
森
鴎
外
「
桟
橋
」
の
問
題

　
森
鴎
外
は
明
治
四
十
三
年
五
月
一
日
に
発
行
さ
れ
た
「
三
田
文
学
」
創
刊
号
に
、
鴎

外
の
署
名
の
も
と
に
作
品
「
桟
橋
」
を
発
表
し
て
い
る
。
創
刊
号
の
一
頁
か
ら
八
頁
ま

で
に
掲
載
さ
れ
た
短
篇
で
、
一
頁
の
題
名
「
桟
橋
」
の
下
に
は
、
（
写
生
小
品
）
と
記

さ
れ
て
い
る
。
文
久
二
年
生
ま
れ
の
作
者
は
、
こ
の
年
数
え
て
四
十
九
歳
、
知
命
を
前

に
し
た
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
鴎
外
の
日
録
明
治
四
十
三
年
三
月
八
日
の
条
に
は
、
「
薬
剤
官
会
議
を
開
く
。
衆
議

院
に
赤
十
字
社
に
関
す
る
質
問
出
づ
。
次
官
予
に
社
を
訪
ひ
て
調
査
せ
ん
こ
と
を
命
ず
。

大
臣
抑
止
し
て
社
の
職
員
を
召
し
て
問
ふ
こ
と
と
な
る
。
長
井
行
来
訪
す
。
桟
橋
成
る
。

母
上
茉
莉
を
つ
れ
て
賀
古
へ
ゆ
き
ま
す
。
妻
同
窓
会
に
ゆ
く
。
藤
岡
作
太
郎
死
せ
し
に

よ
り
弔
詞
を
遣
す
。
」
こ
と
あ
り
、
繁
忙
な
る
公
務
の
中
で
、
「
桟
橋
」
の
稿
が
成
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
か
ら
数
え
て
一
か
月
余
を
経
た
四
月
十
一
日

の
く
だ
り
に
は
、
「
媛
な
る
ゆ
え
裂
を
脱
ぐ
。
悪
路
、
中
館
長
三
郎
（
大
阪
）
に
書
を

遣
す
。
夜
平
野
万
里
来
話
す
。
桟
橋
を
三
田
文
学
に
出
す
こ
と
と
す
。
日
在
の
別
荘
の

番
人
夫
婦
来
り
宿
る
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
二
十
四
日
の
日
曜
の
条
に
は
、
「
き
み
子
が

子
の
病
を
校
す
。
桟
橋
を
校
す
。
」
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
作
品
「
桟
橋
」
の
成
稿
は
三
月
八
日
、
そ
し
て
、
□
二
田
文
学
」
へ
の
発
表
が
五
月

一
日
で
あ
り
、
脱
稿
か
ら
掲
載
に
至
る
ま
で
比
較
的
短
時
日
に
事
を
運
ぶ
傾
き
の
あ
る

鴎
外
と
し
て
は
か
な
り
の
ス
ロ
ｒ
テ
ン
ポ
で
は
あ
る
。
ま
た
、
四
月
十
一
日
の
、
「
夜

平
野
万
里
来
訪
す
。
桟
橋
を
三
田
文
学
に
出
す
こ
と
と
す
。
」
と
い
う
筆
致
か
ら
す
る

と
、
「
昴
」
と
コ
ニ
田
文
学
」
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
何
ら
か
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た

は
ず
で
あ
り
、
万
里
の
諒
解
を
得
て
「
桟
橋
」
を
「
三
田
文
学
」
に
発
表
す
る
こ
と
に

決
し
た
感
さ
え
す
る
記
述
で
あ
る
。

篠
　
原
　
義
　
彦

　
写
生
小
品
「
桟
橋
」
が
「
三
田
文
学
」
の
創
刊
号
を
飾
っ
た
五
月
一
日
、
雑
誌
「
昴
」

に
は
鴎
外
の
手
に
な
る
小
説
「
青
年
」
の
五
と
六
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の

三
月
来
「
昴
」
に
連
続
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
「
青
年
」
の
六
は
、
天
長
節
の
午
後
、

神
田
の
と
あ
る
倶
楽
部
で
の
例
会
に
出
か
け
た
主
人
公
小
泉
純
一
の
前
に
平
田
樹
石
な

る
人
物
が
登
場
す
る
場
面
で
終
っ
て
い
る
。
「
此
時
梯
子
の
下
で
、
『
諸
君
、
平
田
先
生

が
見
え
ま
し
た
』
と
呼
ぶ
声
が
し
た
。
平
田
と
い
ふ
の
は
柑
石
の
氏
な
の
で
あ
る
。
（
ご

と
は
絶
妙
で
あ
る
。
「
樹
石
」
は
、
石
を
手
の
ひ
ら
で
た
た
く
の
意
、
平
田
樹
石
の

「
平
田
」
は
平
手
に
通
じ
、
「
樹
石
」
は
漱
石
を
容
易
に
想
起
せ
し
め
る
鴎
外
の
巧
妙
な

命
名
法
（
～
で
あ
る
。
「
併
し
教
員
を
罷
め
た
丈
で
も
、
鴎
村
な
ん
ぞ
の
や
う
に
、
役
人

を
し
て
ゐ
る
の
に
比
べ
て
見
る
と
、
余
程
芸
術
家
ら
し
い
か
も
知
れ
な
い
ね
。
」
と
は

み
ご
と
な
郷
楡
で
あ
る
。
鴎
外
も
な
か
な
か
手
の
込
ん
だ
芸
当
を
や
る
も
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
前
年
十
月
十
四
日
に
完
結
し
た
「
そ
れ
か
ら
」
に
続
く
作
品
と
し
て
、
夏
目

漱
石
が
「
門
」
を
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
し
始
め
た
の
は
、
「
青
年
」
の
壱
及
び
弐
が

「
昴
」
に
発
表
さ
れ
た
三
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
二
四
郎
」
を
存
分
に
意
識
し
た

「
青
年
」
の
創
作
の
過
程
で
産
み
落
と
さ
れ
た
小
品
、
そ
れ
が
「
桟
橋
」
で
あ
る
が
、

「
そ
れ
か
ら
」
か
ら
「
門
」
・
へ
と
展
開
す
る
漱
石
の
作
品
が
そ
の
根
底
に
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
鴎
外
の
作
品
「
桟
橋
」
に
は
香
気
が
あ
る
。

前
者
が
姦
通
と
相
対
峙
す
る
絵
柄
を
内
に
包
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
は
衿
持

の
も
た
ら
す
禁
忌
の
構
図
か
お
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
桟
橋
」
脱
稿
の
日
で
あ
る
三
月
八
日
の
日
録
の
中
の
、
「
衆
議
院
に
赤

十
字
社
に
関
す
る
質
問
出
づ
。
次
官
予
に
社
を
訪
ひ
て
調
査
せ
ん
こ
と
を
命
ず
。
」
云
々

に
つ
い
七
、
竹
盛
天
雄
は
、
「
『
桟
橋
』
と
い
う
作
品
は
、
健
康
を
害
し
か
ね
て
か
ら
の
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思
わ
し
か
ら
ぬ
石
本
次
官
と
の
関
係
も
悪
化
し
て
、
勤
務
上
の
危
機
を
体
感
し
て
い
る

さ
な
か
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
瞭
ら
か
で
あ
る
。
心
身
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
く
ず

れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
『
混
沌
』
を
馴
致
し
反
撥
す
る
よ
う
な
形
で
創
作
活
動

に
入
っ
て
い
き
、
日
常
的
狼
雑
さ
を
乗
り
越
え
る
べ
き
芸
術
的
加
工
と
工
夫
と
が
企
て

ら
れ
る
Ｌ
‐
－
‐
‐
Ｌ
そ
こ
に
鴎
外
に
お
け
る
積
極
主
義
の
あ
ら
わ
れ
、
『
書
く
こ
と
』
の
パ

タ
ー
ン
が
見
い
だ
さ
れ
る
（
し
。
）
と
記
し
て
い
る
。
竹
盛
大
雄
が
い
み
じ
く
も
指
摘
す

る
「
日
常
的
狼
雑
さ
」
は
、
ひ
と
り
石
本
新
六
陸
軍
次
官
と
の
角
逐
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
樹
石
な
ら
ざ
る
漱
石
に
対
す
る
鴎
外
の
意
識
も
そ
の
｝
つ
で

