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大
江
健
三
郎
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
は
、「
『
救
い
主
』
が
殴
ら
れ

る
ま
で―

燃
え
あ
が
る
緑
の
木 

第
一
部
」（
平
成
五
年
九
月
『
新

潮
』
）
、「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン―

燃
え
あ
が
る
緑
の
木 

第
二
部
」（
平
成
六
年

六
月
『
新
潮
』）
、「
大
い
な
る
日
に―

燃
え
あ
が
る
緑
の
木 

第
三

部
」（
平
成
七
年
三
月
『
新
潮
』
）
の
三
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
長
編

小
説
で
あ
る
。
長
大
で
、
入
り
組
ん
だ
話
で
あ
り
、
梗
概
を
示
す
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
本
論
と
関
わ
る
部
分
に
限
定
し
て
、
紹
介
す
る
。

―

四
国
の
森
に
囲
ま
れ
た
村
で
百
年
近
く
生
き
て
き
た
オ
ー
バ
ー

の
死
後
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
と
隆
と
が
中
心
と
な
っ
て
、
こ
の
村
に
集
う

人
々
と
と
も
に
「
魂
の
こ
と
」
に
関
わ
る
活
動
を
行
う
こ
と
が
、
作
品

の
骨
格
で
あ
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
オ
ー
バ
ー
に
育
て
ら
れ
、
青
春
期

に
男
性
か
ら
女
性
へ
と
「
転
換
」
し
た
両
性
具
有
者
で
、
こ
の
作
品
の

語
り
手
で
も
あ
る
。
隆
は
、
こ
の
村
で
生
ま
れ
育
っ
た
父
を
持
つ
が
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
生
ま
れ
で
、
少
年
期
を
主
に
海
外
で
過
ご
し
て
き

た
。
帰
国
し
て
大
学
に
入
り
、
学
生
時
代
に
は
あ
る
「
革
命
党
派
」
に

属
し
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
「
魂
の
こ
と
」
を
し
た
い
と
願
う
よ
う
に

な
り
、
村
に
移
住
し
て
き
た
。
オ
ー
バ
ー
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
呼
ば
れ

る
人
物
に
村
の
屋
敷
と
農
場
と
を
譲
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
ギ
ー

兄
さ
ん
は
十
年
前
に
非
業
の
死
を
と
げ
た
の
で
、
隆
を
そ
の
ギ
ー
兄

さ
ん
の
後
継
者
と
見
込
ん
で
、
隆
に
、
村
の
伝
承
を
教
え
、
屋
敷
と
農

場
の
管
理
を
任
せ
る
。
や
が
て
、
隆
が
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
周
囲
か
ら
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
（
論
者
注―

そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
隆
の

名
を
記
さ
な
け
れ
ば
分
か
り
に
く
い
場
合
を
除
い
て
、
隆
の
こ
と
を

ギ
ー
兄
さ
ん
と
記
す
）
、「
救
い
主
」
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
オ
ー

バ
ー
の
死
後
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
と
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
教
会
の
建
設
を
計
画
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し
、
そ
の
教
会
の
「
し
る
し
」
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・

イ
ェ
イ
ツ
の
「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン

」
と
い
う
詩
の
中
に
あ
る
「
片
側
は
緑
に
覆

わ
れ
て
い
て
露
が
滴
っ
て
い
る
木
、
も
う
片
側
は
、
そ
れ
が
燃
え
上
が

っ
て
い
る
」
と
い
う
「
暗
喩

メ
タ
フ
ァ
ー

」
に
基
づ
く
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」

の
画
像
を
採
用
す
る
。
こ
う
し
て
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
教
会
の
活
動
が
始

ま
り
、
会
員
は
増
加
し
て
い
く
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
自
ら
が
「
救
い
主
」

で
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
が
、「
本
当
の
「
救
い
主
」
を
準
備
す
る
、

仮
の
「
救
い
主
」
役
と
し
て
」「
教
会
を
主
宰
し
て
行
こ
う
」
と
考
え

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
農
場
を
拡
大
し
、
礼
拝
堂
を
完
成
さ
せ
る

な
ど
し
て
、
活
動
を
広
範
囲
に
展
開
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
教
会
や
農
場
の
外
部
の
人
間
と
の
軋
轢
や
、
内
部
で
の
分
裂
が

目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
、
あ
る
日
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、「
①

農
場
を
拡
大
し
礼
拝
堂
を
建
設
し
た
こ
と
は
あ
や
ま
ち
で
し
た
。
本

当
に
魂
の
こ
と
を
し
よ
う
と
ね
が
う
者
は
、
水
の
流
れ
に
加
わ
る
よ

り
も
、
一
滴
の
水
が
地
面
に
し
み
と
お
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
ひ

と
り
の
場
所
で
、「
救
い
主
」
と
繋
が
る
よ
う
祈
る
べ
き
な
の
だ
」
と

語
り
始
め
る
。「
こ
の
土
地
か
ら
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
教
会
を

引
き
払
」
う
こ
と
で
「
本
拠
は
こ
こ
に
な
い
と
明
確
に
し
て
」
、
そ
の

上
で
、
一
部
の
教
会
員
が
巡
礼
の
旅
に
出
発
す
る
意
志
を
固
め
て
い

た
の
で
、
そ
の
巡
礼
団
に
加
わ
っ
て
「
魂
の
こ
と
に
専
念
す
る
生
き
方

に
戻
ろ
う
」
と
思
う
と
皆
に
伝
え
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
こ
う
し
て
、

巡
礼
の
旅
に
出
発
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
ギ
ー
兄
さ

ん
が
嘗
て
所
属
し
て
い
た
「
革
命
党
派
の
、
敵
対
セ
ク
ト
か
ら
投
石
さ

れ
て
」
、
②

ギ
ー
兄
さ
ん
は
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
サ
ッ
チ
ャ

ン
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
の
間
の
子
ど
も
を
授
か
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
語
り
手
で
あ
る
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
葬
儀
の
際

に
、
③

教
会
員
が
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
言
う
通
り
、
四
国
の
村
か
ら
離
れ

て
、「
お
の
お
の
が
辿
り
つ
く
場
所
で
、
一
滴
の
水
の
よ
う
に
地
面
に

し
み
こ
む
こ
と
を
目
指
そ
う
」
と
し
た
こ
と
、「
森
を
ふ
く
む
こ
の
地

域
」
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
「
谷
間
か
ら
外
に

出
て
行
く
流
れ
は
、
生
の
勾
配
に
そ
っ
て
い
る
は
ず
」
と
思
え
た
こ
と

を
最
後
に
語
り
、
こ
の
作
品
は
終
わ
る
。 

「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
と
い
う
題
名
は
、
イ
ェ
イ
ツ
の

「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン

」
の
詩
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、「
第
一
部
」「
第

二
部
」「
第
三
部
」
の
全
て
で
引
用
さ
れ
、
か
つ
、
こ
の
詩
の
題
名
は
、

「
第
二
部
」
の
題
名
「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン

」
と
し
て
採
用
さ
れ
て
も
い
る
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
後
掲
の
安
部
公
房
と
の
「
対
談
」
で
の
大
江

の
発
言
も
参
考
に
す
れ
ば
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
は
、
諸
家
の
指

摘
す
る
通
り
、
イ
ェ
イ
ツ
の
詩
を
基
調
に
し
た
、「
世
界
と
人
間
」
の

「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
書
い
た
作
品
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
か
ら
、

そ
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
例
を
四
点
挙
げ
て
お

く
。
第
一
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
、
自
ら
に
救
い
を
求
め
る
人
間
の
期
待

に
応
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に
し
ば
し
ば
囚
わ
れ
、
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動
揺
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
教
会
や
農
場
の
活
動
が
、

村
の
外
部
の
人
間
と
の
軋
轢
や
、
村
の
内
部
で
の
摩
擦
を
よ
く
引
き

起
こ
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
第
三
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
礼
拝
堂
で
説
教
を
行
っ
た
時
に
、
神
に

つ
い
て
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
し
ゃ
が
み
込
ん
で
し
ま
う
こ

と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ン
が
、
ギ
ー
兄
さ

ん
の
そ
の
余
り
に
惨
め
な
姿
に
怒
り
、
こ
の
村
か
ら
離
れ
て
、
農
場
や

教
会
で
の
活
動
か
ら
一
度
身
を
引
く
も
の
の
、
そ
の
後
、
心
境
の
変
化

が
あ
り
、
再
び
村
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
四
は
、
ギ
ー

兄
さ
ん
が
傍
線
部
①
の
よ
う
に
語
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
教
会
員
も
、

最
終
的
に
、
四
国
の
村
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
四
点
か
ら
、
四
国
の
村
の
根
拠
地
と
し
て
の
役
割
や
、
こ
の

村
の
人
間
の
活
動
や
思
い
が
、「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
た
作

品
で
あ
っ
た
と
了
解
で
き
る
。 

尾
崎
真
理
子
『
大
江
健
三
郎
全
小
説
全
解
説
』
（
令
和
二
年
九
月
、

講
談
社
）
第
十
二
章
で
は
、「
一
九
九
三
年
夏
」
に
、
文
芸
記
者
で
あ

っ
た
尾
崎
が
大
江
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
時
に
、
大
江
が
、「
燃
え
あ

が
る
緑
の
木
」
に
つ
い
て
、「
信
仰
対
象
と
な
る
人
物
の
い
な
い
時
代
、

そ
も
そ
も
既
成
宗
教
の
基
盤
が
な
い
国
で
魂
の
問
題
を
解
決
す
る
に

は
、
自
分
た
ち
で
宗
教
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
し
か
な
い
、
と
考
え

る
人
た
ち
の
話
で
す
」
と
語
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ギ
ー
兄
さ

ん
の
教
会
に
は
、
既
存
の
「
信
仰
対
象
と
な
る
人
物
」
や
、
特
定
の
「
既

成
宗
教
」
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
手
探
り
で
迷
い
な
が
ら
、

自
分
た
ち
の
力
で
「
魂
の
問
題
」
の
「
解
決
」
を
目
指
そ
う
と
す
る
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
迷
い
多
き
人
た
ち
を
軸
に
し
た

話
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
世
界
と
人
間
」
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を

表
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
に

対
す
る
問
題
意
識
を
形
に
す
る
こ
と
を
後
押
し
し
た
の
が
、
イ
ェ
イ

ツ
の
「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン

」
で
あ
っ
た
。 

た
だ
し
、
大
江
が
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
外

在
的
な
要
因
を
、「
揺
れ
動
く

ヴ
ア
シ
レ
ー
シ
ョ
ン

」
の
み
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な

い
だ
ろ
う
。「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
は
、
先
行
す
る
作
家
や
思
想

