
は
︑
こ
れ

ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
“
気
風
の
良
さ
”
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面

の
一
方
で
︑﹁
江
戸
﹂
至
上
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
が
︑

同
時
に
存
在
し
て
い
る
︒
彼
の
﹁
江
戸
子
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑

︵
資
本
家
間
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
︶
利
他
的
精
神
の
ル
ー
ツ

で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
江
戸
子
﹂
が
常
に
上
位
に
来
る
と
い
う
︑
序
列
意
識
の

ル
ー
ツ
で
も
あ
る
︵
そ
の
意
味
に
お
い
て
や
は
り
︑
先
に
見
た
原
論
は
︑﹁
江

戸
子
﹂
を
め
ぐ
る
叙
述
に
触
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
︑
真
に
正
鵠
を
射
た
見
立
て

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︶︒
両
者
は
表
裏
一
体
で
あ
り
︑
彼
の
な﹅

か﹅

で﹅

は﹅

互

い
に
矛
盾
し
て
は
い
な
い
︒
だ
が
そ
れ
は
︑﹁
目
は
頗
る
剛
い
﹂
が
︑﹁
皺
を
寄

せ
て
笑
つ
て
ゐ
る
処
が
ひ
ど
く
優
し
い
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
滑
稽
﹂
な
﹁
矛

盾
﹂
と
し
て
彼
の
表﹅

情﹅

に﹅

あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
仲
間
内
で
の
気
風
の
良
さ
と
い

う
﹁
優
し
﹂
さ
の
陰
に
︑
﹁
江
戸
子
﹂
で
あ
る
自
身
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点

で
あ
る
と
暗
に
語
る
﹁
剛
﹂
い
眼
光
を
宿
す
増
田
︒
彼
の
そ
う
し
た
序
列
意
識

は
︑
か
つ
て
﹁
百
姓
の
内
で
も
段
々
厭
き
て
来
や
が
つ
て
︑
も
う
江
戸
の
坊
様

を
大
事
に
し
な
く
な
つ
た
﹂
よ
う
に
︑
現
在
に
お
い
て
﹁
賃
銀
問
題
﹂
に
つ
い

て
﹁
新
聞
﹂
か
ら
﹁
攻
撃
﹂
さ
れ
︑
自
身
の
ワ
ン
マ
ン
経
営
の
理
念
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
揺
ら
ぎ
が
生
じ
始
め
る
︒
そ
し
て
そ
の
揺
ら
ぎ
の
後
に
︑

そ
う
し
た
綻
び
を
繕
う
か
の
よ
う
に
︑
彼
の
威
勢
の
よ
い
言
動
は
始
ま
る
の
で

あ
る
︒

か
つ
て
︑﹁
外
の
餓
鬼
﹂
の
倍
の
速
度
で
里
芋
を
選
り
分
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
﹁
江
戸
の
坊
様
﹂
と
し
て
の
威
信
を
取
り
戻
し
た
よ
う
に
︑﹁
賃
銀
は
上
げ

て
遣
れ
ば
好
い
﹂
と
い
う
﹁
工
場
主
の
一
人
の
意
志
﹂
の
表
明
に
よ
り
︑
増
田

は
製
造
所
の
秩
序
と
︑
ひ
い
て
は
製
造
所
長
と
し
て
の
自
身
の
プ
ラ
イ
ド
を
取

り
戻
そ
う
と
す
る
︒﹁
工
場
主
の
一
人
の
意
志
﹂
は
﹁
工
場
を
立
て
ゝ
行
く
｣
＝

｢機
関
を
運
転
さ
せ
て
行
く
﹂
た
め
に
必
要
だ
と
増
田
︵
と
同
一
化
し
た
語
り

パ
ロ
デ
ィ
の
製
造
︿
工
場
﹀

六
五



手
︶
は
語
る
が
︑
そ
れ
が
必
要
な
真
の
理
由
は
︑
実
は
自
身
の
損
な
わ
れ
た

﹁
江
戸
子
﹂
の
矜
持
＝
序
列
意
識
を
回
復
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
︒

工
場
法
に
戻
ろ
う
︒
法
案
に
反
対
す
る
資
本
家
た
ち
は
︑﹁
上
は
下
を
憐
れ

み
下
は
上
を
敬
ふ
﹂﹁
相
敬
愛
す
る
の
観
念
﹂
と
い
っ
た
建
前
め
い
た
レ
ト
リ

ッ
ク
を
事
後
的
に
持
ち
出
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
顛
倒
が
あ
る
こ
と
は
︑
先
に
見