あ
っ
た
。
会
場
の
二
階
に
上
が
っ
た
純
一
は
、
「
兎
に
角
、
君
、
ラ
イ
フ
と
ア
ア
ト
が

別
々
に
な
つ
て
ゐ
る
奴
は
駄
目
だ
よ
。
」
と
い
う
声
高
の
科
白
を
耳
に
し
た
。

　
話
題
に
上
つ
て
ゐ
る
の
は
、
今
夜
演
説
に
来
る
樹
石
で
あ
る
。
老
成
ら
し
い
一
人
が

　
云
ふ
。
あ
れ
は
兎
に
角
芸
術
家
と
し
て
成
功
し
て
ゐ
る
。
成
功
と
い
っ
て
も
一
時
世

　
間
を
動
か
し
た
と
い
ふ
側
で
い
ふ
の
で
は
な
い
。
文
芸
史
上
の
意
義
で
い
ふ
の
で
あ

　
る
。
そ
れ
に
学
殖
か
お
る
。
短
篇
集
な
ん
ぞ
の
中
に
は
、
西
洋
の
事
を
書
い
て
、
西

　
洋
人
が
書
い
た
と
し
き
や
思
は
れ
な
い
や
う
な
も
の
が
あ
る
と
云
ふ
。
さ
う
す
る
と
、

　
さ
つ
き
声
高
に
話
し
て
ゐ
た
男
が
、
か
う
云
ふ
。
学
問
や
特
別
知
識
は
何
の
価
値
も

　
な
い
。
芸
術
家
と
し
て
成
功
し
て
ゐ
る
と
は
、
旨
く
人
形
を
列
べ
て
、
踊
ら
せ
て
ゐ

　
る
や
う
な
処
を
言
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
成
功
が
嫌
だ
。
人
形
を
勝
手
に
踊

　
ら
せ
て
ゐ
て
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
ら
し
い
自
己
が
物
陰
に
隠
れ
て
、
見
物
の
面
白
が
る
の

　
を
冷
笑
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
を
ラ
イ
フ
と
ア
ア
ト
が
別
々
に
な
っ
て

　
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
と
云
ふ
。
か
う
云
つ
て
ゐ
る
男
は
近
眼
目
が
ね
を
掛
け
た
痩
男
で
、

　
柄
に
な
い
大
き
な
声
を
出
す
の
で
あ
る
。
傍
か
ら
遠
慮
げ
に
噪
を
容
れ
た
男
が
あ
る
。

　
　
「
そ
れ
で
も
教
員
を
罷
め
た
の
な
ん
ぞ
は
、
生
活
を
芸
術
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た

　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
「
分
か
る
も
ん
か
。
」
目
金
の
男
は
一
言
で
排
斥
し
た
。

　
「
日
常
的
」
な
ら
ざ
る
、
文
芸
的
「
狼
雑
さ
」
と
で
も
命
名
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
剣

呑
な
る
橋
を
渡
り
つ
つ
、
あ
え
て
「
狼
雑
さ
」
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
に
す
る
の
感
さ

え
す
る
。
鴎
外
は
挑
発
的
で
あ
り
、
挑
戦
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
狼
雑

さ
」
の
対
岸
に
、
「
桟
橋
」
の
主
人
公
で
あ
る
伯
爵
夫
人
の
き
り
り
と
引
ぎ
締
っ
た
衿

持
か
お
る
。
禁
忌
を
伴
っ
た
科
持
の
絵
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
そ
れ
か
ら
」
の
三
千

代
や
「
門
」
の
御
米
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
婦
徳
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
概
念
の

中
で
生
き
る
女
性
の
姿
で
も
あ
る
。
日
常
的
狼
雑
さ
と
文
芸
的
狼
雑
さ
は
、
作
品
創
造

の
極
め
て
重
要
な
狼
で
も
あ
っ
た
。

　
小
品
「
桟
橋
」
は
、
以
下
の
描
写
で
始
ま
り
、
そ
の
短
か
い
幕
を
閉
じ
る
ま
で
、
す

べ
て
横
浜
港
の
桟
橋
が
そ
の
舞
台
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
桟
橋
」
は
、
主
人
公
の
伯

爵
夫
人
が
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
登
場
し
、
そ
し
て
、
再
び
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
桟

橋
を
後
に
す
る
ま
で
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
。

　
桟
橋
が
長
い
長
い
。

　
四
筋
の
軌
道
が
、
縦
に
斜
に
切
つ
て
ゐ
る
鉄
橋
の
梁
に
、
長
い
桁
と
短
い
桁
と
が
、

　
子
供
の
お
も
ち
ゃ
に
す
る
木
琴
の
や
う
に
わ
た
し
て
あ
る
。
靴
の
腫
や
下
駄
の
歯
を

　
朧
み
さ
う
な
桁
の
隙
か
ら
、
所
々
に
白
く
日
の
光
を
反
射
し
て
ゐ
る
黒
い
波
が
見
え

　
る
。

　
空
は
真
蒼
に
晴
れ
て
ゐ
る
。

　
今
目
立
つ
夫
と
並
ん
で
腰
を
掛
け
て
ゐ
た
、
新
橋
発
の
一
等
汽
車
の
室
内
で
は
、
風

　
が
吹
く
や
う
に
は
思
は
な
か
つ
た
が
、
横
浜
停
車
場
か
ら
乗
っ
た
人
力
車
を
降
り
て
、

　
此
桟
橋
の
上
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
三
月
五
日
の
風
が
ま
だ
肌
を
刺
す
や
う
に
吹
い
て

　
来
て
、
吾
妻
コ
オ
ト
の
裾
を
翻
す
の
で
あ
る
。
今
日
立
つ
夫
の
胤
を
宿
し
て
、
臨
月

　
の
程
遠
か
ら
ぬ
体
に
、
寛
く
纏
つ
て
ゐ
る
、
銀
鼠
色
の
吾
妻
コ
オ
ト
で
あ
る
。
髪
は

　
束
髪
に
結
は
せ
て
出
た
。
ボ
ア
は
白
の
駝
鳥
で
あ
る
。

　
総
の
下
が
っ
た
萌
葱
色
の
煽
幅
傘
を
挿
し
て
、
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩

　
む
～
。

長
い
長
い
桟
橋
の
上
を
、
萌
葱
色
の
日
傘
を
さ
し
、
銀
鼠
色
の
吾
妻
コ
ー
ト
を
ま
と
っ

て
、
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
の
は
洋
行
す
る
夫
を
見
送
り
に
来
た
身
重

の
伯
爵
夫
人
で
あ
る
。
早
春
の
横
浜
港
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
作
者
の
筆
は
冴
え
て
い
て
、

少
な
く
と
も
三
月
八
日
の
日
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
狼
雑
さ
は
感
じ
さ
せ
な
い
。
港
に



吹
く
風
が
爽
雑
物
を
吹
き
払
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
本
次
官
や
樹
石
の
片

鱗
さ
え
も
な
い
。

　
作
品
「
桟
橋
」
は
、
右
の
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
、
仏
蘭
西
船
が
出
港
し
た
後
の
航
跡

に
残
る
白
波
の
映
像
で
そ
の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
「
自
分
は
徐
か
に
腫
を
旋
ら
し
た
。

そ
し
て
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
。
桟
橋
が
長
い
長
い
。
今
ま
で
黒
く
塗

っ
た
船
の
ゐ
た
跡
に
は
、
小
さ
い
波
が
白
ら
け
た
日
の
光
を
反
射
し
て
、
魚
の
鱗
の
や

う
に
耀
い
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
記
述
は
、
緊
張
の
後
の
弛
緩
、
高
潮
の