家
等
の
言
葉
が
夥
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
大
江
は
、
こ
の
作
品
に
お

い
て
、
様
々
な
言
葉
を
吸
収
し
、
創
作
活
動
の
活
力
に
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
す

る
に
あ
た
っ
て
も
、
大
江
の
そ
の
表
現
の
試
み
を
促
す
言
葉
が
、
他
に

存
在
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。 

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
想
定
の
も
と
、
大
江
が
「
万
延
元
年
の
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
」（
昭
和
四
十
二
年
一
月
号
～
七
月
『
群
像
』
、
昭
和
四
十
二

年
九
月
に
は
、『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
を
講
談
社
か
ら
刊
行
）

を
発
表
し
た
時
に
、
安
部
公
房
が
、
大
江
と
は
敵
対
関
係
に
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
と
す
る
趣
旨
の
論
評
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
つ

つ
、
安
部
の
そ
の
論
評
の
言
葉
が
、
右
記
の
試
み
を
促
し
て
い
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に
至
る
展
開
の
描
写
に
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も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、

「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
が
、
安
部
の
そ
の
言
葉
に
対
す
る
遅
れ
た
応

答
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
。 

二 
 

「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
創
作
動
機
に
関
し
て
、
大
江
は
、
安
部

と
の
「
対
談
」
（
平
成
二
年
十
二
月
十
七
日
～
十
九
日
『
朝
日
新
聞
』

夕
刊
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

大
江 

（
略
）
た
ま
た
ま
僕
は
い
ま
イ
ェ
ー
ツ
の
「
動
揺
」
、
揺
れ

動
く
と
い
う
詩
を
中
心
に
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ

る
決
ま
っ
た
世
界
と
人
間
の
解
釈
で
な
く
、
揺
れ
動
く
と
こ
ろ

を
書
き
た
い
。 

安
部 

そ
の
揺
れ
動
き
が
、
書
く
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
ね
。 

大
江 

④
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
を
出
し
た
と
き
、
安
部

さ
ん
は
認
め
て
く
だ
さ
っ
た
上
で
、
し
か
し
大
江
が
共
同
体
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
信
じ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
の
敵

だ
と
警
告
し
て
お
く
と
書
か
れ
た
。
あ
の
と
き
は
よ
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
は
よ
く
分
か
る
気
が
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
「
万

延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
を
発
表
し
た
時
に
、
安
部
が
、
傍
線
部
④

の
よ
う
に
「
警
告
」
と
受
け
取
ら
れ
る
見
解
を
表
明
し
た
こ
と
、「
対

談
」
が
行
わ
れ
た
平
成
二
年
に
な
っ
て
も
、
大
江
は
そ
の
こ
と
を
ず
っ

と
覚
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
対
談
」
が
あ
っ
た
平
成
二
年
の
時

期
に
既
に
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
を
「
書
こ
う
と
し
て
」
い
た
こ

と
で
あ
る
。
と
な
る
と
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
お
い
て
、「
世
界

と
人
間
」
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
一

つ
に
は
、
安
部
の
「
警
告
」
の
意
味
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
大

江
が
、
そ
の
「
警
告
」
に
応
え
る
べ
く
、「
共
同
体
と
い
う
よ
う
な
も

の
を
信
じ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
か
ら
で

あ
る
と
見
な
し
得
る
。
勿
論
、
安
部
の
「
警
告
」
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
大
江
は
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、

安
部
の
「
警
告
」
が
、
そ
の
表
現
の
意
欲
を
掻
き
立
て
る
よ
い
刺
激
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
対
談
」
の
文
脈
か
ら
読
み
取
れ
る
。 

で
は
、
安
部
の
「
警
告
」
は
、
ど
の
作
品
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。

『
安
部
公
房
全
集
』（
平
成
九
年
七
月
～
平
成
二
十
一
年
三
月
、
新
潮

社
）
を
調
査
し
て
み
て
も
、
傍
線
部
④
の
通
り
に
記
述
し
た
安
部
の
作

品
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」

に
対
す
る
書
評
で
あ
る
、
安
部
の
「
怖
い
穴
ぼ
こ―

大
江
健
三
郎

『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
」（
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
『
文
芸
』、

以
下
「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
と
略
記
）
に
お
け
る
後
掲
の
傍
線
部
⑤
の
記
述

が
、
傍
線
部
④
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
に
、
傍
線
部
⑤
の
「
挑

戦
状
」
と
い
う
書
き
方
が
、
傍
線
部
④
の
「
自
分
の
敵
だ
」
と
い
う
言

い
回
し
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
大
江
は
、
傍
線
部
⑤
の
記
述
を
読
み
、
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そ
の
記
憶
に
基
づ
い
て
傍
線
部
④
の
よ
う
に
話
し
た
と
判
断
で
き
る
。 

そ
こ
で
、
安
部
が
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
の
中
で
、「
挑
戦
状
」
と
い
う

激
し
い
言
葉
を
用
い
た
経
緯
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
前
に
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
で
は
、
全
体
的
に
は
「
万
延
元
年
の
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
」
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ

と
か
ら
始
め
る
。 

そ
の
た
め
に
、
「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
の
次
の
箇
所
に
目
を
向
け
る
。 

主
人
公
は
、
最
初
は
き
わ
め
て
受
動
的
に―

主
人
公
の
分
身

で
あ
る
「
弟
」
に
さ
そ
い
出
さ
れ
る
形
で―

体
験
と
し
て
触
れ

る
こ
と
の
出
来
る
歴
史
の
根
源
で
あ
る
、
山
深
い
郷
里
へ
と
辿

り
着
き
、
そ
こ
で
歴
史
的
必
然
を
再
確
認
し
よ
う
と
い
う
「
弟
」

の
、
ま
こ
と
に
暴
力
的
な
、
地
獄
絵
的
実
験
に
立
ち
合
わ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
／
歴
史
が
、
現
実
の
行
為
に
よ
っ
て
、
現

実
と
等
価
的
に
再
現
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
あ
た
り
の

構
造
は
、
さ
す
が
に
大
江
君
ら
し
く
見
事
な
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
見
事
な
も
の
」
と
い
う
安
部
の
賞
賛
は
、「
万
延
元
年
の
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
次
の
よ
う
な
話
に
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。―

「
主
人
公
」
で
あ
る
根
所
蜜
三
郎
の
「
弟
」
で
あ
る
鷹
四
は
、
安
保
闘

争
の
挫
折
の
後
、
蜜
三
郎
ら
と
と
も
に
、
故
郷
の
四
国
の
谷
間
の
村
に

移
住
す
る
。
現
在
の
谷
間
の
村
は
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
経
済
的

に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
鷹
四
は
、
自
ら
の
曾
祖
父
の
弟
が
中
心

と
な
っ
て
こ
の
村
で
約
百
年
前
に
起
こ
し
た
万
延
元
年
の
一
揆
の
再

来
を
目
指
し
て
、
谷
間
の
村
全
体
を
巻
き
込
ん
で
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
を
襲
撃
し
、
商
品
を
略
奪
す
る
運
動
を
起
こ
す
。
鷹
四
が
、
こ
の

よ
う
な
、
暴
力
的
で
破
壊
的
な
行
為
を
す
る
の
は
、
白
痴
の
妹
を
死
に

追
い
や
っ
た
嘗
て
の
罪
を
償
う
た
め
の
自
己
処
罰
の
願
望
か
ら
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
後
に
判
明
す
る
。
鷹
四
は
、
最
後
に
、
自
ら
の

罪
を
蜜
三
郎
に
告
白
し
て
倉
屋
敷
で
自
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
蜜
三

郎
は
、
正
し
く
、
鷹
四
の
「
暴
力
的
な
、
地
獄
絵
的
実
験
に
立
ち
合
わ

さ
れ
」
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
自
ら
の
無
力
と
敗
北
と
を
痛

感
す
る
。 

こ
う
要
約
す
れ
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
襲
撃
す
る
鷹
四
の

「
行
為
」
は
、「
歴
史
的
必
然
を
再
確
認
」
す
べ
く
、「
歴
史
」
上
の
人

物
で
あ
る
曾
祖
父
の
弟
の
「
行
為
」
を
「
再
現
」
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
ま
ず
は
言
え
る
。
し
か
し
、
単
純
な
「
再
現
」
で
は
な
い
。

鷹
四
の
「
行
為
」
は
、
白
痴
の
妹
を
死
に
追
い
や
っ
た
自
ら
の
罪
を
告

白
す
る
と
い
う
、
曾
祖
父
の
弟
の
行
為
が
も
た
ら
し
た
「
展
開
」
と
は

異
な
る
、
新
た
な
「
展
開
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
万
延

元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
は
、
過
去
の
「
行
為
」
が
、
現
在
の
「
現

実
の
行
為
」
に
よ
っ
て
「
再
現
さ
れ
」
、
か
つ
、
新
た
な
形
で
「
展
開

さ
れ
」
て
い
く
「
構
造
」
が
あ
る
。
安
部
が
こ
の
作
品
を
高
く
評
価
し

た
の
は
、
こ
う
し
た
「
構
造
」
の
「
見
事
」
さ
故
で
あ
っ
た
。 

も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
安
部
が
、
こ
の
作
品
を
評
価
し

た
の
は
、
安
部
自
身
が
、
こ
の
種
の
「
構
造
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
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か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
」
や
「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
と
同
じ
昭
和
四
十
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
燃

え
つ
き
た
地
図
』（
昭
和
四
十
二
年
九
月
、
新
潮
社
）
に
よ
っ
て
確
認

し
た
い
。
紙
幅
の
都
合
上
、
あ
ら
す
じ
紹
介
は
省
略
す
る
が
、「
既
知

の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
」
る
恐
怖
に
取
り
憑
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
「
ぼ
く
」
が
、「
自
分
の
世
界
」
を
取
り
戻
そ
う
と
決
意
す
る
と
こ

ろ
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。 

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
夫
の
行
方
を
捜
し
て
欲
し
い
と
い

う
波
瑠
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、「
ぼ
く
」
が
、
波
瑠
の
家
に
向
か
う