た
通
り
で
あ
る
︒
こ
の
現
象
を
本
作
に
引
き
つ
け
れ
ば
︑﹁
工
場
主
の
一
人
の

意
志
﹂
が
通
じ
ず
﹁
賃
銀
問
題
﹂
を
起﹅

こ﹅

し﹅

て﹅

し﹅

ま﹅

っ﹅

た﹅

増
田
と
そ
の
製
造
所

に
は
︑﹁
上
は
下
を
憐
れ
み
下
は
上
を
敬
ふ
﹂﹁
相
敬
愛
す
る
の
観
念
﹂
が
欠
如

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒﹁
社
会
問
題
に
い
く
ら
高
尚
な
理
論
が

あ
つ
て
も
︑
い
く
ら
緻
密
な
研
究
が
あ
つ
て
も
︑
己
は
己
の
意
志
で
遣
る
﹂
と

い
う
増
田
は

︱
作
中
で
直
接
明
言
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が

︱
工
場
法
と

い
っ
た
国
家
の
横
槍
を
素
直
に
受
け
容
れ
る
と
は
︑
到
底
思
え
な
い
︒
そ
の
点

に
お
い
て
彼
は
︑
工
場
法
に
反
対
す
る
資
本
家
た
ち
に
通
じ
て
い
る
︒
さ
ら
に

言
え
ば
︑
資
本
家
た
ち
が
事
後
的
に
美
談
め
い
た
文
句
を
持
ち
出
し
て
き
た
よ

う
に
︑﹁
賃
銀
は
上
げ
て
遣
れ
ば
好
い
﹂
と
い
う
増
田
の
文
句
も
ま
た
︑﹁
新

聞
﹂
に
﹁
攻
撃
﹂
さ
れ
た
後
に
な
さ
れ
る
︑
事
後
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒
そ

う
で
あ
る
以
上
︑
増
田
の
利
他
的
精
神
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
︑
い
く
ら
か

割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
工
場
法
に
反
対
す
る
資
本
家

の
言
い
分
に
顛
倒
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
増
田
の
な
か
に
真
に
利
他
的
精

神
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
﹁
賃
銀
問
題
﹂
な
ど
起
き
る
は
ず
も
な
い
の

だ
か
ら
︑
こ
こ
に
も
ま
た
同
種
の
顛
倒
が
あ
る
︒
事
後
的
な
美
辞
に
生
じ
る
こ

う
し
た
顛
倒
を
︑
本
作
は
構
造
的
に
反
復
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
仲
間
内
に
対
す
る
利
他
的
精
神
を
﹁
無
邪
気
﹂
に
語
り
つ
つ
も
︑
そ

の
裏
に
序
列
意
識
を
潜
ま
せ
る
と
い
う
﹁
江
戸
子
﹂
と
し
て
の
増
田
の
二
つ
の

顔
は
︑
建
前
と
し
て
そ
う
し
た
美
談
め
い
た
﹁
観
念
﹂
を
説
き
な
が
ら
︑
一
方

で
工
場
法
と
い
う
国
家
的
介
入
に
よ
る
利
潤
の
低
下
を
危
惧
す
る
と
い
う
本
音

を
隠
し
持
つ
︑
工
場
法
の
成
立
に
反
対
す
る
資
本
家
の
二
枚
舌
に
通
じ
て
い
る
︒

職
工
と
い
う
他
者
に
﹁
優
し
﹂
く
あ
れ
︑
と
説
き
つ
つ
︑
行
動
と
し
て
は
彼
ら

職
工
に
対
し
て
﹁
剛
﹂
い
眼
を
光
ら
せ
て
い
る
︑
増
田
や
世
の
資
本
家
た
ち
︒

工
場
法
に
反
対
す
る
資
本
家
た
ち
は
︑
ま
だ
し
も
己
の
本
音
と
建
前
の
別
を
自

覚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
増
田
は
自
身
の
二
面
性
に
対
し
て
︑
極
め
て
曖

昧
か
つ
渾
然
一
体
と
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
︒
彼
は
自
身

が
建
前
と
本
音
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
に
︑
十
分
に
自
覚
的
な
わ
け
で
は
な