あ
と
に
迫
ま
り
来
る
虚
脱
を
描
い
て
み
ご
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
狼
雑
で
あ
る
か
否
か
は

別
に
し
て
、
伯
爵
夫
人
は
日
常
性
の
中
に
回
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
行
の

「
鴎
外
全
集
」
で
い
え
ば
、
わ
ず
か
六
頁
八
十
九
行
の
世
界
に
、
「
桟
橋
が
長
い
長
い
。
」

と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
ｒ
ｅ
ｆ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
が
五
回
、
そ
し
て
、
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ

て
歩
む
」
が
二
度
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
意
図
的
に
し
て
十
分
計
算

さ
れ
た
使
用
で
あ
る
。
「
桟
橋
が
長
い
長
い
。
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る

夫
と
の
別
離
の
時
間
の
長
さ
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
文
章
に
独
特
の
リ
ズ
ム
を
与
え

て
い
る
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
、
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
。
」
の
二
度

目
の
使
用
は
、
し
ば
し
の
寛
仮
が
そ
の
終
焉
を
迎
え
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
四
五
人

の
女
中
た
ち
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
伯
爵
夫
人
の
端
然
た
る
姿
で
始
ま
り
、
再
び
女
中

た
ち
に
周
囲
を
囲
ま
れ
て
横
浜
の
桟
橋
を
後
に
す
る
夫
人
の
帰
り
行
く
先
に
は
伯
爵
家

の
門
構
え
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
横
浜
の
港
で
の
わ
ず
か
の
時
間
に
何
の
変
哲
も
生
じ

る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
港
へ
夫
を
送
り
に
来
た
時
と
同
様
に
、
夫
人
は
端
然
と
し
て
女

中
た
ち
に
取
り
巻
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
帰
り
行
く
伯
爵
家
で
の
狼
雑
さ
な
ど
、
論

外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
表
層
の
世
界
で
は
、
航
跡
に
残
る
小
さ
い
波
が
三

月
の
日
の
光
を
き
ら
き
ら
と
反
射
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　
「
桟
橋
」
と
同
様
に
気
品
と
香
気
を
感
じ
さ
せ
る
、
凛
と
し
た
作
品
に
「
杯
」
か
お

る
。
小
品
で
あ
る
「
杯
」
は
、
「
桟
橋
」
の
発
表
の
四
か
月
前
の
明
治
四
十
三
年
一
月

一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」
に
鴎
外
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
。
一
幕
物
の
戯
曲
を
思
わ

せ
る
作
物
で
、
同
じ
一
月
の
十
六
・
十
七
日
の
両
日
、
「
朝
日
新
聞
」
に
発
表
し
た

　
四
一
　
　
　
森
鴎
外
「
桟
橋
」
の
問
題
（
篠
原
）

「
木
精
」
と
共
通
す
る
清
冽
美
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
も
あ
る
。

　
鼓
が
滝
へ
赴
く
途
中
の
水
の
き
れ
い
な
泉
の
ほ
と
り
で
の
、
七
人
の
娘
と
第
八
の
娘

と
の
や
り
と
り
の
中
に
、
自
然
主
義
に
対
す
る
鴎
外
の
心
情
を
封
じ
込
め
た
作
品
で
あ

る
が
、
孤
高
の
中
に
屹
立
す
る
第
八
の
娘
の
像
は
、
伯
爵
夫
人
の
先
躍
で
も
あ
っ
た
。

第
八
の
娘
も
伯
爵
夫
人
も
、
そ
し
て
、
無
論
の
こ
と
作
者
自
身
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
囲
続

す
る
狼
雑
の
中
で
ひ
と
り
伶
汗
孤
立
を
標
榜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
余
の
医

林
に
於
け
る
や
現
に
敗
軍
の
Ｉ
将
た
り
伶
行
孤
立
、
狽
の
狼
を
失
ひ
し
が
如
く
海
月
の

蝦
を
離
れ
し
が
如
し
（
。
）
」
と
記
し
た
心
的
状
況
は
、
た
だ
に
明
治
二
十
二
年
歳
晩
に

と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
五
十
歳
を
目
前
に
し
た
明
治
四
十
三
年
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
七
人
の
娘
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
た
第
八
の
娘
は
、
黒
ず
ん
だ
小
さ
い
杯
を
手
に
し
な

が
ら
、
し
ば
し
の
し
じ
ま
の
後
に
、
ｊ
ｖ
ｄ
ｏ
ｎ
.
　
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
.
　
　
ｎ
'
ｅ
ｓ
ｔ
.
　
　
ｐ
ａ
ｓ
.
　
　
ｇ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
｡
　
　
m
巴
？

す
ｂ
ｏ
ｉ
ｓ
.
　
ｄ
ａ
ｎ
ｓ
.
　
ｍ
ｏ
ｎ
.
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
.
”
と
だ
け
言
っ
た
。
娘
は
、
一
語
一
語
を
か
み
し
め

る
か
の
よ
う
に
唇
を
開
い
た
。
各
語
の
後
に
付
せ
ら
れ
た
ピ
リ
オ
ド
が
、
第
八
の
娘
の

口
吻
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
七
人
の
娘
に
第
八
の
娘
の
こ
と
ば
は
通
じ

る
は
ず
も
な
か
っ
た
し
、
一
方
、
伯
爵
夫
人
を
取
り
巻
く
「
四
五
人
の
女
中
」
に
夫
人

の
胸
中
を
忖
度
す
る
ほ
ど
の
手
だ
て
の
あ
ろ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
。
夫
人
は
た
だ
扶
の

中
で
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
ま
さ
ぐ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
「
杯
」
の
第
八
の
娘
は
し
じ
ま
を
破
っ
て
、
「
わ
た
く
し
の
杯
は
大
き
く
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
わ
た
く
し
は
わ
た
く
し
の
杯
で
戴
き
ま
す
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、

娘
が
数
滴
の
水
を
汲
ん
で
ほ
の
か
に
赤
い
唇
を
潤
し
た
後
に
は
、
泉
の
ほ
と
り
の
木
立

に
差
す
朝
日
の
光
と
朝
の
静
謐
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
清
冽
な
泉
は
も
と
の
静
け
さ
を

取
旦
戻
し
た
。

　
「
杯
」
の
主
人
公
で
あ
る
第
八
の
娘
は
、
十
六
歳
の
痩
肉
の
小
娘
い
ち
の
轍
に
な
ら
っ

て
言
え
ば
、
「
最
後
の
詞
の
最
後
の
一
句
」
を
口
に
し
た
。
し
か
し
、
「
桟
橋
」
の
夫
人

は
、
た
だ
人
知
れ
ず
ハ
ン
カ
チ
を
掴
ん
で
み
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
桟
橋
の
は
ず
れ
ま
で

走
っ
て
行
く
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
「
そ
ん
な
は
し
た
な
い
真
似
」
な
ど
許

さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。



　
四
二
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
二
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

　
　
「
桟
橋
」
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
三
年
後
の
大
正
二
年
七
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」