べ
く
、
坂
道
を
上
っ
て
い
く
冒
頭
の
場
面
と
、
記
憶
喪
失
の
状
態
に
な

っ
た
「
ぼ
く
」
が
、「
左
に
大
き
く
カ
ー
ブ
し
て
」
い
る
、
冒
頭
と
同

じ
坂
道
を
上
っ
て
い
く
結
末
近
く
の
場
面
と
を
見
比
べ
れ
ば
、「
ぼ
く
」

の
目
に
映
る
町
の
光
景―

「
道
の
表
面
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
は
な

く
」
か
ら
始
ま
る
光
景―

が
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
し
て
、
し
か
も
、

か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
結

末
近
く
の
「
ぼ
く
」
の
目
に
映
る
現
実
が
、
そ
の
時
点
か
ら
見
れ
ば
過

去
に
あ
た
る
冒
頭
の
「
ぼ
く
」
の
目
に
映
る
現
実
を
「
再
現
」
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
か
え
っ

て
、「
ぼ
く
」
の
対
応
が
、
以
下
の
如
く
、
冒
頭
の
場
面
と
結
末
近
く

の
場
面
と
で
決
定
的
に
相
違
す
る
こ
と
が
際
立
っ
て
く
る
。 

 
 

ま
ず
、
冒
頭
の
「
ぼ
く
」
の
移
動
手
段
は
車
で
あ
っ
た
。
移
動
の
途

中
で
、「
買
物
籠
を
さ
げ
た
四
、
五
人
の
女
た
ち
が
、
道
幅
い
っ
ぱ
い

に
ひ
ろ
が
っ
て
」
い
た
の
で
、「
軽
く
ホ
ー
ン
を
叩
い
て
、
女
た
ち
の

間
を
通
り
ぬ
け
る
」
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、「
急
ブ
レ
ー
キ
を
踏

ん
」
だ
。
そ
れ
は
、「
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
を
尻
に
し
い
た
少
年
」
が

「
す
べ
り
降
り
て
来
」
て
、「
ぼ
く
」
の
車
が
少
年
と
接
触
し
そ
う
に

な
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
、「
横
倒
し
に
な
っ
た
少
年
の
、

青
ざ
め
ひ
き
つ
っ
た
顔
」
を
見
て
も
、
車
か
ら
降
り
る
こ
と
な
く
通
り

過
ぎ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
結
末
近
く
の
「
ぼ
く
」
の
移
動
手
段

は
最
初
の
う
ち
は
徒
歩
で
あ
っ
た
。
移
動
の
途
中
で
、
冒
頭
の
場
面
と

同
じ
よ
う
に
、「
買
物
籠
を
さ
げ
た
四
、
五
人
の
女
た
ち
が
、
道
幅
い

っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
っ
て
」
い
た
が
、
そ
れ
を
目
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、

「
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
を
尻
に
し
い
た
少
年
」
が
「
す
べ
り
降
り
て
」

き
た
の
で
あ
る
が
、「
ぼ
く
」
は
「
あ
わ
て
て
道
を
ゆ
ず
っ
た
」
。 

こ
の
よ
う
な
、
冒
頭
と
結
末
近
く
の
「
ぼ
く
」
の
対
応
の
相
違
は
、

「
ぼ
く
」
の
心
の
状
態
の
変
化
を
表
し
て
い
る
。
冒
頭
の
「
ぼ
く
」
は
、

町
の
中
を
移
動
す
る
人
物
の
安
全
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、

目
的
地
に
早
く
到
着
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自

己
中
心
的
で
あ
る
が
、
旺
盛
な
活
動
意
欲
を
持
っ
て
行
為
で
き
る
状

態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
結
末
近
く
の
「
ぼ
く
」
は
、
町
の
中

を
移
動
す
る
人
物
に
、
む
し
ろ
、
遠
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
嘗
て
の
活
動
意
欲
は
失
わ
れ
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
ら
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。 
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
で
は
、
冒
頭
の
場
面
と
結
末
近
く
の
場
面

の
、「
ぼ
く
」
の
目
に
映
る
光
景
を
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
し
て
あ
え
て

表
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
り
、「
ぼ
く
」
の
変
化
を
際
立
た
せ
、
結
末
近

く
の
「
ぼ
く
」
が
不
安
を
抱
え
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し

た
。
そ
の
上
で
、「
ぼ
く
」
が
、「
既
知
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
」
る

恐
怖
に
取
り
憑
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
展
開
、
さ
ら
に
、
そ
の
恐

怖
の
中
で
、「
自
分
の
世
界
」
の
獲
得
を
目
指
そ
う
と
す
る
と
い
う
展

開
に
し
た
。
こ
う
整
理
す
る
と
、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
は
、
正
し
く
、

過
去
の
行
為
が
現
在
の
「
現
実
の
行
為
」
に
よ
っ
て
「
再
現
さ
れ
」
、

新
た
な
形
で
「
展
開
さ
れ
て
い
く
」「
構
造
」
を
備
え
て
い
た
こ
と
が

明
白
に
な
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
を
読
め
ば
、
こ
う
し
た
「
構

造
」
に
対
す
る
関
心
が
、
「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
を
発
表
し
た
昭
和
四
十
二

年
の
安
部
の
中
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
部
が
、

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
を
評
価
し
た
の
は
、
安
部
自
身
の
中

に
、
こ
の
種
の
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。 

三 
 

も
っ
と
も
、
安
部
は
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
で
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
」
の
「
構
造
」
の
「
見
事
」
さ
を
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
一
方
で
、
登
場
人
物
の
「
根
所
」
と
い
う
姓
に
着
目
し
て
考
え
れ
ば
、

こ
の
「
構
造
」
の
う
ち
、「
歴
史
」
が
新
た
な
形
で
「
展
開
」
さ
れ
て

い
く
と
い
う
側
面
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
軽
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
疑
っ
て
も
い
た
。
続
い
て
、
安
部
の
そ
の
疑
念
を
取
り
上
げ
、

安
部
が
「
挑
戦
状
」
と
書
き
記
し
た
経
緯
を
説
明
す
る
。 

そ
の
た
め
に
、
安
部
が
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
に
お
い
て
、「
万
延
元
年

の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
「
主
人
公
の
一
家
の
姓
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず

「
根
所
」
で
あ
り
、
代
々
そ
の
山
あ
い
の
部
落
を
支
配
し
て
来
た
、
そ

の
姓
に
相
応
し
い
一
族
の
出
身
者
で
あ
り
、
歴
史
の
す
べ
て
が
、
そ
の

一
族
の
血
を
通
じ
て
現
わ
れ
、
完
結
し
て
」
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
、
そ
の
上
で
、「
こ
の
根
所
を
、
も
し
主
人
公
と
同
じ
視
点
で

固
定
さ
せ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
た
ち
ま
ち
弁
証
法
を
否
認

し
て
、
神
話
へ
と
傾
斜
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
登
場
人
物
た
ち
は
、

一
瞬
そ
の
動
き
を
と
め
、
宿
命
を
彫
り
込
ま
れ
た
星
座
の
物
語
の
よ

う
に
、
天
に
糊
付
け
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
る
。
こ
こ
で
、
安
部
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
万
延
元

年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、「
主
人
公
の
一
家
の
姓
」
が
、
あ
る
場

所
に
根
を
下
ろ
す
と
い
う
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
「
根
所
」
で
あ
り
、
そ

の
姓
に
相
応
し
く
、「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
た
ち
が
「
山
あ
い
の
部

落
」（
論
者
注―

「
根
所
」
の
人
間
も
含
む
「
部
落
」）
の
中
心
と
し

て
定
着
し
、「
部
落
」
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
（
１
）
、「
歴
史
の
す
べ
て
」

が
そ
の
人
間
た
ち
の
影
響
の
も
と
で
形
作
ら
れ
て
い
る
と
見
え
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
主
人
公
」
の
「
根
所
」
蜜
三
郎
と
「
同
じ
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視
点
」―

結
末
で
ア
フ
リ
カ
に
行
く
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、

「
臆
病
な
傍
観
者
」
と
し
て
「
倉
屋
敷
に
閉
じ
こ
も
」
り
、
自
分
の
世

界
に
没
入
し
よ
う
と
す
る
蜜
三
郎
の
「
視
点
」―

で
、「
根
所
」「
一

族
」
の
人
間
た
ち
が
「
部
落
」
を
支
配
す
る
状
態
を
「
固
定
」
化
さ
せ

て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
蜜
三
郎
や
鷹
四
と
い
っ
た

「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
も
含
む
「
部
落
」
内
の
人
物
が
、「
根
所
」

「
一
族
」
の
人
間
た
ち
の
影
響
力
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
、

新
た
な
「
歴
史
」
を
築
い
て
い
け
な
い
ま
ま
で
終
わ
る
「
神
話
」
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
と
、
安
部
に
は
思
え
た
。
そ
こ
で
、
安
部
は
、「
万

延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
が
そ
の
種
の
「
神
話
」
で
あ
っ
た
の
か
否

か
と
問
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
な
る
。 

安
部
は
、
こ
の
問
い
に
思
い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、「
挑
戦
状
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
に
至
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
箇
所
の
傍
線
部
⑤

に
示
さ
れ
て
い
る
。 

（
略
）
そ
れ
と
も
、
こ
の
ぼ
く
の
こ
だ
わ
り
に
は
、
あ
ん
が
い
、

地
獄
絵
に
に
じ
む
「
優
し
さ
」
の
色
を
、
曖
昧
な
自
己
慰
安
の
た

め
の
色
彩
だ
と
し
て
斥
け
た
、
主
人
公
の
開
眼
に
際
し
て
の
語

気
の
激
し
さ
に
原
因
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

／
じ
つ
は
、
も
う
か
な
り
前
、
大
江
君
の
好
き
な
、
ノ
ー
マ
ン
・

メ
ー
ラ
ー
よ
り
も
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
方
が
、
は
る
か
に
優

れ
て
い
る
と
強
く
主
張
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ミ
ラ
ー
の
文
体

に
ひ
そ
む
一
種
の
「
優
し
さ
」
を
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ

の
お
返
し
の
つ
も
り
か
、
ど
う
か
、
今
度
の
ぼ
く
の
小
説
『
燃
え

つ
き
た
地
図
』
の
推
薦
文
に
、
大
江
君
は
「
優
し
さ
」
の
こ
も
っ

た
作
品
だ
と
書
い
て
く
れ
た
。
こ
う
書
い
て
お
い
た
方
が
、
女
性

の
読
者
が
増
え
ま
す
よ
、
と
、
大
江
君
は
う
れ
し
そ
う
に
笑
っ
て

い
た
が
、〈
⑤

も
し
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
が
単
な
る
神

話
で
あ
り
、
結
末
で
の
主
人
公
の
回
生
が
、
根
所
の
絶
対
化
を
意

味
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
〉
、
ぼ
く
は
大
江
君
の
微
笑
を
、
は
っ