い
︒
他
者
か
ら
見
た
﹁
矛
盾
﹂
が
十
分
に
内
面
化
さ
れ
て
い
な
い
彼
の
牧
歌
的

な
﹁
江
戸
子
﹂
気
質
は
︑
そ
う
し
た
資
本
家
の
︑
ま
さ
に

｢滑
稽
﹂
な
模
倣

パ

ロ

デ

ィ

と

し
て
立
ち
上
が
る
︒

増
田
が
世
の
資
本
家
た
ち
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
︑
作
中
の
﹁
滑

稽
﹂
と
い
う
一
語
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
前
節
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
職
工
の
賃

銀
問
題
﹂
で
﹁
盛
に
新
聞
で
攻
撃
せ
ら
﹂
れ
た
増
田
を
囲
う
場
で
︑
美
談
と
し

て
知
ら
れ
る
﹁
一
代
記
﹂
が
か
け
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
皮
肉
め
い
た
叙
述
に
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も
あ
る
︒
そ
う
し
た
叙
述
が
含
み
込
ま
れ
た
本
作
は
ま
さ
に
︑﹁
批
評
的
距
離

を
も
っ
た
模
倣
﹂︵
ハ
ッ
チ
オ
ン
︶
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
模
倣
と

は
︑
作
家
論
的
に
言
え
ば
︑
工
場
法
を
推
進
す
る
側
に
い
た
作
者
・
鷗
外
に
よ

る
︑
時
に
都
合
の
よ
い
美
辞
麗
句

レ

ト

リ

ツ

ク

を
持
ち
出
す
資
本
家
へ
の
︑
ま
さ
し
く

諷
刺
的

レ
ト
リ
カ
ル

な
意
趣
返
し
で
あ
っ
た
︑
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
︒
仲
間
に
囲

わ
れ
︑
し
た
た
か
酔
っ
払
い
︑﹁
皺
を
寄
せ
て
笑
つ
て
ゐ
る
﹂
増
田
は
︑
自
身

こ
そ
が
笑
わ
れ
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
く
︑
上
機
嫌
で
宴
会

場
を
後
に
す
る
︒お

わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
本
作
と
工
場
法
を
め
ぐ
る
言
説
に
は
︑
あ
る
レ
ト

リ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
接
点
が
認
め
ら
れ
る
︒
鷗
外
自
身
が
そ
う
し
た
言

説
に
接
し
て
い
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て

は
推
測
の
域
を
出
な
い
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
パ
ロ
デ
ィ
や
諷
刺
と
い
っ
た
方

向
で
の
読
み
直
し
が
可
能
だ
と
い
う
指
摘
に
︑
ひ
と
ま
ず
と
ど
め
て
お
く
︒

内
務
省
中
央
衛
生
会
の
一
員
で
あ
る
森
林
太
郎
が
表
の
顔
と
す
る
な
ら
ば
︑

本
作
を
書
く
鷗
外
は
︑
い
わ
ば
裏
の
顔
で
あ
っ
た
︒
富
国
強
兵
の
た
め
に
公
人

と
し
て
法
制
度
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
︑
私
人
︑
つ
ま
り
文
学
者
と
し

て
社
会
問
題
を
取
り
扱
う
方
法
を
模
索
し
て
い
た
時
期⑳

に
お
い
て
︑
本
作
は
そ

の
嚆
矢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
こ
で
取
ら
れ
た
パ
ロ
デ
ィ

や
諷
刺
と
い
っ
た
方
法
が
︑
批
評
的
に
精
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
︑
や
や
疑
問
が
残
る
︒
作
家
史
的
に
見
れ
ば
︑
本
作
は
後
の
系
譜
的

な
諸
作
品
に
続
く
︑
習
作
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
か
も
し
れ

な
い
︒
こ
の
後
︑
大
逆
事
件
に
併
せ
て
書
か
れ
て
い
く
諸
作
品
に
お
い
て
︑
鷗

外
は
如
上
の
方
法
を
洗
練
︑
あ
る
い
は
変
形
さ
せ
て
い
き
︑
独
自
の
批
評
の
ス

タ
イ
ル
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
そ
う
し
た
後
の
展
開
に
鑑
み
れ
ば
︑

そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
本
作
は
︑
小
品
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
決
し
て
看
過
で