に
掲
載
さ
れ
た
「
鎚
一
下
」
に
以
下
の
場
面
か
お
る
。

　
Ｈ
君
は
浜
夫
人
を
Ｍ
君
に
紹
介
し
た
。
己
は
Ｍ
君
に
自
分
の
名
を
言
っ
た
。
Ｍ
君
は

　
已
に
「
秋
吉
に
往
つ
て
御
覧
で
し
た
か
」
と
問
う
た
。

　
　
「
ま
だ
往
き
ま
せ
ん
。
併
し
い
つ
か
往
つ
て
見
た
い
も
の
で
す
。
」

　
己
の
背
後
に
は
矢
張
Ｈ
君
を
送
り
に
来
た
人
が
今
一
人
ゐ
だ
。
背
の
低
い
、
白
頭
の

　
老
人
で
あ
る
。
Ｈ
君
は
そ
れ
を
已
に
紹
介
し
た
。
丁
度
己
が
其
人
に
挨
拶
し
て
ゐ
る

　
と
、
埓
の
方
か
ら
日
傘
を
待
っ
た
お
婆
あ
さ
ん
が
’
一
人
駆
け
て
来
て
発
車
前
に
間
に

　
合
つ
た
の
を
喜
ぶ
ら
し
く
、
Ｈ
君
の
耳
に
就
い
て
何
事
か
を
聞
い
た
。

　
Ｈ
君
を
送
る
も
の
は
浜
夫
人
、
Ｍ
君
、
背
の
低
い
老
人
、
日
傘
を
待
っ
た
お
婆
あ
さ

　
ん
、
そ
れ
に
己
を
合
せ
て
五
人
で
あ
る
。
発
車
の
信
号
が
響
い
た
。
Ｈ
君
は
凝
立
し

　
て
何
か
深
く
考
へ
て
ゐ
る
ら
し
く
、
車
に
乗
ら
う
と
も
し
な
い
。

　
　
「
Ｈ
君
、
早
く
乗
り
給
へ
」
と
、
己
が
催
促
し
た
。
Ｈ
君
が
乗
っ
た
時
に
は
、
車
は

　
も
う
徐
か
に
動
き
出
し
て
ゐ
た
。

　
Ｍ
君
が
先
づ
此
場
を
立
ち
去
っ
た
。
浜
夫
人
は
汽
車
の
出
て
行
く
方
に
向
い
て
立
つ

　
て
首
を
垂
れ
て
ゐ
る
。
祈
祷
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
っ
て
、
己
は
暫

　
く
猶
与
（
マ
マ
）
し
て
ゐ
た
が
、
余
り
久
し
く
な
る
の
で
、
暇
乞
を
し
て
帰
っ
た
（
８
）
ｏ

心
易
い
牛
込
の
男
爵
の
家
を
訪
ね
た
時
、
た
ま
た
ま
聞
き
知
っ
た
Ｈ
君
と
の
し
ば
し
の

出
会
い
は
、
三
時
五
十
分
の
急
行
列
車
の
発
車
ま
で
の
わ
ず
か
の
時
間
で
あ
る
。
「
秋

古
に
往
つ
て
御
覧
で
し
た
か
」
と
い
う
Ｍ
君
の
極
め
て
平
明
な
問
い
か
け
に
対
し
て
、

己
が
一
歩
を
踏
み
込
ん
で
「
ま
だ
往
き
ま
せ
ん
。
併
し
い
つ
か
往
つ
て
見
た
い
も
の
で

す
。
」
と
応
え
た
の
は
新
橋
停
車
場
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　
停
車
場
で
は
Ｍ
君
の
問
い
か
け
に
応
え
て
一
歩
を
踏
み
出
し
は
し
た
も
の
の
、
汽
車

の
出
た
後
の
虚
脱
感
の
中
で
「
暇
乞
」
を
し
て
帰
っ
た
「
己
」
の
前
に
は
、
厳
然
と
し

て
「
城
鼠
社
狐
（
了
）
」
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
い
つ
か
往
つ
て

見
た
い
も
の
で
す
。
」
と
い
う
己
の
言
辞
は
、
伯
爵
夫
人
が
ひ
そ
か
に
挟
の
中
で
繰
り

広
げ
る
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
と
の
語
ら
い
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
、
横
浜
の
港
の
桟
橋
で
も
、
新
橋
停
車
場
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
も
、

あ
の
「
普
請
中
」
の
渡
辺
参
事
官
と
ド
イ
ツ
の
歌
姫
と
の
「
晩
飯
」
ほ
ど
の
破
格
も
起

ら
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
波
動
は
扶
の
中
で
潰
え
去
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
そ

の
あ
と
に
は
、
「
併
し
」
な
る
語
に
導
か
れ
た
「
い
つ
か
往
つ
て
見
た
い
も
の
で
す
。
」

と
い
う
当
て
所
な
き
望
み
が
残
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
「
鎚
一
下
」
が
七
月
一
日
発
行
の
「
中
央
公
論
」
第
二
十
八
年
第
八
号
に
発
表
さ
れ

た
時
、
そ
の
末
尾
に
は
「
（
一
九
、
一
三
、
六
、
一
三
）
」
な
る
数
字
が
記
さ
れ
て
い
た
。

一
九
一
三
年
、
す
な
わ
ち
、
大
正
二
年
六
月
十
三
日
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
の
鴎
外

の
日
録
に
「
午
前
局
長
会
議
あ
り
。
本
郷
房
太
郎
大
臣
に
代
り
て
首
座
に
居
る
。
滝
田

哲
太
郎
来
訪
す
。
木
越
陸
相
官
第
へ
宴
会
の
礼
に
ゆ
く
。
本
間
俊
平
東
京
に
来
て
、
直

ち
に
又
去
る
。
新
橋
に
送
り
に
ゆ
き
、
前
田
正
名
、
俊
平
の
長
女
武
子
等
に
も
面
会
す
。
」

な
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。
滝
田
樗
陰
の
陸
軍
省
医
務
局
長
室
訪
問
は
「
中
央
公
論
」
七

月
号
へ
の
執
筆
依
頼
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
大
臣
官
邸
訪
問
の
あ
と
、
新
橋
停
車
場
で
Ｈ

君
の
モ
デ
ル
で
あ
る
本
間
俊
平
に
会
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鴎
外
は
こ
の
日
の
で
き
ご

と
を
作
品
「
鎚
一
下
」
の
中
に
封
じ
込
め
て
い
る
（
９
）
ｏ
　
作
品
末
尾
の
「
（
一
九
、
一
三
、

六
、
二
二
）
ト
な
る
記
事
と
「
わ
れ
は
鍛
匠
を
羨
む
。
鎚
の
一
下
を
以
て
日
々
の
業
を

始
む
。
」
と
い
う
一
文
の
意
味
ず
る
と
こ
ろ
は
深
い
。

　
　
「
鎚
一
下
」
は
大
正
二
年
六
月
十
三
日
の
新
橋
停
車
場
で
の
嘱
目
の
絵
柄
の
登
場
す

る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
行
す
る
「
桟
橋
」
も
横
浜
の
港
で
の
嘱
目
の
作
物
で
あ
る
。

冒
頭
部
に
コ
二
月
五
日
の
風
が
ま
だ
肌
を
刺
す
や
う
に
吹
い
て
来
て
、
吾
妻
コ
オ
ト
の

裾
を
翻
す
の
で
あ
る
。
」
と
わ
ざ
わ
ざ
日
付
を
明
記
し
た
う
え
で
、
「
（
写
生
小
品
）
」
と

注
記
し
た
鴎
外
の
思
い
を
追
尋
す
る
と
す
れ
ば
、
「
桟
橋
」
脱
稿
の
三
日
前
の
日
録
に

帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
四
十
三
年
三
月
五
日
の
日
録
に
は
、
「
亀
井
伯
爵
茲
常
、

福
羽
子
爵
逸
人
の
洋
行
を
送
り
に
横
浜
に
ゆ
く
。
西
村
支
店
に
午
食
し
て
帰
る
。
夜
短

詩
会
を
家
に
催
す
。
賀
古
鶴
所
来
て
耳
を
診
す
。
母
上
賀
古
夫
人
に
連
れ
ら
れ
て
能
を

見
に
厩
橋
へ
ゆ
き
給
ふ
。
」
と
あ
る
。
そ
の
日
録
に
密
着
す
る
と
す
れ
ば
、
夫
人
の
見

送
り
を
受
け
て
仏
蘭
西
船
で
洋
行
す
る
伯
爵
は
亀
井
茲
常
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鴎
外



森
林
太
郎
の
生
地
津
和
野
藩
ゆ
か
り
の
茲
常
で
あ
る
。
作
品
「
桟
橋
」
で
は
、
「
夫
の

伯
爵
は
一
昨
年
文
科
大
学
を
出
ら
れ
て
直
に
結
婚
せ
ら
れ
た
。
始
て
玉
の
や
う
な
姫
君

を
生
み
落
し
だ
の
が
昨
年
で
あ
る
。
そ
の
暮
に
式
部
官
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
は
官