き
り
挑
戦
状
と
し
て
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が･

･
･
･
 

た
だ
し
、
こ
の
箇
所
で
は
、
安
部
が
先
の
問
い
に
こ
だ
わ
る
背
後
の

事
情
も
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
、
傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、

そ
の
事
情
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 

安
部
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
「
文
体
」
に
「
優
し
さ
」
が
潜
ん

で
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
大
江
の
好
き
な
「
ノ
ー
マ
ン
・
メ
ー
ラ
ー

よ
り
も
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
方
が
、
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
」
と
、

大
江
に
主
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
お
返
し
」
の
た
め

で
あ
る
の
か
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
と
同
時
期
に
刊
行
し

た
安
部
の
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
に
対
す
る
大
江
の
推
薦
文
に
は
、『
燃

え
つ
き
た
地
図
』
は
「
「
優
し
さ
」
の
こ
も
っ
た
作
品
」
で
あ
る
と
す

る
記
述
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
に
は
、

主
人
公
の
蜜
三
郎
が
、
あ
る
「
地
獄
絵
」
を
目
に
し
て
、
そ
の
「「
地

獄
絵
」
に
に
じ
む
「
優
し
さ
」
の
色
」
を
、「
曖
昧
な
自
己
慰
安
の
た
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め
の
色
彩
だ
」
と
「
語
気
」「
激
し
」
く
「
斥
け
た
」
場
面
が
あ
っ
た

の
で
、
安
部
は
、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
は
「
「
優
し
さ
」
の
こ
も
っ
た

作
品
」
で
あ
る
と
す
る
推
薦
文
を
書
い
た
と
、
直
接
に
自
ら
に
伝
え
た

時
の
大
江
の
「
微
笑
」
に
違
和
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
２
）
。
こ
れ

が
、
安
部
が
、
先
述
の
問
い
に
こ
だ
わ
っ
た
背
後
の
事
情
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
安
部
は
、
そ
の
問
い
に
基
づ
い
て
、
傍
線
部

⑤
の
〈 

〉
の
よ
う
に
仮
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
仮
定

の
中
に
含
ま
れ
る
、「
神
話
」
と
「
結
末
で
の
主
人
公
の
回
生
」
に
つ

い
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、「
神
話
」
の
意
味
は
、
先
述
し
た
通
り
だ
が
、

そ
れ
は
、
傍
線
部
⑤
の
文
脈
か
ら
、「
根
所
の
絶
対
化
」
を
表
し
た
話

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
結
末
で
の
主
人
公
の
回
生
」
は
、

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
「
結
末
」
で
、「
主
人
公
」
の
蜜

三
郎
が
ア
フ
リ
カ
行
き
を
選
択
し
、
新
た
に
生
き
直
そ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
⑤
の
〈 

〉
で
は
、「
万
延
元
年
の

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
は
、
作
品
全
体
と
し
て
「
根
所
の
絶
対
化
」
を
表
し

た
話
で
あ
り
、「
結
末
」
で
、
蜜
三
郎
が
、
ア
フ
リ
カ
行
き
を
選
択
し
、

新
た
に
生
き
直
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
す
ら
も
、
「
根
所
の
絶
対
化
」

を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
と
仮
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
安

部
は
、
こ
の
仮
定
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
大
江
の
先
の
「
微
笑
」
は

「
挑
戦
状
」
で
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

安
部
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、
仮
に
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ

ー
ル
」
が
、「
根
所
の
絶
対
化
」
を
表
し
た
話
、
つ
ま
り
、
蜜
三
郎
や

鷹
四
と
い
っ
た
「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
も
含
む
「
部
落
」
内
の
人

物
が
、「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
た
ち
の
影
響
力
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

話
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
作
品
を
書
く
大
江
の
思
想
的

な
立
場
は
、
自
ら
の
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
感

じ
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
は
、

先
述
し
た
「
構
造
」
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」
が
「
自
分
の
世
界
」
の
獲

得
を
目
指
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
お
り
、
右
の
「
根
所
の
絶

対
化
」
を
表
し
た
話
の
対
極
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
安
部
は
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
を
「
根
所
の
絶
対
化
」

を
表
し
た
話
と
し
て
執
筆
す
る
大
江
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
思
想
的
な

立
場
と
対
立
し
、
か
つ
、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
に
も
内
心
で
は
批
判

的
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
の
推
薦
文

に
関
す
る
大
江
の
先
の
「
微
笑
」
に
も
「
挑
戦
状
」
の
意
味
が
含
ま
れ

て
い
た
に
違
い
な
い
と
見
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

四 
 

こ
う
し
て
、
安
部
は
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
に
お
い
て
、
傍
線
部
⑤
の

よ
う
に
記
し
た
。
そ
れ
に
反
応
し
た
「
対
談
」
当
時
の
大
江
は
、「
共

同
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
信
じ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
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示
す
作
品
に
す
べ
く
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
お
い
て
、「
世
界
と

人
間
」
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
す
る
試
み
に
さ
ら
に
邁
進
す

る
こ
と
に
な
っ
た
（
３
）
。 

た
だ
し
、
こ
う
説
く
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後

述
す
る
通
り
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に
至
る
展
開
は
、「
万

延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
結
末
に
至
る
展
開
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

そ
れ
を
改
変
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
受
け

継
ぎ
、
改
変
す
る
の
も
ま
た
、
安
部
の
傍
線
部
⑤
の
記
述
の
影
響
に
よ

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、 

 

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、「
結
末
で
の
主
人
公
の
回
生
」

で
す
ら
「
根
所
の
絶
対
化
」
を
意
味
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
、
そ

し
て
、
そ
れ
故
に
、
作
品
全
体
と
し
て
「
根
所
の
絶
対
化
」
を
表
し
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
述
す
る
。 

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、
主
人
公
の
蜜
三
郎
と
そ
の

妻
の
菜
採
子
と
の
間
の
赤
ん
ぼ
う
が
、
障
碍
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
。
菜

採
子
は
そ
の
こ
と
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
依
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
鷹
四
と
出
会
っ
て
か
ら
、
蜜
三
郎
と
の
関
係
が
停

滞
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
鷹
四
の
行
動
力
に
惹
か
れ
、
生
き
る
気
力

を
取
り
戻
す
。
や
が
て
、
⑥

鷹
四
と
肉
体
関
係
を
持
つ
。
そ
の
後
、
鷹

四
が
自
殺
し
て
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
の
だ
が
、
鷹
四
の
死
後
に
、

鷹
四
と
の
子
供
を
宿
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
子
供
を
生
み
育

て
る
こ
と
を
決
断
す
る
。
一
方
、
蜜
三
郎
は
、
こ
れ
ま
で
、
鷹
四
や
曾

祖
父
の
弟―

四
国
の
谷
間
の
村
を
根
拠
地
と
し
て
活
動
し
た
、
同

じ
「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間―

の
暴
力
的
・
破
壊
的
な
生
き
方
へ

の
敵
意
か
ら
、
彼
ら
と
は
反
対
の
消
極
的
な
生
き
方
を
あ
え
て
選
択

し
、
谷
間
の
村
の
倉
屋
敷
に
主
に
引
き
こ
も
る
生
活
を
送
っ
て
い
た

の
だ
が
、
鷹
四
の
死
後
、
鷹
四
や
曾
祖
父
の
弟
を
正
当
に
理
解
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
、
あ
る
日
、
倉
屋
敷
の
地
下
倉
で

内
省
す
る
。
蜜
三
郎
は
、
こ
の
内
省
の
中
で
、
鷹
四
や
曾
祖
父
の
弟
や

菜
採
子
が
、「
自
分
の
内
部
の
地
獄
に
耐
え
て
い
る
人
間
」
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
は
彼
ら
の
苦
悩
に
何
の

想
像
も
働
か
せ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
至
る
。
そ
し
て
、
消
極
的

な
生
き
方
を
し
て
、
自
己
の
世
界
に
の
み
没
入
し
て
き
た
自
ら
の
無

力
と
敗
北
と
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
夜
が
明
け
た
頃
、
菜
採
子
は
、

蜜
三
郎
が
、
地
下
倉
で
の
内
省
を
終
え
た
こ
と
を
知
り
、「
押
え
つ
け

た
激
し
い
緊
張
に
お
の
の
」
き
な
が
ら
、
蜜
三
郎
に
向
け
て
、
蜜
三
郎

と
菜
採
子
と
の
間
の
障
碍
を
抱
え
た
子
供
と
、
鷹
四
と
菜
採
子
と
の

間
の
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
供
と
を
一
緒
に
育
て
な
が
ら
、「
や

り
な
お
す
こ
と
」
が
で
き
な
い
か
と
話
し
か
け
て
き
た
。
そ
の
上
で
、

蜜
三
郎
が
以
前
か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
た
「
ア
フ
リ
カ
派
遣
動
物
採
集

隊
の
通
訳
責
任
者
」
の
仕
事
を
、
鷹
四
や
曾
祖
父
の
弟
と
「
共
有
す
る

も
の
を
確
か
め
」
る
た
め
に
も
、
引
き
受
け
た
方
が
よ
い
と
、
蜜
三
郎

に
提
案
し
た
。
蜜
三
郎
は
、
最
初
の
う
ち
は
躊
躇
い
を
覚
え
た
の
で
あ

る
が
、
地
下
倉
か
ら
出
て
菜
採
子
と
向
き
合
っ
た
時
に
、
蜜
三
郎
の
内
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部
に
「
わ
れ
わ
れ
は
一
緒
に
生
き
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
の
だ
」
と
い
う

「
単
純
な
声
」
が
「
響
い
て
」
き
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
一
緒
に
生
き

て
い
く
」
と
い
う
思
い
を
支
え
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
鷹
四
や

曾
祖
父
の
弟
が
体
現
し
て
い
た
「
積
極
的
」
な
生
き
方
を
継
承
す
る
こ

と
へ
の
潜
在
的
な
期
待
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
仕
事
を
引

き
受
け
、
ア
フ
リ
カ
で
懸
命
に
働
こ
う
と
決
意
す
る
。
蜜
三
郎
は
、
⑦

四
国
の
谷
間
の
村
を
離
れ
て
、
幾
多
の
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
る
だ

ろ
う
ア
フ
リ
カ
で
、
眼
前
の
生
活
を
と
も
に
懸
命
に
送
る
と
い
う
点

で
遠
く
繫
が
る
菜
採
子
や
子
供
た
ち
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、

し
ば
ら
く
は
一
人
で
働
き
、
生
き
直
そ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
あ
ら
す
じ
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
ま
た
、
拙
稿
「
大
江
健
三
郎