き
る
作
品
で
は
な
い
︒
後
の
﹁
創
作
的
批
評
﹂
と
い
う
方
法
を
準
備
し
た
︑
と

い
う
見
方
を
す
る
な
ら
ば
︑
本
作
は
鷗
外
の
文
学
史
の
な
か
で
︑
一
つ
の
重
要

な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
︒

注①

竹
盛
天
雄
﹃
鷗
外

そ
の
紋
様
﹄
︵
小
沢
書
店
︑
一
九
八
二
・
七
︶︑
二
四
九
・
二

五
六
～
二
五
七
頁

②

瀧
本
和
成
﹃
森
鷗
外

現
代
小
説
の
世
界
﹄
︵
和
泉
書
院
︑
一
九
九
五
・
一
〇
︶︑

七
八
・
八
〇
～
八
一
頁

③

大
塚
美
保
﹁
迷
信
と
大
逆

︱
鷗
外
﹃
蛇
﹄
﹃
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
﹄︑
そ
し
て

永
錫
会

︱
﹂︵﹃
聖
心
女
子
大
学
論
叢
﹄
第
一
一
一
集
︑
二
〇
〇
八
・
八
︶

④

国
家
が
賃
金
の
問
題
に
介
入
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
︒

賃
金
は
労
働
者
が
其
労
働
の
代
価
と
し
て
受
く
る
所
な
れ
ば
︑
其
高
低
は
労
働

者
の
利
害
に
最
も
重
大
な
る
関
係
を
有
し
︑
現
時
の
社
会
問
題
発
生
の
一
原
因

パ
ロ
デ
ィ
の
製
造
︿
工
場
﹀
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は
労
働
者
の
所
得
の
少
額
な
る
に
在
る
は
論
を
俟
た
ず
と
雖
ど
も
︑
国
家
が
賃

金
額
の
大
小
に
干
渉
す
る
は
︑
其
の
効
果
少
き
の
み
な
ら
ず
︑
種
々
の
弊
害
を

惹
起
す
る
こ
と
あ
り
︒
社
会
主
義
の
論
者
の
如
く
︑
労
働
の
権
利
︑
生
活
の
権

利
を
認
む
る
に
当
り
て
は
生
産
の
進
歩
を
阻
礙
す
る
の
欠
点
あ
る
は
︑
前
章
既

に
述
べ
た
る
所
な
り
﹂︵
関
一
﹃
労
働
者
保
護
法
論
﹄
隆
文
館
︑
明
治
四
三
・

三
︑
二
九
九
頁
︶︒

﹁
社
会
主
義
の
論
者
﹂

︱
言
う
ま
で
も
な
く
彼
ら
は
︑
工
場
法
を
め
ぐ
る
国
家
・

資
本
家
と
の
三
つ
巴
の
争
い
の
な
か
で
︑
労
働
者
の
よ
り
大
き
な
権
利
を
獲
得
す
べ

く
尽
力
す
る

︱
と
は
異
な
り
︑
国
家
は
﹁
其
の
効
果
少
﹂
く
︑﹁
生
産
の
進
歩
を

阻
礙
す
る
﹂
で
あ
ろ
う
賃
金
問
題
に
は
干
渉
し
な
い
︒
富
国
強
兵
の
た
め
に
は
︑
長

時
間
労
働
な
ど
︑
劣
悪
な
労
働
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
が
ま
ず
先
決
︑
と
い
う
こ
と