職
を
帯
び
た
儒
、
倫
敦
へ
立
た
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
背
の

頭
だ
け
高
い
同
行
の
子
爵
某
の
君
」
と
は
、
平
田
学
派
の
国
学
者
福
羽
美
静
の
女
婿
逸

入
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
科
大
学
に
華
族
、
そ
し
て
、
国
学
の
系
統
と
、
道
具
が
出

そ
ろ
っ
た
感
さ
え
す
る
。
因
み
に
、
「
秀
麿
は
学
習
院
か
ら
文
科
大
学
に
這
入
っ
て
、

歴
史
科
で
立
派
に
卒
業
し
た
。
」
と
い
う
五
条
秀
麿
を
主
人
公
に
し
た
「
か
の
や
う
に
」

が
書
か
れ
る
の
は
、
大
逆
事
件
結
着
後
の
明
治
四
十
四
年
歳
晩
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二

月
十
四
日
の
条
に
、
「
か
の
や
う
に
脱
稿
す
。
」
と
あ
る
。
Ｒ
ｏ
ヨ
ａ
ｎ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｕ
ｅ
「
か

の
や
う
に
」
は
、
「
皇
室
の
藩
屏
」
た
る
五
条
子
爵
家
の
父
と
子
の
間
の
問
題
を
扱
っ

た
作
品
で
あ
る
。
「
桟
橋
」
と
「
か
の
や
う
に
」
は
そ
の
底
辺
で
血
脈
相
通
じ
る
作
品

で
あ
る
。

　
津
和
野
藩
ゆ
か
り
の
後
生
の
旅
立
ち
の
日
は
三
月
五
日
で
あ
っ
た
。
久
方
ぶ
り
の
横

浜
港
の
桟
橋
の
上
で
へ
鴎
外
の
思
念
が
二
十
有
余
年
の
昔
に
還
っ
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど

不
思
議
で
は
な
い
。
森
林
太
郎
が
「
赴
徳
国
修
衛
生
学
兼
出
陸
軍
医
事
也
（
1
0
）
。
」
の
命

を
受
け
仏
船
メ
ン
ザ
レ
ー
号
の
人
と
な
っ
た
の
が
明
治
十
七
年
八
月
二
十
四
日
午
前
七

時
三
十
分
の
こ
と
、
夏
も
終
り
の
横
浜
の
港
で
あ
っ
た
。
同
行
の
穂
積
八
束
萩
原
三
圭

長
与
称
吉
ら
九
入
の
氏
名
を
列
挙
し
た
後
に
、
「
送
行
者
已
散
。
九
時
発
横
浜
。
」
の
十

字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
虚
脱
感
を
た
だ
よ
わ
せ
る
文
言
で
あ
る
。
そ
し
て
、
落
日
の
中

で
の
「
骸
浪
揺
舟
々
回
平
。
遠
洋
落
口
遊
愁
生
。
天
辺
忽
見
芙
蓉
色
。
早
足
殊
郷
遇
友

情
。
」
な
る
述
作
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
年
数
え
て
二
十
三
歳
、
無
論
独
り
身
で
の
旅
立

ち
で
あ
っ
た
。
四
十
九
歳
の
年
の
三
月
五
日
の
よ
う
に
、
こ
の
日
も
「
今
ま
で
黒
く
塗

っ
た
船
の
ゐ
た
跡
に
は
、
小
さ
い
波
が
白
ら
け
た
日
の
光
を
反
射
し
て
、
魚
の
鱗
の
や

う
に
輝
い
て
」
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
鴎
外
森
林
太
郎
が
「
修
衛
生
学
兼
諭
陸
軍
医
事
」
を
目
的
に
ド
イ
ツ
に
赴
い
た
明
治

十
七
年
か
ら
数
え
て
四
年
後
の
明
治
二
十
一
年
十
月
十
七
日
の
小
金
井
良
精
日
記
の

　
四
三
　
　
森
鴎
外
「
桟
橋
」
の
問
題
（
篠
原
）

「
午
前
五
時
起
ク
七
時
半
孵
舟
ヲ
以
テ
発
シ
本
船
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
　
円
迄
見
送
ル
、
九

時
本
船
出
帆
ス
～
」
な
る
記
述
は
、
同
じ
十
七
日
付
の
石
黒
忠
悳
日
記
の
一
文
、
す

な
わ
ち
、
「
森
林
太
郎
来
り
本
日
例
之
人
ヲ
送
り
届
ケ
タ
ル
事
ヲ
云
フ
「
～
」
を
重
ね
て

読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
例
之
人
」
と
は
意
味
深
長
に
す
ぎ
る
。
十
六
日
夜
の
横
浜
糸

屋
へ
の
投
宿
だ
け
が
破
格
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
懸
案
の
大
事
件
も
直
属
上
司

で
あ
る
石
黒
忠
悳
軍
医
監
へ
の
報
告
に
よ
っ
て
一
件
落
着
と
な
り
、
陸
軍
軍
医
学
舎
教

官
森
林
太
郎
は
、
再
び
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て
歩
む
。
」
思
い
を
禁
じ
え

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
既
往
に
お
け
る
規
矩
か
ら
の
逸
脱
は
み
ご
と
に
修
復
さ
れ
、

城
鼠
社
狐
、
正
し
く
は
城
狐
社
鼠
の
世
界
に
回
帰
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
因
み
に
、

（
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
出
港
の
前
日
の
小
金
井
良
精
日
記
に
は
「
午
後
二
時
築
地
西
洋
軒

二
到
ル
林
子
来
り
居
ル
二
時
四
十
五
分
発
汽
車
ヲ
以
テ
三
人
同
行
ス
横
浜
糸
屋
二
投
ス

篤
子
待
受
ケ
タ
リ
晩
食
後
馬
車
道
太
田
町
弁
天
通
ヲ
遊
歩
ス
」
と
あ
る
。
文
中
の
「
西

洋
軒
」
と
は
精
養
軒
の
こ
と
で
あ
り
、
「
桟
橋
」
に
続
い
て
六
月
一
日
発
行
の
「
三
田

文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
普
請
中
」
で
は
、
渡
辺
参
事
官
と
ド
イ
ツ
の
歌
姫
と
の
再
会

の
場
と
し
て
折
か
ら
普
請
中
の
築
地
精
養
軒
が
登
場
す
る
。
「
渡
辺
参
事
官
は
歌
舞
伎

座
の
前
で
電
車
を
降
り
た
。
雨
あ
が
り
の
道
の
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
つ
て
ゐ
る
水
溜

ま
り
を
避
け
て
、
木
挽
町
の
河
岸
を
、
逓
信
省
の
方
へ
行
き
な
が
ら
、
た
し
か
此
辺
の

曲
が
り
角
に
看
板
の
あ
る
の
を
見
た
筈
だ
が
と
思
ひ
な
が
ら
行
く
。
人
通
り
は
余
り
無

い
。
役
所
帰
り
ら
し
い
洋
服
の
男
五
六
人
の
が
や
が
や
話
し
な
が
ら
行
く
の
に
逢
っ
た
。

そ
れ
か
ら
半
衿
の
掛
か
っ
た
着
物
を
着
た
、
お
茶
屋
の
姉
え
さ
ん
ら
し
い
の
が
、
何
か

近
所
へ
用
達
し
に
で
も
出
た
の
か
、
小
走
り
に
摩
れ
違
っ
た
。
ま
だ
幌
を
掛
け
た
儒
の

人
力
車
が
一
台
跡
か
ら
駈
け
抜
け
て
行
っ
た
。
果
し
て
精
養
軒
ホ
テ
ル
と
横
に
書
い
た
、

割
に
小
さ
い
看
板
が
見
附
か
っ
た
。
」
と
は
み
ご
と
で
あ
る
。
曾
遊
の
地
築
地
精
養
軒

を
め
ぐ
っ
て
、
鴎
外
も
手
の
込
ん
だ
た
く
ら
み
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
一
年
十
月
十
七
日
の
朝
七
時
半
、
林
太
郎
、
弟
篤
次
郎
、
小
金
井
良
精
教