『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
論―

「
再
生
へ
の
始
動
」
と
過
去

の
継
承―

」（
令
和
元
年
十
月
『
国
語
国
文
』）
で
も
論
じ
た
通
り
、

蜜
三
郎
の
ア
フ
リ
カ
行
き
の
決
意
、
つ
ま
り
、「
結
末
で
の
主
人
公
の

回
生
」
は
、
第
一
に
、
菜
採
子
や
子
供
た
ち
と
「
一
緒
に
生
き
て
ゆ
く
」

と
い
う
思
い
を
支
え
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
に
、
鷹
四
や
曾
祖

父
の
弟
が
体
現
し
て
い
た
「
積
極
的
」
な
生
き
方
を
継
承
す
る
こ
と
へ

の
期
待
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。 

こ
こ
で
、
第
一
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、
菜
採
子
と
蜜
三
郎
は
結
婚

し
て
お
り
、
結
婚
後
の
蜜
三
郎
の
姓
も
「
根
所
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
菜
採
子
の
姓
（
４
）
、
菜
採
子
と
蜜
三
郎
と
の
間
に
生
ま
れ

た
子
供
の
姓
は
と
も
に
、
作
中
で
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
根
所
」

で
あ
る
だ
ろ
う
と
、
さ
ら
に
は
、
菜
採
子
と
鷹
四
と
の
間
の
子
供
の
姓

も
「
根
所
」
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
読
者
が
想
像
で
き
る
描
か
れ
方
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
で
は
、
菜
採
子
と
蜜
三
郎
と
二
人
の

子
供
た
ち
が
、「
根
所
」
の
一
員
と
し
て
「
一
緒
に
生
き
て
ゆ
く
」
こ

と
に
な
る
と
思
わ
せ
る
結
末
、
そ
れ
故
、「
根
所
の
絶
対
化
」
を
連
想

さ
せ
る
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、

こ
の
作
品
の
結
末
で
は
、
蜜
三
郎
が
、
鷹
四
や
曾
祖
父
の
弟
と
い
う
、

「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
の
生
き
方
か
ら
の
影
響
の
も
と
で
、
ア
フ

リ
カ
に
向
か
お
う
と
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
も
い
た
。
こ
の
結
末

も
ま
た
、
「
根
所
の
絶
対
化
」
を
連
想
さ
せ
る
。 

「
結
末
で
の
主
人
公
の
回
生
」
は
、
一
見
す
る
と
、「
根
所
」
家
や

「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
の
影
響
を
断
ち
切
っ
て
、
新
た
な
「
歴
史
」

を
築
い
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
決
意
で
あ
る
と
映
る
。
し
か
し
、

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
本
文
か
ら
、
こ
の
「
回
生
」
に
至

る
過
程
を
丁
寧
に
辿
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
「
回
生
」
は
「
根
所
の
絶
対

化
」
を
意
味
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
、
そ
れ
故
に
、
作
品
全
体
と

し
て
も
「
根
所
の
絶
対
化
」
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
描
か
れ
方

に
な
っ
て
い
た
。 

と
こ
ろ
で
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に
至
る
展
開
と
、「
万

延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
結
末
に
至
る
展
開
と
の
間
に
共
通
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。〈
一
〉
傍
線
部
②
と
⑥
で
示

し
た
通
り
、「
た
か
し
」
と
い
う
読
み
方
を
す
る
だ
ろ
う
名
前
を
持
つ
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男
性
（
論
者
注―

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
鷹
四
、「
燃

え
あ
が
る
緑
の
木
」
で
は
隆
、
す
な
わ
ち
、
ギ
ー
兄
さ
ん
）
と
肉
体
関

係
を
持
っ
た
人
物
（
論
者
注―

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で

は
菜
採
子
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
で
は
サ
ッ
チ
ャ
ン
）
が
、
そ
の

男
性
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
そ
の
男
性
と
結
婚
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
男
性
と
の
間
の
子
供
を
授
か
っ
た
こ
と
を

知
り
、
そ
の
よ
う
に
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
、
出
産
以
後
を
取
り

上
げ
る
前
に
、
作
品
を
終
え
て
い
る
点
、〈
二
〉
傍
線
部
③
と
⑦
で
示

し
た
通
り
、
四
国
の
村
で
生
活
し
て
い
た
人
物
（
論
者
注―

「
万
延

元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
蜜
三
郎
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
で

は
教
会
員
）
が
、
今
は
亡
き
「
た
か
し
」
の
存
在
や
言
動
か
ら
の
影
響

の
も
と
、
最
後
に
そ
の
四
国
の
村
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
、
作

品
を
終
え
て
い
る
点
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の

こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
話
を
や
や
遠
回
り
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

が
、
尾
崎
前
掲
書
を
参
照
し
て
、
大
江
が
、
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」

の
ギ
ー
兄
さ
ん
を
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
鷹
四
と
深
い

繋
が
り
を
持
つ
人
物
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
、
描
写
し
て
い
た
こ
と

を
説
明
す
る
。 

も
と
も
と
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
隆
に
与
え
ら
れ
た
ギ
ー
兄

さ
ん
と
い
う
名
前
は
、
大
江
の
「
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
」（
初
出
は

『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』（
昭
和
六
十
二
年
十
月
、
講
談
社
））
に
登

場
す
る
ギ
ー
兄
さ
ん
（
論
者
注―

以
下
で
は
、「
懐
か
し
い
年
へ
の

手
紙
」
の
ギ
ー
兄
さ
ん
を
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
と
呼
ぶ
）
の
名
前
を
直
接

に
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
作
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、「
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
」
の
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
嘗
て

自
動
車
事
故
を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
同
乗
し

て
い
た
女
性
が
死
ん
だ
。
こ
の
女
性
の
死
に
つ
い
て
は
、
交
通
事
故
に

よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
死
に
方
で
あ
っ
た

の
だ
が
、
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
自
ら
が
女
性
を
殺
害
し
た
と
主
張
し

て
、
罪
を
進
ん
で
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、「
万
延

元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
鷹
四
も
ま
た
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
後
、

同
乗
し
て
い
た
女
性
が
死
ん
だ
の
だ
が
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
女
性
の
そ
の
死
を
、
自
ら
が
殺
害
し
た
こ
と
に

よ
る
も
の
だ
と
主
張
し
、
進
ん
で
罪
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
。
つ
ま

り
、
自
動
車
事
故
を
め
ぐ
る
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
と
鷹
四
の
行
為
や
態

度
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
」

で
は
、
作
家
の
「
僕
」
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
そ
の
「
僕
」
が
、
先
の

ギ
ー
兄
さ
ん
を
モ
デ
ル
に
し
て
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
鷹

四
を
書
い
た
と
い
う
設
定
に
し
て
い
た
か
ら
だ
。 

こ
の
よ
う
に
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、「
懐
か

し
い
年
へ
の
手
紙
」
の
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
の
後
継
者
で
あ
り
、
か
つ
、

「
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
」
で
は
、
そ
の
先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
が
「
万
延

元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
鷹
四
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
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め
、
大
江
が
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
ギ
ー
兄
さ
ん
を
、「
万
延
元

年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
鷹
四
と
、
深
い
繋
が
り
を
持
つ
人
物
と
し
て

意
識
し
な
が
ら
、
描
写
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
（
５
）
。
と
な
れ
ば
、

同
じ
「
た
か
し
」
と
い
う
読
み
方
を
す
る
だ
ろ
う
名
前
を
持
つ
そ
の
ギ

ー
兄
さ
ん
と
鷹
四
に
関
係
す
る
〈
一
〉
と
〈
二
〉
の
共
通
点
に
、
大
江

が
無
自
覚
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
共
通
点
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、〈
一
〉・〈
二
〉
の
共
通
点
を
踏
ま
え
、〈
一
〉・

〈
二
〉
に
関
わ
る
相
違
点
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
１
〉・〈
２
〉
と
し
て
挙
げ
、

そ
の
相
違
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

〈
１
〉「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、
先
述
の
通
り
、
菜

採
子
は
、
今
は
亡
き
鷹
四
と
の
間
の
子
供
を
宿
し
た
の
だ
が
、
菜
採
子

に
は
、
夫
で
あ
る
蜜
三
郎
と
の
間
の
子
供
も
い
る
。
そ
し
て
、
菜
採
子

と
蜜
三
郎
と
子
供
た
ち
は
、「
根
所
」
の
一
員
と
し
て
「
一
緒
に
生
き

て
ゆ
く
」
こ
と
に
な
る
と
想
像
で
き
る
結
末
、
つ
ま
り
、「
根
所
の
絶

対
化
」
を
連
想
さ
せ
る
結
末
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
燃

え
あ
が
る
緑
の
木
」
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
に
は
、
蜜
三
郎
や
、
菜
採
子

と
蜜
三
郎
と
の
間
の
子
供
に
該
当
す
る
存
在
、
つ
ま
り
、
夫
や
、
夫
と

の
間
で
生
ま
れ
た
子
供
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ギ
ー
兄
さ
ん
亡
き

後
の
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
菜
採
子
よ
り
も
、
孤
独
な
、
し
か
し
、
家
と
い

う
既
存
の
枠
組
み
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
状
況
下
で
生
き
て
い
く

こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん

と
結
婚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
と
ギ
ー
兄
さ

ん
の
姓
が
作
中
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
サ
ッ
チ
ャ

ン
の
姓
が
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
同
じ
で
あ
る
と
想
像
で
き
る
根
拠
は
作

中
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
姓
を
「
絶
対
化
」
し
て
い
る

と
読
め
る
描
き
方
に
な
っ
て
い
な
い
。 

〈
２
〉「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、
四
国
の
谷
間
の
村

か
ら
離
れ
る
蜜
三
郎
の
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
鷹
四
や
曾

祖
父
の
弟
と
い
う
、「
根
所
」「
一
族
」
の
人
間
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の

よ
う
に
離
れ
る
と
こ
ろ
で
締
め
括
る
結
末
は
、
や
は
り
、「
根
所
の
絶

対
化
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
燃

え
あ
が
る
緑
の
木
」
で
は
、
四
国
の
村
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
教
会
員

の
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
い
う
、
教
会
員
と

姓
の
異
な
る
、
非
血
縁
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
離
れ
る

と
こ
ろ
で
締
め
括
る
結
末
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
姓
の
「
絶
対
化
」
と
は

無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
〈
一
〉
と
〈
二
〉
の
共
通
点
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
〈
１
〉

と
〈
２
〉
の
相
違
点
か
ら
導
き
出
せ
る
結
論
は
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の