か
︒

⑤

日
記
を
確
認
し
て
お
け
ば
︑
作
品
発
表
直
前
の
四
二
年
一
二
月
九
日
に
﹁
中
央
衛

生
委
員
会
に
ゆ
く
﹂﹁
工
場
法
案
始
て
議
に
上
る
﹂
と
あ
り
︑
同
月
一
三
日
に
は

﹁
中
央
衛
生
会
に
て
工
場
法
案
を
議
す
︒
委
員
に
附
託
せ
ら
る
︒
予
委
員
に
せ
ら
る
﹂

と
あ
る
︒
同
じ
く
一
六
日
に
は
﹁
午
後
工
場
法
案
の
特
別
委
員
会
に
赴
き
︑
意
見
を

陳
﹂
べ
︑
二
七
日
の
﹁
午
後
六
時
三
十
分
新
橋
を
発
﹂
し
︑
西
日
本
方
面
へ
の
視
察

出
張
に
赴
い
て
い
る
︵
翌
月
一
六
日
に
帰
京
︶︒
四
三
年
一
月
一
日
︑﹁
大
阪
よ
り
宮

嶋
に
ゆ
く
夜
汽
車
の
中
に
年
を
迎
﹂
へ
︑﹁
又
里
芋
とマ

不
動
の
目
玉
一
篇マ

を
草
す
﹂︒

二
四
日
に
原
稿
を
﹁
昴
印
刷
所
に
送
る
﹂︒
な
お
﹃
中
央
衛
生
会
第
三
十
次
年
報

︵
明
治
四
十
二
年
︶﹄︵
明
治
四
三
・
一
〇
・
一
五
︶
に
も
︑
鷗
外
の
出
席
と
︑
当
会

に
お
い
て
工
場
法
案
を
議
題
と
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

注
①
竹
盛
前
掲
書
︑
二
四
九
～
二
五
一
頁

⑦

﹁
工
場
法
の
制
定
(二
)﹂︵﹃
国
民
経
済
雑
誌
﹄
第
八
巻
第
二
号
︑
明
治
四
三
・
二
︶

⑧

﹁
工
場
法
の
制
定
(一
)﹂︵﹃
国
民
経
済
雑
誌
﹄
第
八
巻
第
一
号
︑
明
治
四
三
・
一
︶

⑨

三
段
崎
景
之
﹃
工
場
法
釈
義
﹄︵
厳
松
堂
書
店
︑
明
治
四
四
・
五
︶︑
一
二
～
一
三

頁
⑩

﹁
時
評

経
済
界

工
場
条
例
の
制
定
﹂︵﹃
太
陽
﹄
第
三
巻
第
一
五
号
︑
明
治
三

〇
・
七
︶

⑪

社
会
政
策
学
会
編
﹃
工
場
法
と
労
働
問
題
﹄︵
同
文
館
︑
明
治
四
一
・
四
︑
四

二
・
五
︑
再
版
︶
所
収
の
同
学
会
に
お
け
る
法
学
博
士
・
添
田
寿
一
の
演
説
︵
明
治

四
〇
年
一
二
月
二
二
日
︶
︒
引
用
は
﹃
社
会
政
策
学
会
史
料
集
成
第
一
巻

工
場
法

と
労
働
問
題
﹄︵
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
七
七
・
八
︶
︑
九
六
頁
︑
に
よ
る
︒

⑫

同
書
は
当
然
鷗
外
も
繙
読
し
て
お
り
︑
鷗
外
文
庫
架
蔵
本
の
な
か
で
︑
例
え
ば

﹁
生
糸
織
物
職
工
事
情
﹂
の
巻
な
ど
に
は
︑
多
数
の
傍
線
や
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
が
附

さ
れ
て
い
る
︒

⑬

例
え
ば
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
は
︑
﹁
パ
ロ
デ
ィ
と
は
︑
皮
肉
な
﹁
文
脈
横
断
﹂

と
転
倒
を
用
い
た
︑
差
異
を
持
っ
た
反
復
な
の
で
あ
﹂
り
︑
そ
れ
は
﹁
批
評
的
距
離

を
も
っ
た
模
倣
﹂
だ
と
言
う
︵
辻
麻
子
訳
﹃
パ
ロ
デ
ィ
の
理
論
﹄
未
来
社
︑
一
九
九

三
・
三
︑
七
八
・
八
六
頁
︶︒
以
下
︑
本
稿
に
お
け
る
﹁
パ
ロ
デ
ィ
﹂
と
い
う
語
用

は
︑
如
上
の
よ
う
な
意
味
を
含
む
も
の
と
す
る
︒

⑭

注
①
竹
盛
前
掲
書
︑
二
五
四
～
二
五
六
頁

⑮

注
②
瀧
本
前
掲
書
︑
六
八
頁

⑯

注
③
大
塚
前
掲
論

⑰

原
貴
子
﹁
森
鷗
外
﹁
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
﹂
論

︱
階
層
の
拘
束
力
﹂︵﹃
鷗

外
﹄
第
九
〇
号
︑
二
〇
一
二
・
一
︶

⑱

増
田
が
江
戸
っ
子
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
︑
彼
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
と
証
言
さ