授
、
そ
れ
に
当
の
Ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
ｅ
　
Ｗ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
ｔ
'
＝
'
の
四
人
を
乗
せ
た
孵
舟
は
沖
合
に
碇
泊
中
の
ド

イ
ツ
船
（
ｊ
r
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
号
に
向
か
う
べ
く
横
浜
の
港
を
後
に
し
た
。
沖
で
待
つ
ド



四
四

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
つ
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

イ
ツ
船
の
舷
梯
を
ゆ
っ
く
り
と
登
っ
て
行
っ
た
Ｊ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
ｅ
　
Ｗ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
ｔ
を
見
送
る
林
太
郎
の

心
中
に
は
い
く
ば
く
か
の
波
紋
が
生
じ
た
と
し
て
も
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
陸
軍
一
等
軍
医
陸
軍
軍
医
学
舎
教
官
森
林
太
郎
は
、
再
び
立
ち
返
っ

た
は
ず
の
静
謐
の
中
で
懸
案
事
項
の
解
決
の
報
告
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
森
林
太

郎
来
り
本
日
例
之
人
ヲ
船
二
送
り
届
ケ
タ
ル
事
ヲ
云
フ
」
と
は
み
ご
と
に
過
ぎ
る
。
虚

構
の
世
界
の
中
で
、
横
浜
の
港
の
桟
橋
に
、
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
」
て
着

い
た
伯
爵
夫
人
は
、
梯
子
を
お
そ
る
お
そ
る
渡
っ
て
、
仏
蘭
西
船
の
甲
板
に
降
り
立
っ

た
。
そ
し
て
、
夫
の
案
内
で
「
我
夢
の
通
ふ
べ
き
」
キ
ャ
ビ
ン
を
見
、
花
藍
の
置
か
れ

た
サ
ロ
ン
を
散
策
す
る
。
や
が
て
鐸
が
鳴
り
、
梯
子
を
渡
っ
て
桟
橋
に
降
り
立
っ
た
夫

人
の
眼
の
前
を
船
は
徐
か
に
動
き
始
め
る
。
船
上
の
人
を
追
っ
て
桟
橋
の
は
ず
れ
ま
で

走
り
行
く
者
も
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
伯
爵
夫
人
に
は
「
そ
ん
な
は
し
た
な
い
真
似
」

の
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
夫
人
に
は
、
再
び
「
四
五
人
の
女
中
に
取
り
巻
か
れ
て

歩
む
。
」
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
た
。
船
上
の
キ
ャ
ビ
・
ン
を
自
分
の
眼
で
見
、
や
が

て
、
「
扶
に
入
れ
て
来
た
、
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
痩
せ
た
指
に
掴
ん
で
は
見

た
」
の
が
わ
ず
か
ば
か
り
の
非
日
常
性
で
あ
っ
た
。
「
桟
橋
が
長
い
」
の
は
当
然
す
ぎ

る
帰
結
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
鴎
外
の
小
説
「
か
の
や
う
に
」
は
、
‐
学
習
院
か
ら
文
科
大
学
に
入
り
、

歴
史
科
を
卒
業
し
た
五
条
秀
麿
を
主
人
公
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
条
家
の

嗣
子
秀
麿
は
そ
の
出
自
と
学
歴
の
両
面
で
「
桟
橋
」
の
登
場
人
物
の
面
影
を
継
承
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
桟
橋
」
の
式
部
官
の
伯
爵
と
子
爵
某
の
君
の
赴
く
と
こ
ろ
が
倫
敦

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
か
の
や
う
に
」
の
主
人
公
ヰ
コ
ン
ト
五
条
の
留
学
先
は
ベ

ル
リ
ン
で
あ
っ
た
。
異
国
で
の
三
年
間
の
生
活
を
体
験
し
て
帰
国
し
た
五
条
秀
麿
が

「
思
量
の
体
操
」
の
中
で
遡
遁
し
た
の
が
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
　
　
Ｖ

ａ
ｉ
ｈ
ｍ
ｇ
ｅ
ｒ
の
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
↑
ｏ
Ｑ
ｏ
咎
口

四
回
ｙ
に
ｏ
ご
で
あ
っ
た
。
今
は
画
家
に
な
っ
て
い
る
綾
小
路
と
の
や
り
と
り
が
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
か
の
や
う
に
」
の
棹
尾
を
飾
る
場
面
で
あ
り
、
綾
小
路
は

「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
の
伝
に
習
え
ば
デ
モ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
秀
麿
は
気
抜
け
が
し
た
よ
う
に
、
両
手
を
力
な
く
垂
れ
て
、
こ
ん
度
は
自
分
が
寂
し

　
く
微
笑
ん
だ
。
「
さ
う
だ
ね
。
て
ん
で
に
自
分
の
職
業
を
遣
っ
て
、
そ
ん
な
問
題
は

　
そ
つ
と
し
て
置
く
の
だ
ろ
う
。
僕
は
職
業
の
選
び
や
う
が
悪
か
っ
た
。
ぼ
ん
や
り
し

　
て
遣
っ
た
り
、
嘘
を
衝
い
て
や
れ
ば
造
傲
は
な
い
が
、
正
直
に
、
真
面
目
に
遣
ら
う

　
と
す
る
と
、
八
方
塞
が
り
に
な
る
職
業
を
、
僕
は
不
幸
に
し
て
選
ん
だ
の
だ
。
」

　
綾
小
路
の
目
は
一
刹
那
鋼
鉄
の
様
に
光
っ
た
。
「
八
方
塞
が
り
に
な
っ
た
ら
、
突
貫

　
し
て
行
く
積
り
で
、
な
ぜ
遣
ら
な
い
。
」
秀
麿
は
又
目
の
縁
を
赤
く
し
た
。
そ
し
て

　
殆
ど
大
人
の
前
に
出
た
子
供
の
や
う
な
口
吻
で
、
声
低
く
云
っ
た
。
「
所
詮
父
と
妥

　
協
し
て
遣
る
望
は
あ
る
ま
い
か
ね
。
」

　
　
「
駄
目
、
駄
目
」
と
綾
小
路
は
云
っ
た
（
1
4
）
ｏ

そ
の
名
を
回
の
』
～
↑
〇
・
〇
芸
才
皿
田
ｙ
に
〇
ご
か
ら
採
っ
た
作
品
「
か
の
や
う
に
」
は
、

大
逆
事
件
の
判
決
言
い
渡
し
を
待
ち
か
ね
る
が
ご
と
く
出
来
し
た
南
北
朝
正
閏
問
題
を

そ
の
背
景
に
検
証
す
べ
き
作
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
帰
朝
後
の
ヰ
コ
ン
ト
五
条
の
苦
渋

を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
「
桟
橋
」
と
の
一
緋
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
う
る
作
物
で
も

あ
る
。
無
論
「
か
の
や
う
に
」
に
続
く
「
吃
逆
」
「
藤
棚
」
「
鎚
一
下
」
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
秀
麿
も
の
ほ
ど
の
紐
帯
は
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
若
干
の
留
意
は
必
要
で
あ
ろ

　
「
桟
橋
」
の
主
人
公
伯
爵
夫
人
が
扶
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
と
の
い
さ
さ
か
の
語
ら
い
の
後

で
、
再
び
煩
累
の
糸
の
中
に
わ
が
身
を
閉
じ
込
め
た
と
同
じ
く
、
五
条
子
爵
家
の
嗣
子

秀
麿
も
「
思
量
の
体
操
」
の
中
で
父
子
爵
か
ら
与
え
ら
れ
た
梅
の
中
に
わ
が
身
を
置
か

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
。
「
秀
麿
が
為
め
に
は
、
神
話
が
歴
史
で
な
い
と
云

