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一
、
島
々
の
歴
史

　

有
吉
佐
和
子
は
、「
は
な
は
だ
不
人
気
な
作
家（
１
）」
で
あ
る
。「
地
唄
」（「
文
学

界
」
一
九
五
六
年
一
月
）
が
芥
川
賞
受
賞
を
逃
し
て
以
来
、『
華
岡
青
洲
の
妻
』

（
一
九
六
七
年
二
月
、
新
潮
社
）
で
こ
の
年
の
三
月
、
第
六
回
女
流
文
学
賞
を

受
賞
す
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
文
壇
に
お
け
る
賞
と
は
無
縁
の
作
家
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、文
壇
の
文
士
た
ち
か
ら
の
評
価
は
低
く
、ブ
ー
ム
と
な
っ
た「
才
女
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
「
新
人
女
性
作
家
を
メ
デ
ィ
ア
に
載
せ
る
た
め
の
戦
略
の

一
つ
に
す
ぎ
」
な
か
っ
た
と
い
う（

２
）。
一
方
で
、
発
表
さ
れ
る
作
品
は
次
々
と
舞

台
化
、
映
像
化
さ
れ
、
介
護
問
題
を
扱
っ
た
『
恍
惚
の
人
』（
一
九
七
二
年
六
月
、

新
潮
社
）
や
公
害
問
題
を
提
起
し
た
『
複
合
汚
染（

３
）』
を
は
じ
め
、
多
く
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
を
生
み
出
し
た
。

　

有
吉
佐
和
子
の
作
品
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
テ
ー
マ
が
存
在
す
る
が
、
そ

の
中
に
離
島
問
題
を
扱
っ
た
作
品
群
が
あ
る
。「
忘
れ
ら
れ
た
離
島
」
黒
島
を

舞
台
と
し
た
『
私
は
忘
れ
な
い
』（
一
九
六
〇
年
三
月
、
中
央
公
論
社
）
や
伊

豆
七
島
の
御
蔵
島
を
舞
台
に
安
保
条
約
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
っ
た
『
海
暗
』

（
一
九
六
八
年
一
〇
月
、
文
芸
春
秋
）
な
ど
の
小
説
が
あ
る
一
方
、
亡
く
な
る

三
年
前
に
は
『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
。』（
一
九
八
一
年
四
月
、
集
英
社
）
を

出
版
し
て
い
る
。『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
。』
は
、
一
九
八
〇
年
一
月
か
ら

「
す
ば
る
」
に
全
十
二
回
連
載
さ
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
北
の
焼
尻

島
、
天
売
島
か
ら
南
の
与
那
国
島
ま
で
、
有
吉
は
実
際
に
島
を
訪
れ
、
役
場
や

漁
協
の
人
々
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
島
の
抱
え
る
問
題
を
把
握

し
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
、
多
く
の
島
の
主
要
産
業
は
水
産
業
で
あ
り
、
中
国

や
台
湾
と
の
領
海
権
の
問
題
な
ど
、
日
本
の
「
辺
境
」
が
抱
え
る
問
題
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
中
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
島
で
生

き
た
情
報
を
集
め
る
「
私
」
の
熱
意
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、有
吉
は
「
小

説
書
き
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
ル
ポ（

４
）」

を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
。
で
は
、
こ

こ
ま
で
有
吉
を
駆
り
立
て
た
島
々
の
歴
史
と
は
、
有
吉
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は

同
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と

し
て
、
考
え
て
み
た
い
の
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
本
連
載
の
最

初
の
取
材
先
で
あ
る
北
海
道
の
焼
尻
島
・
天
売
島
か
ら
の
帰
り
の
船
中
、「
私
」

の
島
に
対
す
る
認
識
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
は
帰
り
の
船
の
中
で
、
海
を
眺
め
て
い
る
私
の
眼
が
、
き
っ
と
も
う
色

を
変
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
日
本
は
島
国
で
、
大
陸
の
国
々
の
国