れ
て
い
る
︵
森
潤
三
郎
﹃
鷗
外
森
林
太
郎
﹄
丸
井
書
店
︑
一
九
四
二
・
四
︑
一
九
五

頁
︶︑
陸
軍
衛
生
材
料
廠
長
で
あ
り
薬
剤
監
で
も
あ
っ
た
羽は

田だ

益ま
す

吉き
ち

と
い
う
人
物
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︵
潤
三
郎
の
証
言
及
び
羽
田
に
つ
い
て
は
竹
盛

な
ど
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
︶
︒
羽
田
に
つ
い
て
は
︑
当
時
の
人
名
辞
典
の
類
に

は
︑
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
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造
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君
は
陸
軍
衛
生
材
料
廠
長
な
り
︑
旧
幕
臣
羽
田
岩
太
郎
氏
の
二
男
に
し
て
︑
文

久
二
︹
一
八
六
二
︺
年
四
月
一
日
を
以
て
︑
小
石
川
目
白
台
夜
寒
坂
の
邸
に
生

る
︑
夙
に
東
京
大
学
医
学
部
に
入
り
︑
薬
学
を
修
め
︑
明
治
十
四
年
陸
軍
省
に

出
仕
し
︑
薬
剤
官
試
補
よ
り
累
進
し
て
四
十
三
年
十
一
月
陸
軍
一
等
薬
剤
正
に

任
ぜ
ら
る
︒

︵﹃
現
代
人
名
辞
典
﹄
中
央
通
信
社
︑
大
正
元
・
一
一
︑
再
版
︑
引
用
は
﹃
明
治

人
名
辞
典
﹄
上
巻
︑
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
八
七
・
一
〇
︑
所
収
の
複
刻

版
よ
り
︶

ま
た
や
や
後
の
も
の
で
は
︑

君
は
陸
軍
衛
生
材
料
廠
長
と
し
て
我
が
陸
軍
の
衛
生
に
絶
大
な
る
功
勲
を
捧
げ

し
士
な
り
︒
資
性
英
邁
に
し
て
襟
度
浩
洋
︑
廉
潔
晶
々
現
代
稀
に
見
る
の
人
格

者
た
り
︒
旧
幕
臣
羽
田
岩
太
郎
氏
の
二
男
に
し
て
文
久
二
年
四
月
東
京
市
小
石

川
目
白
台
夜
寒
坂
の
邸
に
生
る
︒
夙
に
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
へ
て
陸
軍
省
十

五
等
出
仕
官
と
な
り
︑
次
で
薬
剤
官
試
補
と
な
り
累
進
し
て
陸
軍
一
等
薬
剤
正

に
任
ぜ
ら
れ
次
で
薬
剤
官
と
な
る
︒

︵﹃
大
日
本
人
物
名
鑑
﹄
ル
ー
ブ
ル
社
出
版
部
︑
大
正
一
〇
・
五
︶

と
あ
る
︒
羽
田
は
陸
軍
の
薬
剤
官
で
あ
り
︑
増
田
の
よ
う
に
︑
二
五
年
間
化
学
工
場

の
所
長
を
務
め
た
な
ど
の
経
歴
は
な
い
︒
だ
が
そ
れ
以
外
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
共

通
点
も
あ
る
︒
羽
田
の
父
・
岩
太
郎
は
﹁
幕
臣
﹂
で
あ
り
︑
増
田
の
父
も
ま
た
﹁
幕

府
の
造
船
所
に
勤
め
﹂︑﹁
勝
安
芳
｣
＝
海
舟
に
仕
え
た
幕
臣
で
あ
っ
た
︒
羽
田
は
増

田
と
同
じ
﹁
二
男
﹂
で
あ
る
︒﹁
上
野
の
戦
争
﹂︵
慶
応
四
／
一
八
六
八
年
︶
の
時
︑

羽
田
は
六
歳
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
増
田
の
年
齢
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

不
明
で
あ
る
が
︑
戦
火
か
ら
逃
れ
る
際
﹁
門
番
で
米
擣
を
し
て
ゐ
た
爺
い
が
己
を
負

ぶ
つ
﹂
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
羽
田
と
同
世
代
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︒
羽
田
は

﹁
東
京
大
学
医
学
部
に
入
り
︑
薬
学
を
修
め
﹂︑
増
田
は
﹁
理
学
博
士
﹂
で
あ
る
こ
と

か
ら
︑
同
じ
く
東
京
大
学
の
︑
理
学
部
卒
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
羽
田
は
︑