木
」
の
結
末
に
至
る
展
開
で
は
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の

結
末
に
至
る
展
開
を
土
台
に
し
つ
つ
、「
根
所
の
絶
対
化
」
に
相
当
す

る
意
味
を
消
し
去
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

大
江
が
、
安
部
の
傍
線
部
⑤
の
「
結
末
」
や
「
根
所
の
絶
対
化
」
と
い

う
言
葉
を
記
憶
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
記
憶
に
基
づ
き
、「
万
延
元
年

の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
「
結
末
」
に
至
る
展
開
を
下
敷
き
に
し
た
、「
燃
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え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
「
結
末
」
に
至
る
展
開
を
作
成
し
つ
つ
、
前
者

の
展
開
に
あ
っ
た
「
根
所
の
絶
対
化
」
に
相
当
す
る
意
味
を
後
者
で
消

し
去
っ
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
大
江
は
、「
対
談
」
で
の
咄
嗟
の
や
り
と
り
で
あ
る
た
め
に
、
安

部
の
傍
線
部
⑤
の
記
述
を
傍
線
部
④
の
よ
う
に
大
雑
把
に
言
い
換
え

た
と
は
い
え
、
実
際
に
は
傍
線
部
⑤
の
記
述
を
正
確
に
記
憶
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
、
傍
線
部
⑤
の
記
述
に
直
接
に
応
答
す
べ
く
、
右
記

の
よ
う
な
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
「
結
末
」
に
至
る
展
開
を
作
成

し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

勿
論
、「
対
談
」
当
時
の
大
江
が
、
安
部
の
傍
線
部
⑤
の
記
述
を
正

確
に
は
覚
え
て
は
お
ら
ず
、「
結
末
」
や
「
根
所
の
絶
対
化
」
と
い
う

言
葉
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ

の
場
合
で
も
、
大
江
は
、
傍
線
部
④
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、「
燃
え

あ
が
る
緑
の
木
」
を
「
書
こ
う
と
し
て
」
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い

こ
と
で
あ
る
の
で
、
大
江
が
、
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
お
い
て
、

「
共
同
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
信
じ
て
い
る
」
と
読
め
る
「
万
延
元

年
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
箇
所
を
あ
え
て
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
「
信
じ
て
い
る
」
と
は
読
め
な
い
よ
う
に
改
変
す
る
こ
と
で
、

安
部
の
「
警
告
」
に
応
答
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
場
合
、
大
江
は
、
安
部
の
傍
線
部
⑤
の
「
結
末
」
と
い
う
言
葉

を
覚
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」

を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
「
結
末
」

に
至
る
展
開
に
着
目
し
た
の
は
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の

「
結
末
」
に
疑
義
を
呈
し
た
安
部
の
言
及
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
大

江
自
身
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、

大
江
は
、
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
結
末
に
至
る
展
開
が
、

「
根
所
」
家
や
「
根
所
」
「
一
族
」
の
人
間
が
形
成
す
る
「
共
同
体
」

の
価
値
を
「
信
じ
て
い
る
」
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
展
開
に
な
っ
て

い
る
と
、
自
分
自
身
で
判
断
し
た
の
で
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に

お
い
て
、
そ
の
展
開
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
に
「
信
じ
て
い
る
」

と
は
読
め
な
い
よ
う
に
改
変
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、

傍
線
部
⑤
の
記
述
を
正
確
に
覚
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、「
燃
え
あ

が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に
至
る
展
開
が
、
結
果
と
し
て
傍
線
部
⑤
の
記

述
に
応
答
し
た
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

以
上
の
二
つ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
傍
線
部
④
も
し
く

は
傍
線
部
⑤
の
記
述
に
対
応
す
る
よ
う
な
形
で
、
つ
ま
り
、「
万
延
元

年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
展
開
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
改
変
す
る
と
い
う

形
で
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
展
開
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
の
意

味
を
説
明
し
難
い
。
そ
れ
故
、
大
江
が
、
安
部
の
傍
線
部
⑤
の
記
述
を

正
確
に
覚
え
て
い
た
の
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
傍
線
部
⑤
の
記
述
は
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に
至
る

展
開
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
大
江
の
試
み
を
、
直
接
的
も
し
く
は
間

接
的
に
導
い
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。 
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大
江
は
、「
安
部
公
房
案
内
」（
『
わ
れ
ら
の
文
学
７
』（
昭
和
四
十
一

年
二
月
、
講
談
社
）「
解
説
」
）
の
中
で
、「
き
み
に
と
っ
て
現
在
、
も

っ
と
も
重
要
な
、
同
時
代
の
作
家
は
誰
で
あ
る
か
？ 

と
問
わ
れ
れ

ば
、
ぼ
く
は
、
そ
れ
は
安
部
公
房
だ
と
答
え
る
だ
ろ
う
」
、「
自
由
人
の

持
つ
、
生
き
生
き
と
し
た
、
創
造
的
な
、
尊
敬
す
べ
き
、
大
胆
な
、
脅

迫
を
も
恐
れ
ぬ
、
傲
慢
な
、
心
の
確
か
さ
を
持
っ
て
い
る
」
と
記
し
て

い
る
。「
書
き
終
え
た
、
す
べ
て
を
小
説
に
、
大
江
健
三
郎
さ
ん 

全

集
出
版
の
感
慨
」（
平
成
三
十
年
五
月
六
日
『
読
売
新
聞
』）
に
お
け
る

「
安
部
さ
ん
は
一
番
好
き
な
作
家
で
、
三
島
さ
ん
よ
り
断
じ
て
独
創

的
な
、
大
き
い
才
能
で
し
た
」
と
い
う
大
江
の
回
想
か
ら
も
、
大
江
に

と
っ
て
、
安
部
が
い
か
に
偉
大
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

た
だ
し
、
安
部
と
大
江
と
の
私
的
な
関
係
は
、
安
部
が
「
怖
い
穴
ぼ

こ
」
を
発
表
し
た
昭
和
四
十
二
年
よ
り
後
に
、
悪
化
し
た
。
そ
れ
は
、

『
大
江
健
三
郎 

作
家
自
身
を
語
る
』（
平
成
十
九
年
五
月
、
新
潮
社
）

に
よ
れ
ば
、
「
大
学
闘
争
の
時
期
、
安
部
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
て
、

朝
日
新
聞
で
学
生
た
ち
を
批
判
す
る
対
談
を
準
備
し
た
、
と
も
ち
か

け
ら
れ
」
た
の
だ
が
、
大
江
は
、
そ
の
「
批
判
」
の
た
め
の
「
対
談
」

に
は
反
対
で
あ
り
、
そ
の
申
し
出
を
断
っ
た
こ
と
か
ら
、
口
論
と
な
っ

た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
大
江
と
安
部
は
、
絶
交
す
る
こ

と
に
な
る
。
大
江
は
、「
そ
れ
か
ら
、
本
気
で
仲
直
り
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
、
と
は
思
い
ま
せ
ん
」
と
打
ち
明
け
て
い
る
。 

も
っ
と
も
、
そ
の
『
大
江
健
三
郎 

作
家
自
身
を
語
る
』
で
「
あ
の

人
は
、
友
人
に
し
て
も
ら
う
よ
り
、
天
才
と
し
て
そ
の
作
品
を
読
ん
で

い
る
こ
と
で
幸
い
で
し
た
」
と
語
る
通
り
、
私
的
な
関
係
が
ど
う
で
あ

れ
、
大
江
は
、
作
家
と
し
て
の
安
部
を
一
貫
し
て
尊
敬
し
て
い
た
。
そ

う
考
え
る
と
、
そ
の
安
部
か
ら
の
「
警
告
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

「
警
告
」
が
以
後
も
大
江
の
記
憶
か
ら
消
え
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
。 

し
か
も
、
安
部
は
、
大
江
が
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
を
執
筆
し
て

い
た
最
中
に
あ
た
る
、
平
成
五
年
一
月
二
十
二
日
に
急
性
心
不
全
の

た
め
に
死
去
し
た
。
安
部
の
死
を
知
っ
た
時
点
で
、「
燃
え
あ
が
る
緑

の
木
」
を
ど
れ
ほ
ど
書
き
進
め
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
三
部
作
の
発
表
が
平
成
五
年
九
月
か
ら
平

成
七
年
三
月
ま
で
の
間
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
安
部
の
死
後
に
な
お

新
た
に
書
き
足
す
部
分
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
既
に
書
い
た
部

分
を
修
正
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
前
掲
の
辻
井
と
の
「
対
談
」

で
、
大
江
は
、「
尊
敬
す
る
作
家
」
で
あ
る
「
安
部
さ
ん
の
死
の
報
に

接
し
た
日
か
ら
ず
っ
と
家
で
安
部
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
い
た
」
と
述

べ
て
い
た
。
安
部
が
死
去
し
て
か
ら
、
つ
ま
り
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の

木
」
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
に
、
大
江
は
、
安
部
が
残
し
た
作
品
の
言

葉
と
向
き
合
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
安
部
の
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「
死
の
報
に
接
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
、
安
部
の
言
葉
を
自
ら

の
創
作
の
糧
に
す
べ
く
、「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
よ
う
と
す

る
思
い
を
、
あ
る
い
は
、「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
結
末
に

至
る
展
開
を
作
り
か
え
る
形
で
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
に

至
る
展
開
を
執
筆
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
、
強
く
し
た
の
で
は
な
い

か
、
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

以
上
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
成
立
の
背
後
に
、
安
部
と
大
江

と
の
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
ち
な
み
に
、
晩

年
の
安
部
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
最
有
力
候
補
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
は
、
安
部
の
死
後
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
選
考
を
行
う
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ノ
ー
ベ
ル
委
員
会
の
ぺ
ー
ル
・
ベ
ス
ト
ベ
リ
ー
委

員
長
が
、
読
売
新
聞
の
取
材
に
応
じ
、
安
部
が
「
「
急
死
し
な
け
れ
ば
、

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
て
い
た
で
し
ょ
う
。
非
常
に
、
非
常
に
近
か

っ
た
」
と
強
調
し
た
」（
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
『
読
売
新
聞
』
）

こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
尾
崎
前
掲
書
第
七
章
で
は
、
安
部
の
妻
で
あ
る

「
安
部
真
知
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
期
待
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
晩

年
の
安
部
公
房
を
心
身
と
も
に
追
い
つ
め
た
と
九
三
年
の
九
月
」
に
、

尾
崎
に
語
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
安
部
が
平
成
五
年

に
急
死
し
て
一
年
余
り
の
時
間
が
経
過
し
た
時
期
に
、
つ
ま
り
、
大
江

が
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
第
三
部
を
執
筆
し
て
い
た
平
成
六
年
十