境
紛
争
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
日
本
人
が
多
か
っ
た
の
だ

が
、
二
百
カ
イ
リ
や
大
陸
棚
な
ど
の
主
張
が
出
て
く
る
と
、
海
は
国
境
に

な
っ
た
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
。
日
本
に
と
っ
て
、
今
や
海
は
国
境
だ
。

　
　

島
々
の
歴
史

―
―
有
吉
佐
和
子
『
恍
惚
の
人
』『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
。』
―
―
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こ
の
新
し
い
認
識
が
、
私
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

　
「
出
か
け
て
行
っ
て
実
際
に
島
を
見
る
こ
と
」
に
よ
り
、
本
連
載
の
始
ま
り

に
は
「
海
は
国
境
に
な
っ
た
」
と
い
う
認
識
を
獲
得
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
降
、
有
吉
は
「
国
境
」
の
問
題
と
し
て
離
島
を
ま
な
ざ
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
が
「
新
し
い
認
識
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
い
っ
た
い
何
が
「
新
し
い
」
の
か
。

　

一
方
、「
出
か
け
て
行
っ
て
実
際
に
島
を
見
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な

収
穫
に
な
る
か
、
こ
の
一
年
間
の
島
め
ぐ
り
で
私
は
知
り
尽
し
て
い
た
」
も
の

の
、
実
際
に
上
陸
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
島
も
あ
る
。
竹
島
で
あ
り
、

尖
閣
諸
島
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
の
上
陸
を
あ
き
ら
め
、
魚
釣
島
の
上
空
ま
で
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
で
飛
行
し
た
有
吉
は
、改
め
て「
た
だ
た
だ「
そ
こ
に
石
油
が
あ
る
」

と
言
わ
れ
だ
し
た
」
こ
と
を
発
端
と
す
る
、
こ
の
島
の
歴
史
性
を
考
え
る
に
至

る
。
そ
の
問
題
は
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
有
吉
の

作
家
と
し
て
の
先
見
性
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
本
作
に
限
ら
ず
、
社
会
問
題
を

先
駆
的
に
見
出
し
、
そ
れ
を
面
白
く
読
ま
せ
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
い
う

評
価
は
、
良
い
意
味
も
悪
い
意
味
も
込
め
て
、
有
吉
に
つ
い
て
ま
わ
る（

５
）」
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
は
「
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
書
き
手
か
ら
は

む
し
ろ
軽
蔑
さ
れ
る
風
潮
が
あ
り
」、
有
吉
佐
和
子
の
書
き
手
と
し
て
の
評
価

に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
」
と
し
て
は
優

れ
た
書
き
手
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
「
純
文
学
」
と
し
て
は
未
熟
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る（

６
）。
有
吉
自
身
も
、「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
」

と
い
う
批
判
に
は
当
然
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
自
身
の
作
品
の
題
材
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ず
っ
と
前
に
、
あ
る
評
論
家
が
私
の
作
品
を
「
こ
の
作
家
は
嫁
姑
と
か
安

保
条
約
と
か
の
カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
巧
み
に
料
理
し
て
書
く
が

…
」
と
非
難
が
ま
し
く
批
評
し
て
い
た
の
を
思
い
出
し
て
、
更
に
唇
の
寒

い
思
い
を
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
嫁
姑
の
争
い
が
カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ
ッ
ク

ス
か
と
開
き
直
り
た
か
っ
た
し
、『
海
暗
』
を
書
い
た
の
は
安
保
反
対
ム

ー
ド
が
台
頭
し
て
十
年
も
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か

も
主
題
は
総
て
私
の
躰
か
ら
湧
き
出
た
も
の
で
、
ど
れ
も
こ
れ
も
現
代
を

生
き
て
い
る
私
と
直
接
か
か
わ
り
の
あ
る
重
大
な
問
題
な
の
だ
。
し
か
も

現
代
だ
け
で
な
く
将
来
も
、
人
間
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
決
し
て

current

で
は
な
い
筈
の
も
の
だ
。『
恍
惚
の
ひ
と
』
を
も
し
カ
レ
ン
ト
・

ト
ピ
ッ
ク
ス
だ
と
言
う
人
間
が
出
て
き
た
ら
、
私
は
と
て
も
温
和
し
く
し

て
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う（

７
）。

　