官
立
で
は
あ
る
が
︑
薬
剤
の
製
造
所
を
設
け
て
い
る
︒

ベ
ル
ベ
リ
ン
は
胃
腸
病
特
効
薬
と
し
て
称
用
せ
ら
れ
る
ゝ
植
物
塩
基
に
て
英
国

に
於
て
は
盛
ん
に
製
造
す
る
も
何
分
高
価
な
る
為
め
一
般
の
使
用
に
適
せ
ざ
る

が
今
回
衛
生
材
料
廠
陸
軍
三
等
薬
剤
正
羽
田
益
吉
予
備
薬
剤
官
西
畑
四
郎
両
氏

が
簡
易
な
る
採
集
法
を
発
見
し
オ
イ
ベ
リ
ン
と
命
名
し
た
り
と
の
事
を
聞
き
し

か
ば
取
敢
ず
斯
界
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
た
る
下
山
薬
学
博
士
の
説
明
を
求
め
た
る

︵
略
︶
云
々
と
語
ら
れ
た
り
右
西
畑
氏
は
羽
田
薬
剤
正
指
導
教
授
の
結
果
に
従

ひ
今
回
市
ヶ
谷
薬
王
寺
前
町
に
製
造
所
を
設
け
愈
オ
イ
ベ
リ
ン
の
製
造
に
着
手

す
べ
し
と
云
ふ
︒

︵﹁
ベ
ル
ベ
リ
ン
製
出
︵
新
命
名
オ
イ
ベ
リ
ン
︶﹂
︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
朝
刊
︑

明
治
三
九
・
八
・
五
︶
︒

な
お
︑
注
⑰
原
前
掲
論
は
こ
の
こ
と
に
触
れ
︑
羽
田
が
ベ
ル
ベ
リ
ン
の
製
出
に
関
し

て
︑﹁
利
益
に
関
与
す
る
自
己
の
発
見
を
惜
し
げ
も
な
く
他
人
に
譲
る
点
は
︑
増
田

に
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
以
上
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
︑
羽

田
の
﹁
資
性
英
邁
に
し
て
襟
度
浩
洋
︑
廉
潔
晶
々
現
代
稀
に
見
る
の
人
格
者
﹂
と
い

っ
た
人
間
性
を
︑
増
田
の
表﹅

の﹅

顔﹅

と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒
羽
田
に
基
づ
く

︵
と
推
測
さ
れ
る
︶
増
田
の
﹁
江
戸
子
﹂
ぶ
り
に
は
︑
二
つ
の
顔
が
存
在
し
て
い
る
︒

⑲

増
田
の
な
か
の
江
戸
／
秩
父
と
い
っ
た
序
列
意
識
に
は
︑
さ
ら
に
内
な
る
差
異
が

存
在
す
る
︒
彼
は
自
身
と
亡
き
﹁
兄
き
﹂
と
い
う
︑
二
種
類
の
﹁
江
戸
子
﹂
を
並
べ
︑

兄
を
ダ
シ
に
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
自
身
の
人
生
哲
学
の
正
し
さ
を
誇
示
す
る
︒
陸

軍
戸
山
学
校
に
入
っ
た
増
田
の
兄
が
帰
っ
て
き
た
時
︑
彼
は
母
が
拝
ん
で
い
た
﹁
不

動
様
の
掛
物
﹂
を
前
に
し
て
︑
﹁
ふ
う
ん
︑
お
つ
母
さ
ん
は
こ
ん
な
物
を
拝
ん
だ
の

で
す
か
と
云
つ
て
﹂
︑﹁
線
香
の
燃
え
て
ゐ
る
尖
を
不
動
様
の
目
の
所
に
押
つ
附
け
て

焼
き
抜
﹂
い
て
し
ま
う
︒
﹁
旧
思
想
の
破
壊
と
い
う
や
う
な
事
に
︑
恐
ろ
し
く
力
瘤

を
入
れ
﹂
る
﹁
F
a
n
a
t
ik
e
r｣
＝
狂
信
者
だ
っ
た
増
田
の
兄
は
︑﹁
古
く
な
つ
た
が
ら

く
た
を
取
り
片
附
け
な
け
り
や
あ
な
ら
な
い
時
代
﹂︑
つ
ま
り
維
新
の
革
命
と
い
う
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転
換
期
に
は
︑﹁
道
具
か
も
知
れ
﹂
ず
︑﹁
廻
り
合
せ
で
は
大
き
い
為
事
を
し
た
の
か