月
十
三
日
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
同
年
の
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
を
大
江
に
授
与
す
る
と
発
表
し
た
。
安
部
の
言
葉
を
一
つ
の

刺
激
剤
に
し
た
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る

最
中
に
、
安
部
が
急
死
し
た
た
め
に
受
賞
を
逃
し
た
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
を
大
江
が
受
賞
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
、
そ
れ
は
偶
然
の
結
果

で
あ
る
と
は
い
え
、
安
部
と
大
江
と
の
因
縁
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
。 

た
だ
し
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
大
江
は
、
安
部
の

傍
線
部
④
も
し
く
は
傍
線
部
⑤
の
記
述
を
意
識
し
な
が
ら
、「
燃
え
あ

が
る
緑
の
木
」
に
お
い
て
、「
共
同
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
信
じ
て

い
る
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
作
品
と
し
て
、「
あ
る
決
ま
っ
た

世
界
と
人
間
」
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
し
た
の
だ
が
、
そ
う

は
言
っ
て
も
、「
共
同
体
」
の
完
全
な
解
体
を
求
め
て
い
た
と
片
付
け

る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、

「
森
を
ふ
く
む
こ
の
地
域
」
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
、「
谷
間

か
ら
外
に
出
て
行
く
流
れ
」
は
、
「
生
の
勾
配
に
そ
っ
て
い
る
は
ず
」

で
あ
る
と
す
る
、
結
末
の
サ
ッ
チ
ャ
ン
の
先
述
し
た
感
想
か
ら
読
み

取
ら
れ
る
。
建
築
家
の
「
荒
さ
ん
」
は
、
以
前
に
、
大
江
自
身
を
モ
デ

ル
に
し
た
Ｋ
と
い
う
作
家
の
四
国
の
村
を
描
い
た
作
品
に
は
、「
流
出

＝
生
、
帰
還
＝
死
と
い
う
〈
生
と
死
の
場
〉
の
仮
想
さ
れ
た
地
形
」
が

構
築
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
そ
の
「
地
形
」
を
「
世
界
モ
デ
ル
」

と
呼
ん
で
い
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
こ
の
「
世
界
モ
デ
ル
」
を
踏
ま
え

て
、
教
会
員
が
四
国
の
村
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
、「
生
の
勾
配
に
そ
っ

て
い
る
」
と
、
す
な
わ
ち
、「
流
出
＝
生
」
に
該
当
す
る
と
位
置
付
け

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ン
は
、
こ
の
「
世
界
モ
デ
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ル
」
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
流
出
＝
生
」
の
背
後
に
は
「
帰

還
＝
死
」
も
ま
た
存
在
す
る
と
い
う
見
通
し
を
、
具
体
的
に
は
、「
帰

還
＝
死
」
が
「
こ
の
谷
に
生
ま
れ
た
人
々
が
死
を
迎
え
る
と
、
魂
は
森

の
樹
木
の
根
か
ら
空
に
向
か
っ
て
昇
っ
て
い
く
」
と
い
う
、
こ
の
村
に

古
く
か
ら
伝
わ
る
信
仰
に
基
づ
く
考
え
方
を
指
し
て
い
る
の
で
、
四

国
の
村
か
ら
離
れ
た
教
会
員
の
死
後
に
、
彼
ら
の
魂
が
、
こ
の
村
に
戻

っ
て
く
る
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。 

ギ
ー
兄
さ
ん
を
中
心
と
し
た
「
共
同
体
」
は
表
面
的
に
は
解
体
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
共
同
体
」
を
形
成
し
た
人
々
の
「
魂
」
が
こ
の
場
所

に
戻
り
、「
森
の
樹
木
の
根
か
ら
空
に
向
か
っ
て
昇
っ
て
い
く
」
と
す

る
信
仰
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
共
同
体
」

形
成
の
基
盤
と
な
る
、
そ
の
場
所
の
力
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
失
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
結
末
は
、

何
か
し
ら
の
き
っ
か
け
で
、
ギ
ー
兄
さ
ん
を
中
心
と
し
た
「
共
同
体
」

と
は
異
な
る
「
共
同
体
」
が
、
こ
の
場
所
の
力
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
せ
る
書
き
方
に
も
な
っ
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
安
部
は
、「
共
同
体
」
に
対
す
る
強
い
抵
抗
感
を

持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
秋
山
駿
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
応
じ
た
「
私
の
文
学
を
語
る
」（
昭
和
四
十
三
年
三
月
『
三
田
文

学
』）
に
お
い
て
、「
三
島
さ
ん
の
小
説
、
大
江
さ
ん
の
小
説
で
、
拒
否

な
さ
る
面
と
い
う
の
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
」
と
編
集
部
の
者
に
尋
ね

ら
れ
た
安
部
が
、「
強
い
て
言
え
ば
、
共
同
体
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
な
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
僕
自
身
を
ふ
く
め
て
、
現
代
作
家
す
べ
て
の
ア

キ
レ
ス
腱
だ
ろ
う
け
ど
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

安
部
は
、「
共
同
体
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
拒
否
す
べ
き
も
の
と
見
な

し
て
お
り
、「
共
同
体
」
に
囚
わ
れ
な
い
思
想
に
親
近
感
を
持
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
先
述
し
た
結
末
の
書

き
方
か
ら
窺
わ
れ
る
大
江
の
思
想
は
、
安
部
の
思
想
と
は
質
的
に
相

違
し
て
い
る
。
大
江
は
、
安
部
の
「
警
告
」
に
納
得
し
た
と
は
い
え
、

「
共
同
体
」
に
対
す
る
激
し
い
拒
絶
意
識
が
大
江
に
共
有
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
安

部
の
「
警
告
」
と
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
か
え
っ
て
、
安
部
と
大
江
に
お
け
る
「
共
同
体
」
に
対
す
る
受

け
止
め
方
の
相
違
を
、
そ
し
て
、
安
部
と
は
異
な
る
大
江
文
学
の
特
質

を
把
握
で
き
る
。 

 

注 （
１
）
大
江
は
、『
沖
縄
経
験 

大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
４
』（
昭
和
五
十
六

年
二
月
、
岩
波
書
店
）「
未
来
へ
向
け
て
回
想
す
る―

自
己
解
釈
（
四
）
」

に
お
い
て
、
伊
波
普
猷
の
『
古
琉
球
の
政
治
』
の
中
に
、「
そ
れ
か
ら
田
舎

の
村
落
へ
行
く
と
、
今
で
も
一
字
（
昔
の
村
）
に
一
ヶ
所
の
根
所

ね
ど
こ
ろ

が
あ
る

が
、
根
所
は
大
方
村
落
の
真
中
に
あ
つ
て
、
之
を
中
心
と
し
て
、
家
族
的

な
村
が
出
来
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
「
万
延
元
年
の

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
執
筆
の
た
め
の
参
考
に
し
て
、
「
四
国
の
森
の
な
か
の

村
に
、
か
つ
て
強
固
で
あ
っ
た
協
同
体
の
中
心
を
な
す
家
系
を
考
え
、
そ
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れ
に
「
根
所
」
と
い
う
姓
を
あ
た
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。 

（
２
）
た
だ
し
、
大
江
は
、
安
部
の
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
を
高
く
評
価
し
て

い
た
。
例
え
ば
、
大
江
と
辻
井
喬
に
よ
る
「
対
談
」（
平
成
五
年
四
月
『
新

潮
』）
に
お
い
て
、
大
江
が
、
三
島
由
紀
夫
に
向
け
て
こ
の
作
品
を
褒
め
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
三
島
が
不
機
嫌
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
そ
の

こ
と
は
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
の
推
薦
文
に

関
す
る
大
江
の
「
微
笑
」
が
、
安
部
に
対
す
る
「
挑
戦
状
」
の
意
味
を
込

め
た
「
微
笑
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
「
微
笑
」
か
ら
、
そ

う
し
た
意
味
を
汲
み
取
り
、
大
江
に
疑
義
を
呈
す
る
の
は
、
安
部
の
過
剰

反
応
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

（
３
）「
対
談
」
に
よ
れ
ば
、「
怖
い
穴
ぼ
こ
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
四
十
二
年

当
時
の
大
江
に
は
、
安
部
の
「
警
告
」
の
意
味
が
「
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
」
の
だ
が
、「
対
談
」
が
行
わ
れ
た
平
成
二
年
の
大
江
に
は
、「
い
ま
は

よ
く
分
か
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
安
部
の
「
警
告
」
に

対
す
る
認
識
の
仕
方
に
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
大
江
は
こ
の
よ
う
に
変
化

が
生
じ
た
理
由
を
説
明
し
て
お
ら
ず
、
断
定
は
で
は
な
い
が
、「
対
談
」
当

時
の
大
江
は
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
を
「
書
こ
う
と
し
て
」
お
り
、「
世

界
と
人
間
」
が
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現
す
る
関
心
を
強
く
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
が
、
右
の
変
化
と
関
係
し
て
い
る
と
推
察

で
き
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
四
十
二
年
当
時
の
大
江
か
ら
す
れ
ば
、
蜜
三
郎

が
「
根
所
」
の
根
拠
地
で
あ
る
四
国
の
村
か
ら
離
れ
て
、
ア
フ
リ
カ
に
向

か
う
と
こ
ろ
で
終
わ
る
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
が
、
何
故
に
、

「
共
同
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
信
じ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」

を
表
現
す
る
関
心
を
強
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
平
成
二
年
当
時
の
大
江

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
後
述
の
通
り
、「
根
所
」
家
や
「
根
所
」
「
一
族
」

の
人
間
の
影
響
で
、
蜜
三
郎
が
ア
フ
リ
カ
行
き
を
決
意
し
た
と
い
う
結
末

に
な
っ
て
い
る
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、「
揺
れ
動
く
と
こ

ろ
」
が
、
自
ら
の
そ
の
関
心
を
満
た
す
ほ
ど
に
は
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
ず
、「
根
所
」
家
や
「
根
所
」「
一
族
」
が
形
成
す
る
「
共
同

体
」
の
価
値
を
「
信
じ
て
い
る
」
と
受
け
取
ら
れ
て
も
致
し
方
な
い
側
面

が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

（
４
）
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
四
十
二
年
当
時

に
お
い
て
（
論
者
注―

本
稿
を
投
稿
し
た
令
和
三
年
十
月
時
点
に
お
い

て
も
）
、
結
婚
後
の
夫
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
前
の
姓
を
用
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
な
る
と
、「
万
延
元
年
の
フ

ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
は
、
蜜
三
郎
と
菜
採
子
が
結
婚
し
て
い
る
こ
と
、
結
婚

後
の
蜜
三
郎
の
姓
が
「
根
所
」
で
あ
る
こ
と
が
作
中
で
明
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
、
妻
で
あ
る
菜
採
子
の
姓
も
「
根
所
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う

と
想
像
で
き
る
。
勿
論
、
蜜
三
郎
と
菜
採
子
と
が
、「
法
律
上
の
要
件
（
届

出
）
を
欠
く
が
、
事
実
上
夫
婦
と
し
て
の
実
体
を
有
す
る
関
係
」（
『
広
辞

苑
』
第
四
版
（
平
成
三
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
））
を
意
味
す
る
事
実
婚
を

選
ん
だ
夫
婦
で
あ
っ
た
可
能
性
、
そ
れ
故
に
、
菜
採
子
の
姓
が
「
根
所
」

で
な
か
っ
た
可
能
性
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
作
品
内
で
、
両
者

が
事
実
婚
を
選
ん
だ
と
い
う
描
写
は
な
い
。
事
実
婚
を
選
ん
だ
と
い
う
設
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定
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
描
写
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
そ
う
し
た
描
写
が
な
く
、
両
者
が
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の

み
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
は
、「
法
律
上
の
要
件
」
を
満
た
す
結

婚
を
し
た
の
だ
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
少

な
く
と
も
、
こ
の
作
品
で
は
、
読
者
に
右
記
の
よ
う
に
想
像
さ
せ
る
描
き

方
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
。 

（
５
）
鷹
四
と
ギ
ー
兄
さ
ん
の
共
通
点
と
し
て
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
両
者
は
、
も
と
も
と
、
四
国
の
村
の
外
部
に
身
を
置
い
て
い
た

の
だ
が
、
そ
の
内
部
に
入
り
込
み
、
や
が
て
、
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ぶ
べ
き
存

在
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
両
者
は
、
過
去
に
罪
を
犯
し

た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
現
在
の
生
き
方
の
根
本
的
な
要
因
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
鷹
四
が
、
嘗
て
白
痴
の
妹
を
死
に
追
い
や
る
罪
を

犯
し
た
の
で
、
そ
の
罪
を
償
う
た
め
の
自
己
処
罰
の
願
望
か
ら
、
暴
力
的
・

破
壊
的
な
行
為
を
繰
り
返
す
生
き
方
を
し
て
い
た
こ
と
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
、

学
生
運
動
を
し
て
い
た
頃
、
「
襲
撃
隊
の
一
員
と
し
て
、
ひ
と
り
の
男
を

殺
し
て
し
ま
っ
た
」
（
論
者
注―

三
人
組
で
襲
撃
し
た
の
だ
が
、
実
際

に
殺
害
を
行
っ
た
の
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
以
外
の
二
人
で
あ
る
。
ギ
ー
兄
さ

ん
は
見
張
役
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
見
張
役
か
ら
離
脱
し
な
か
っ
た

結
果
と
し
て
、
男
が
殺
害
さ
れ
た
の
だ
と
自
責
の
念
を
覚
え
る
よ
う
に
な

っ
た
）
の
で
、
そ
れ
以
来
、
「
人
を
傷
つ
け
る
行
為
を
起
す
こ
と
は
し
な

い
」
と
い
う
思
い
、
自
分
の
命
よ
り
も
他
者
の
命
の
方
が
大
切
で
あ
る
と

す
る
思
い
を
実
践
す
る
生
き
方
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
纏

め
ら
れ
る
。
第
三
に
、
過
去
に
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
影
響
に
よ
っ
て
形
作

ら
れ
た
現
在
の
生
き
方
が
、
両
者
の
死
の
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
鷹
四
が
、
自
ら
の
犯
し
た
罪
を
償
う
自
己
処
罰
の
願
望
を
実

行
に
移
し
、
自
殺
し
た
こ
と
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
、「
革
命
党
派
の
、
敵
対
セ

ク
ト
か
ら
投
石
さ
れ
て
」
も
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
死

を
進
ん
で
受
け
入
れ
る
よ
う
に
し
て
殺
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に

纏
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
共
通
点
が
あ
る
の
で
な
お
の
こ
と
、
鷹
四
と
ギ

ー
兄
さ
ん
と
の
繋
が
り
を
大
江
は
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
指
摘
で
き

る
。
勿
論
、
鷹
四
と
ギ
ー
兄
さ
ん
の
相
違
点
も
あ
る
。
そ
の
相
違
の
中
心

と
な
る
点
を
挙
げ
る
と
、
先
述
の
通
り
、
鷹
四
が
暴
力
的
・
破
壊
的
な
行

為
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
非
暴
力
の
信
条
を

実
行
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
両
者
の
人
物
像
が
対

照
的
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
大
江
は
、
暴
力
性
を
持
っ
た
鷹
四
の
生
き

方
を
反
転
さ
せ
る
形
で
、
非
暴
力
を
貫
き
、
他
者
に
寄
り
添
お
う
と
す
る

ギ
ー
兄
さ
ん
の
生
き
方
を
描
写
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
他

者
の
思
い
に
応
え
よ
う
と
努
め
な
が
ら
も
、
十
分
に
応
え
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
時
に
不
安
に
な
り
、
動
揺
す
る
こ
と
が
多
い
ギ
ー
兄
さ
ん
の

人
物
像
、
す
な
わ
ち
、「
世
界
と
人
間
」
の
「
揺
れ
動
く
と
こ
ろ
」
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
内
容
に
相
応
し
い
人
物
像
を

作
り
あ
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
名
前
の
表
記

は
隆
で
あ
り
、
鷹
四
で
は
な
い
。
大
江
が
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
に
お

い
て
、
隆
と
い
う
表
記
を
用
い
た
理
由
は
何
で
あ
る
の
か
。
「
燃
え
あ
が

る
緑
の
木
」
の
中
で
も
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
、
大
江
の
小
説
「
治
療

塔
」
（
平
成
元
年
七
月
～
平
成
二
年
三
月
『
へ
る
め
す
』
、
原
題
「
再
会
、
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あ
る
い
は
ラ
ス
ト
・
ピ
ー
ス
」
）
と
そ
の
続
編
で
あ
る
「
治
療
塔
惑
星
」

（
平
成
三
年
一
月
～
九
月
『
へ
る
め
す
』）
の
中
に
、
荒
廃
し
た
地
球
を
捨

て
、
宇
宙
空
間
に
あ
る
「
新
し
い
地
球
」
へ
と
脱
出
す
る
宇
宙
船
団
を
指

揮
し
た
、
木
田
隆
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
隆
の
兄
は
、
荒
廃
し

た
古
い
地
球
に
残
っ
た
繁
で
あ
る
。
進
取
の
気
性
に
富
み
、
計
画
を
着
実

に
実
行
し
て
い
く
弟
の
隆
と
、
今
い
る
場
所
に
留
ま
る
兄
の
繁
と
が
対
比

的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
隆
は
、「
積
極
的
」
な
行
為
者
で
あ
っ
た
弟

の
鷹
四
を
、
繁
は
、
結
末
で
ア
フ
リ
カ
に
行
く
と
は
い
え
、
そ
れ
ま
で
は

消
極
的
な
生
き
方
を
し
て
き
た
兄
の
蜜
三
郎
を
、
も
と
よ
り
両
者
の
違
い

は
小
さ
く
は
な
い
も
の
の
、
意
識
し
て
描
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
鷹
四
の
人
物
像
を
受
け
継
い
だ
人
物
と
し
て
「
治

療
塔
」「
治
療
塔
惑
星
」
の
隆
を
描
写
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
同
じ

く
鷹
四
の
人
物
像
を
受
け
継
ぐ
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」
の
人
物
の
名
前

と
し
て
隆
を
用
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」

に
お
い
て
、
鷹
四
と
い
う
表
記
を
用
い
な
か
っ
た
理
由
も
推
測
し
て
お
き

た
い
。「
鷹
」
は
、
小
形
の
鳥
獣
な
ど
を
襲
っ
て
食
う
鳥
で
あ
る
の
で
、
暴

力
性
を
持
っ
た
鷹
四
の
個
性
を
彷
彿
と
さ
せ
る
言
葉
で
あ
り
、
「
四
」
は

「
根
所
」
家
の
四
男
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
の
で
、
鷹
四

は
、
こ
う
し
た
個
性
と
意
味
と
を
象
徴
的
に
示
す
名
前
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
と
な
る
と
、
非
暴
力
の
生
き
方
を
貫
く
ギ
ー
兄
さ
ん
の
名
前
と
し
て

「
鷹
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
は
、
か
つ
、
後
述
す
る
通
り
、「
燃
え

あ
が
る
緑
の
木
」
で
は
、「
根
所
の
絶
対
化
」
に
相
当
す
る
意
味
合
い
を
消

し
去
ろ
う
と
し
て
お
り
、
家
に
縛
ら
れ
な
い
人
物
を
描
写
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
、
そ
う
し
た
人
物
で
あ
る
ギ
ー
兄
さ
ん
の
名
前
と
し
て
「
四
」

と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
は
相
応
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
鷹
四
と
い

う
表
記
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

付
記 

大
江
の
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
と
「
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
」

か
ら
の
引
用
は
、『
大
江
健
三
郎
小
説
』（
平
成
八
年
五
月
～
平
成
九
年
三

月
、
新
潮
社
）
に
、
そ
れ
以
外
の
大
江
作
品
や
大
江
の
対
談
で
の
発
言
の

引
用
は
、
本
文
中
に
示
し
た
初
出
の
紙
誌
・
書
籍
に
よ
る
（
た
だ
し
、
大

江
と
安
部
と
の
「
対
談
」
は
後
掲
の
『
安
部
公
房
全
集
』
に
よ
る
）。
安
部

の
「
燃
え
つ
き
た
地
図
」
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
示
し
た
初
版
本
に
、

そ
れ
以
外
の
安
部
作
品
や
安
部
の
対
談
で
の
発
言
の
引
用
は
、
『
安
部
公

房
全
集
』（
平
成
九
年
七
月
～
平
成
二
十
一
年
三
月
、
新
潮
社
）
に
よ
る
。

な
お
、
引
用
箇
所
の
傍
線
と
／
と
〈 

〉
は
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

／
は
改
行
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
、
本
文
中
の
傍
点
は
省

略
し
た
。 

 

（
た
ぐ
さ
り
・
か
ず
ま 

本
学
教
授
） 

 

 