ふ
こ
と
を
言
明
す
る
こ
と
は
、
良
心
の
命
ず
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
明
し
て
も
、
果

物
が
堅
実
な
核
を
蔵
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
神
話
の
包
ん
で
ゐ
る
人
生
の
重
要
な
物
は
保

護
し
て
行
か
れ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
彼
を
承
認
し
て
置
い
て
、
此
を
維
持
し
て
行
く
の

が
、
学
者
の
務
だ
と
云
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
務
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
」
と
い
う

の
が
秀
麿
の
考
え
で
あ
る
。
「
彼
」
と
「
此
」
と
の
同
時
併
存
、
す
な
わ
ち
、
「
神
話
が

歴
史
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
」
と
、
「
此
」
の
指
す
「
神
話
の
包
ん
で
ゐ
る
人
生
の
重
要

な
物
」
と
の
共
存
が
学
者
の
務
だ
け
で
な
く
人
間
の
務
だ
と
考
え
る
秀
麿
で
あ
る
。
前



者
は
ベ
ル
リ
ン
留
学
中
の
学
問
に
裏
打
ち
さ
れ
た
良
心
の
命
ず
る
帰
結
で
あ
り
、
後
者

は
「
皇
室
の
藩
屏
」
と
し
て
の
五
条
子
爵
家
の
家
憲
で
も
あ
り
、
日
本
人
の
義
務
で
も

あ
る
と
て
も
言
い
た
げ
で
あ
る
。
「
彼
」
と
「
此
」
と
の
同
時
併
存
に
悩
む
新
帰
朝
者

秀
麿
は
フ
ウ
ベ
ン
形
の
瓦
斯
媛
櫨
の
あ
る
書
斎
で
「
ヂ
イ
ー
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
イ
ー
デ
ス
ー

ア
ル
ス
ー
オ
ツ
プ
」
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
谷
な
ら
認
と
・
ｏ
す
な
る
舶
載
の
書
を
循
き
っ
っ

「
思
量
の
体
操
」
の
中
で
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
な
が
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
秀
麿

の
姿
態
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
初
冬
の
こ
ろ
の
山
の
手
の
日
曜
日
の
こ
と
で

あ
る
。

　
秀
麿
は
暫
く
眺
め
て
ゐ
て
、
両
手
を
力
な
く
垂
れ
た
値
で
、
背
を
反
ら
せ
て
伸
び
を

　
し
て
、
深
い
息
を
衝
い
た
。
そ
れ
か
ら
部
屋
に
這
入
っ
て
、
洗
面
卓
の
傍
へ
行
っ
て
。

　
雪
が
取
っ
て
置
い
た
湯
を
使
っ
て
、
背
広
の
服
を
引
つ
掛
け
た
。
洋
行
し
て
帰
っ
て

　
か
ら
は
、
い
つ
も
洋
服
を
著
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

末
尾
の
「
い
つ
も
洋
服
を
著
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
と
は
な
か
な
か
思
わ
せ
ぶ
り
で
あ

る
。
「
彼
」
と
「
此
」
と
の
問
題
、
そ
の
二
つ
の
も
の
の
対
立
と
折
衷
の
構
図
の
背
景

に
は
、
和
魂
洋
才
の
系
譜
問
題
か
お
る
。
平
川
祐
弘
は
そ
の
著
「
和
魂
洋
才
の
系
譜

－
－
内
と
外
か
ら
の
明
治
日
本
－
ｊ
（
ｇ
）
の
中
で
、
「
鴎
外
と
そ
の
周
辺
を
微
視
的

に
調
査
す
る
基
礎
作
業
か
ら
出
発
し
て
、
明
治
の
時
代
、
と
く
に
日
露
戦
争
前
後
の
日

本
の
知
識
人
の
精
神
状
況
を
広
く
比
較
文
化
史
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

西
欧
化
す
る
こ
の
国
の
和
魂
の
行
方
を
探
る
こ
と
が
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
の
主
眼
な

の
で
あ
る
。
」
と
記
し
て
執
筆
意
図
を
明
確
に
し
て
い
る
が
、
作
品
「
か
の
や
う
に
」

に
お
け
る
「
彼
」
と
「
此
」
と
の
対
峙
と
折
衷
の
図
式
は
、
換
言
す
れ
ば
平
川
祐
弘
の

鮮
明
な
分
析
に
見
ら
れ
る
「
西
欧
化
す
る
こ
の
国
の
和
魂
の
行
方
」
に
係
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
扶
の
中
の
バ
チ
ス
ド
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
と
い
う
設
定
は
重
要

で
あ
る
。
夫
人
は
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
「
掴
ん
で
は
見
た
」
も
の
の
、
そ
れ
は
挟
の
中
の

出
来
事
と
し
て
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
バ
チ
ス
ト
の
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
手
に
し
な

が
ら
伯
爵
夫
人
の
行
為
は
快
の
中
と
い
う
和
服
の
中
に
限
ら
れ
て
い
た
。
洋
才
の
世
界

に
赴
く
夫
を
見
送
る
夫
人
は
当
然
の
こ
と
和
魂
の
世
界
に
棲
息
す
べ
き
人
で
あ
っ
た
。

四
五

森
鴎
外
「
桟
橋
」
の
問
題
（
篠
原
）

無
論
、
「
は
し
た
な
い
真
似
」
な
ど
慮
外
の
こ
と
で
あ
る
。

　
痩
せ
た
指
で
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
を
ま
さ
ぐ
っ
た
だ
け
の
、
い
わ
ば
「
破
格
」
に
な
ら
な

い
ほ
ど
の
「
破
格
」
の
後
、
再
び
女
中
た
ち
に
ま
わ
り
を
取
巻
か
れ
て
歩
み
行
く
身
動

の
伯
爵
夫
人
の
行
き
着
く
先
に
は
、
「
普
請
中
」
の
中
の
自
虐
の
呪
文
が
蜷
局
を
巻
い

て
い
る
。
「
こ
こ
は
日
本
だ
。
」
と
い
う
二
度
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
絶
妙
で
あ
る
。
そ
し
て
、

普
請
中
の
国
の
参
事
官
渡
辺
の
言
挙
げ
に
つ
な
が
り
行
く
東
の
国
日
本
の
命
題
は
、
や

が
て
、
七
月
一
日
発
行
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
る
「
花
子
」
の
末
尾
に
お
い
て

み
ご
と
な
あ
だ
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
マ
ド
モ
ア
セ
ユ
は
実
に
美
し
い
体
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
。
脂
肪
は
少
し
も
な
い
。
筋
肉

　
は
一
つ
一
つ
浮
い
て
ゐ
る
。
Ｆ
ｏ
ｘ
ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
ｓ
の
筋
肉
の
や
う
で
す
。
腱
が
し
つ
か
り

　
し
て
ゐ
て
太
い
の
で
、
関
節
の
大
さ
が
手
足
の
大
さ
と
同
じ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
足

　
一
本
で
い
つ
ま
で
も
立
つ
て
ゐ
て
、
も
一
つ
の
足
を
直
角
に
伸
ば
し
て
ゐ
ら
れ
る
位
、

　
丈
夫
な
の
で
す
。
丁
度
地
に
根
を
深
く
卸
し
て
ゐ
る
本
の
や
う
な
の
で
す
ね
。
肩
と

　
腰
の
潤
い
地
中
海
の
ぐ
召
と
も
違
ふ
。
腰
ば
か
り
潤
く
て
、
肩
の
狭
い
北
ヨ
オ
ロ

　
ツ
パ
の
チ
イ
プ
と
も
違
ふ
。
強
さ
の
美
で
す
ね
（
1
6
）
。

ロ
ダ
ン
の
こ
と
ば
に
内
包
さ
れ
る
黄
禍
の
系
譜
が
不
発
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
鴎