も
知
れ
﹂
な
か
っ
た
︑
と
増
田
に
偲
ば
れ
る
︒﹁
己
な
ん
ぞ
も
西
洋
の
学
問
を
し
た
︒

で
も
己
は
不
動
の
目
玉
は
焼
か
ね
え
︒
ぽ
つ
ぽ
つ
遣
つ
て
行
く
の
だ
︒
里
芋
を
選
り

分
け
る
や
う
な
工
合
に
遣
つ
て
行
く
﹂︑﹁
同
じ
江
戸
つ
子
で
も
︑
己
は
兄
き
の
や
う

な

F
a
n
a
t
ik
e
r
と
は
違
ふ
ん
だ
︒
ど
こ
ま
で
も
ね
ち
ね
ち
へ
こ
ま
ず
に
遣
つ
て
行
く

の
も
江
戸
子
だ
よ
﹂

︱
︒
適
者
生
存
と
で
も
言
う
べ
き
兄
弟
の
命
運
の
分
か
れ
道

を
語
る
こ
の
叙
述
に
も
︑
確
か
な
序
列
意
識
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
増
田
が
亡

き
兄
に
つ
い
て
語
る
際
に
︑﹁
あ
れ
な
ん
ぞ
が
友
達
だ
つ
た
の
だ
﹂
と
名
が
出
さ
れ

る
田
口
卯
吉
︵
一
八
五
五
～
一
九
〇
五
︶
は
︑
晩
年
に
﹁
工
場
法
﹂︵﹃
東
京
経
済
雑

誌
﹄
第
一
一
五
五
号
︑
明
治
三
五
・
四
︶
な
ど
で
同
法
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
し

て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
注
②
瀧
本
前
掲
書
に
お
い
て
︑

経
営
者
と
労
働
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
法
律
に
よ
る
国
家
介
入
を
批
判
す
る
と

い
う
点
で
田
口
卯
吉
と
増
田
博
士
と
の
考
え
方
の
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
が
︑
同
時
に
︑︿
理
論
﹀
よ
り
も
経
営
者
の
人
格
に
重
き
を
置
き
︑
あ
り
得

べ
き
経
営
者
を
め
ざ
す
博
士
と
あ
く
ま
で
︿
理
論
﹀
優
先
の
経
済
自
由
主
義
の

立
場
か
ら
考
え
る
田
口
卯
吉
と
の
相
違
点
も
指
摘
で
き
る
︒
そ
こ
に
田
口
卯
吉

を
兄
の
友
達
と
し
て
距
離
を
お
い
て
登
場
さ
せ
描
い
た
作
者
の
彼
に
対
す
る
親

近
感
と
そ
う
で
な
い
両
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
七
〇
～
七
一
頁
︶

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒

⑳

本
作
の
直
後
︑
大
逆
事
件
前
後
の
時
期
に
鷗
外
が
書
い
た
一
連
の
批
評
的
な
作
品

は
︑
同
時
代
評
に
お
い
て
﹁
創
作
的
批
評
﹂
と
称
さ
れ
た
︒
詳
し
く
は
拙
稿
﹁︿
創

作
的
批
評
﹀
の
盲
目
性

︱
同
時
代
評
か
ら
読
む
森
鷗
外
﹁
フ
ア
ス
チ
エ
ス
﹂

︱
﹂︵﹃
鷗
外
﹄
第
一
〇
〇
号
︑
二
〇
一
七
・
一
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
︵
於
福
岡
大
学
︑
二
〇
一
六
年
一
〇

月
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
元
と
し
て
い
る
︒
会
場
の
内
外
で
多
く
の
方
か
ら

貴
重
な
御
意
見
を
賜
っ
た
︒
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
︒
資
料
の
引
用
に
お

い
て
は
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
で
統
一
し
︑
ル
ビ
・
傍
点
類
は
適
宜
省
略
し

た
︒
ま
た
年
号
は
同
時
代
の
も
の
は
和
暦
︑
そ
れ
以
外
の
も
の
は
西
暦
で
表
記

し
た
︒
鷗
外
作
品
の
引
用
は
﹃
鷗
外
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
～
七
五

年
︶
の
第
二
刷
︵
一
九
八
六
～
九
〇
年
︶
に
拠
っ
た
︒
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