有
吉
作
品
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
話
題
は
、「
私
と
直
接
か
か
わ
り
の
あ
る
重

大
な
問
題
」
で
あ
り
、「
現
代
だ
け
で
な
く
将
来
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、有
吉
は
決
し
て
一
過
性
の
「
カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
」

を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、「
島
」

や
「
公
害
」「
介
護
」「
女
性
」
な
ど
、
有
吉
作
品
に
選
択
さ
れ
た
題
材
に
は
、

有
吉
の
個
人
的
な
関
心
に
と
ど
ま
ら
な
い
歴
史
的
な
必
然
性
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
必
然
性
は
、『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
』
で
示
さ
れ
る
「
新
し
い

認
識
」、
そ
の
新
し
さ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
関
心
の
も
と
、
以
下
で
は
、
有
吉
作
品
の
中
で
も
最
も
リ
ア
リ

テ
ィ
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
『
恍
惚
の
人
』
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
と

い
う
の
は
『
恍
惚
の
人
』
は
社
会
現
象
に
ま
で
な
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
単
に
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
」
の
本
領
を
発
揮
し
て
「
カ
レ
ン
ト
・
ト
ピ
ッ

ク
ス
」
を
巧
み
に
取
り
上
げ
た
か
ら
で
は
決
し
て
な
く
、同
時
代
に
お
い
て
「
老



177

い
」
を
巡
る
「
新
し
い
認
識
」
を
示
し
た
、
有
吉
の
ま
な
ざ
し
の
「
新
し
さ
」

に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
か
な
る

点
に
お
い
て
「
新
し
い
」
の
か
。
本
論
で
は
、
そ
の
「
新
し
さ
」
を
正
確
に
見

定
め
る
こ
と
で
、
毀
誉
褒
貶
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
有
吉
の
ま
な
ざ
し
を
正
確
に
、

あ
く
ま
で
も
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
見
定
め
て
み
た
い
。「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ

ー
」
と
し
て
貶
め
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
そ
の
先
見
性
を
今
日
か
ら
発
見
し
て

も
て
は
や
す
こ
と
も
、
結
局
は
同
じ
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

二
、「
恍
惚
の
人
」
発
見

　

老
人
介
護
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
い
、
そ
の
描
写
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
評
価
さ
れ

た
『
恍
惚
の
人
』
は
、「
年
齢
、男
女
を
問
わ
ず
、人
々
の
間
に
広
く
読
ま
れ
」、「
中

で
も
昭
子
・
信
利
夫
婦
と
同
年
配
に
あ
る
中
高
年
世
代
の
関
心
は
ひ
と
き
わ
高

く
、「
恍
惚
」
と
い
う
言
葉
は
人
々
の
間
に
ま
た
た
く
間
に
広
ま
っ
た（

８
）」

と
い
う
。

そ
の
影
響
は
小
説
レ
ベ
ル
に
と
と
ま
ら
ず
、「
こ
の
『
恍
惚
の
人
』
が
ベ
ス
ト
・

セ
ラ
ー
に
な
る
の
と
機
を
同
じ
く
し
て
、一
九
七
三
年
四
月
に
、総
理
府
に
「
老

人
対
策
本
部
」
が
設
置
さ
れ
、
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
「
老
人
問
題
懇

談
会
」
が
設
置
さ
れ（

９
）」
た
と
い
う
よ
う
に
、
現
実
世
界
に
も
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。「
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
も
の
な
ら
、
誰
も
素
直
に
懐
く
結
論
的