外
森
林
太
郎
の
予
測
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
明
治
四
十
三
年
五
月
一
日
発
行
の
「
桟
橋
」
に
始
ま
っ
て
、
「
普
請
中
」
、
「
花
子
」

と
続
く
作
品
の
中
に
見
ら
れ
る
、
此
岸
に
立
脚
し
て
の
言
挙
げ
の
中
に
は
あ
る
種
の
剣

呑
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
お
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
二
つ
の
美
に
対
峙
し
う
る
第
三
の
美
、

す
な
わ
ち
、
「
強
さ
の
美
」
の
存
在
証
明
を
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
乱
ま
に
や
ら
せ
る
鴎
外
の
目

論
見
に
は
東
へ
の
傾
斜
が
濃
厚
で
あ
る
。
明
治
三
十
七
年
八
月
十
七
日
の
「
黄
禍
」
以

来
の
伏
流
水
が
そ
の
姿
を
現
し
た
感
さ
え
す
る
。
「
花
子
」
末
尾
に
見
ら
れ
る
色
調
に

は
、
「
勝
た
ば
黄
禍
　
負
け
ば
野
蛮
　
白
人
ば
ら
の
　
え
せ
批
判
　
褒
む
と
も
誰
か

よ
ろ
こ
ば
ん
　
膀
る
を
誰
か
　
う
れ
ふ
べ
き
（
～
）
と
い
う
第
一
連
に
象
徴
さ
れ
る

Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
な
旋
律
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
鴎
外
に
と
っ
て
あ
る
種
の
僥
倖
が
出
来
す
る
の
が
眼
前
に
迫
っ
て
い
た
。



　
四
六
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
二
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

す
な
わ
ち
、
六
月
一
日
の
幸
徳
秋
水
検
挙
に
端
を
発
す
る
刑
法
第
七
十
三
条
に
関
す
る

被
告
事
件
で
あ
っ
た
。
秋
水
の
身
柄
拘
束
を
拠
点
と
し
て
、
急
速
に
Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ

な
軌
跡
を
た
ど
り
始
め
る
近
代
国
家
日
本
の
中
枢
部
に
あ
っ
て
大
逆
事
件
が
も
の
の
み

ご
と
に
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
鴎
外
の

視
座
は
西
か
ら
の
そ
れ
に
移
り
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
「
桟
橋
」
に
そ
の
片
鱗
を
見
せ
た
命
題
は
、
「
普
請
中
」
で
膨
ら
み
を
見
せ
、
続
く

「
花
子
」
で
「
つ
の
ド
グ
マ
と
な
っ
て
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
花
子
の
実
体
と
の
乖

離
は
存
分
に
承
知
の
う
え
で
、
コ
屑
と
腰
の
潤
い
地
中
海
の
見
回
と
も
違
ふ
。
」
、
『
腰

ば
か
り
潤
く
て
、
肩
の
狭
い
北
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
チ
イ
プ
と
も
違
ふ
。
』
、
第
三
の
美
の
デ

ビ
ュ
ー
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
強
さ
の
美
」
と
い
う
第
三
の
美
が
近
代
彫
刻
界
の
巨
匠

Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
乱
～
の
讃
辞
に
よ
っ
て
十
分
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
剣
呑
至

極
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
東
へ
の
傾
斜
は
、
「
花
子
」
に
続
く
「
あ
そ
び
」
に
は
見
ら

れ
な
い
。
明
治
四
十
三
年
八
月
一
日
刊
行
の
「
三
田
文
学
」
第
四
号
に
発
表
さ
れ
た

「
あ
そ
び
」
に
お
け
る
鴎
外
の
視
座
は
彼
岸
に
あ
る
。
マ
ｙ
巴
の
譜
～
）
」
を
吹
く
ガ
ン

ベ
ッ
タ
磨
下
の
兵
に
与
す
る
鴎
外
は
、
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
「
沈
黙
の
塔
」
「
食
堂
」
と

続
く
コ
ニ
田
文
学
」
掲
載
作
品
に
お
い
て
み
ご
と
な
西
か
ら
の
視
座
を
展
開
す
る
こ
と

に
な
る
。

　
明
治
四
十
三
年
五
月
一
日
に
創
刊
さ
れ
た
コ
ニ
田
文
学
」
に
「
桟
橋
」
を
発
表
し
た

鴎
外
は
、
続
い
て
、
以
下
の
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
普
請
中
」

（
六
月
）
、
「
花
子
」
（
七
月
）
、
「
あ
そ
び
」
（
八
月
）
、
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
（
九
月
）
、
「
沈

黙
の
塔
」
（
十
一
月
）
、
「
食
堂
」
（
十
二
月
）
の
諸
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
七
作
品
の

中
に
は
二
つ
の
系
譜
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
仮
説
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
系

譜
が
「
桟
橋
」
「
普
請
中
」
「
花
子
」
の
三
作
品
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
系
譜
を
構
成
す

る
の
が
「
あ
そ
び
」
「
フ
ア
ス
チ
ェ
ス
」
「
沈
黙
の
塔
」
「
食
堂
」
の
四
作
品
で
あ
る
。

注　
（
Ｉ
）
「
鴎
外
全
集
」
（
岩
波
書
店
　
昭
和
四
十
六
年
～
五
十
年
刊
）
⑩
－
四
七
九

　
（
２
）
「
鴎
外
全
集
」
⑥
－
ご
二
Ｉ

　
（
３
）
篠
原
義
彦
「
作
中
人
物
命
名
法
－
漱
石
と
鴎
外
の
場
合
―
‐
―
－
」
（
「
高
知
大
国
文
」

　
　
　
第
十
八
号
）

　
（
４
）
「
鴎
外
そ
の
紋
様
」
（
昭
和
五
十
九
年
小
沢
書
店
）
三
二
四
頁

　
（
５
）
「
鴎
外
全
集
」
⑥
－
五
〇
三

　
（
６
）
「
鴎
外
全
集
」
啓
上
二
三
三

　
（
７
）
「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
九

　
（
８
）
「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
一
一
九

　
（
９
）
篠
原
義
彦
「
森
鴎
外
の
軌
跡
－
―
－
『
鎚
一
下
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
Ｉ
－
」
（
「
高
知
大
学
学

　
　
　
術
研
究
報
告
」
第
三
四
巻
）

　
（
1
0
）
「
航
西
日
記
」
（
「
鴎
外
全
集
」
⑥
－
七
五
）

　
＼
i
―
I
）
長
谷
川
泉
「
エ
リ
ス
『
事
件
ノ
独
逸
婦
人
ヒ
『
鴎
外
』
第
十
五
号
、
昭
和
四
十
九
年
）

　
（
1
2
）
竹
盛
天
雄
「
石
黒
忠
悳
日
記
抄
（
三
）
」
（
「
鴎
外
全
集
」
月
報
3
8
）

　
（
1
3
）
朝
日
新
聞
昭
和
五
十
六
年
五
月
二
十
七
日
付
第
十
八
面
、
五
月
三
十
一
日
「
ひ
と
」
欄
。

　
　
　
金
山
重
秀
・
成
田
俊
隆
「
来
日
し
た
エ
リ
ー
ゼ
ヘ
の
照
明
－
‐
－
『
舞
姫
』
異
聞
の
謎
解

　
　
　
き
作
者
の
経
過
―
‐
－
－
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
十
六
巻
八
号
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
）

（
1
4
）
「
鴎
外
全
集
」
⑩
－
七
八

（
1
5
）
河
出
書
房
刊
　
一
一
頁

（
1
6
）
「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
一
九
七

（
1
7
）
篠
原
義
彦
「
森
鴎
外
『
あ
そ
び
』
の
問
題
」
（
「
高
大
国
語
教
育
」
第
三
九
号
）

（
1
8
）
「
鴎
外
全
集
」
⑩
Ｉ
ニ
ハ
ー

（
1
9
）
「
鴎
外
全
集
」
⑦
－
二
四
四

平
成
六
こ
九
九
四
）
年
九
月
二
十
日
受
理

平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
十
二
月
二
十
六
日
発
行
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