な
感
想
は
、
茂
造
老
人
の
よ
う
な
恍
惚
の
人
に
な
る
の
は
い
や
だ
、
茂
造
老
人

の
よ
う
な
恍
惚
の
人
を
家
庭
の
中
に
持
つ
主
婦
に
は
な
り
た
いマ

マ

く
な
い
も
の

だ）
10
（

」
と
老
い
へ
の
過
剰
な
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
小
説
と
し
て
批
判
さ
れ
る
一
方
、

近
年
で
は
そ
う
し
た
描
写
自
体
を
老
い
へ
の
警
鐘
を
鳴
ら
す
「
小
説
装
置
の
目

論
見）

11
（

」
だ
っ
た
と
評
価
す
る
見
方
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
『
恍
惚
の
人
』
は
、
杉
並
区
に
住
む
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
が
、
離
れ
に
住
ん

で
い
た
父
親
の
介
護
に
見
舞
わ
れ
る
様
子
を
一
年
半
に
わ
た
っ
て
描
い
た
物
語

で
あ
る
。「
デ
パ
ー
ト
の
大
き
な
買
物
袋
を
両
手
に
提
げ
、
地
下
鉄
の
階
段
を

上
る
と
、
青
梅
街
道
に
は
ち
ら
ち
ら
と
雪
が
舞
い
始
め
て
い
た
」
と
い
う
雪
の

日
か
ら
始
ま
り
、
父
親
を
看
取
る
ま
で
が
描
か
れ
る
。
父
茂
造
が
い
つ
か
ら
耄

碌
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
茂
造

の
妻
で
あ
る
母
親
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
日
か
ら
、「
共
働
き

で
あ
る
の
と
茂
造
が
人
一
倍
気
難
し
か
っ
た
為
と
両
方
で
、
世
間
の
風
潮
通
り

の
核
分
裂
を
し
て
い
た
」
立
花
家
に
お
い
て
、
父
親
の
介
護
が
始
ま
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
介
護
は
立
花
家
に
と
っ
て
初
め
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
主
な
視
点
人
物
で
あ
る
主
婦
昭
子
を
中
心
に
、
立
花
家
の
人
々
は
様
々

な
「
発
見
」
を
し
て
い
く
。
そ
の
「
発
見
」
の
意
味
を
見
極
め
て
い
く
こ
と
が
、

有
吉
の
新
し
さ
を
考
察
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

　

茂
造
の
老
い
の
進
行
を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ
れ
、
昭
子
た
ち
は
様
々
な

知
識
を
獲
得
し
て
い
く）

12
（

が
、
そ
の
「
発
見
」
の
一
つ
が
、
老
人
ク
ラ
ブ
と
の
出

会
い
で
あ
る
。
昼
間
茂
造
を
預
け
る
場
と
し
て
見
つ
け
た
老
人
ク
ラ
ブ
は
、「
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
、
い
つ
か
ら
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
目
を
疑
い
た
く

な
る
よ
う
な
建
物
が
、
歩
い
て
十
分
も
か
か
ら
な
い
児
童
遊
園
地
の
隣
に
建
っ

て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
ほ
ど
、
立
花
家
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
縁
の
な
い
場
所

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
多
く
の
『
恍
惚
の
人
』
の
読
者
に
と
っ
て
も

そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
作
中
で
は
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動
や
役
割
が
昭

子
た
ち
の
目
を
通
し
て
、
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
区
役
所
の
福

祉
課
の
指
導
で
、
も
う
十
年
以
上
も
前
か
ら
発
足
し
て
」
い
る
こ
と
、「
杉
並

区
全
体
で
六
十
も
あ
」
り
、「
全
国
で
四
万
」
あ
る
こ
と
、
玄
関
に
は
「
同
じ
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仲
間
だ
輪
を
つ
く
れ　

老
人
ク
ラ
ブ
は
み
ん
な
の
広
場
」
と
は
じ
ま
る
「
老
人

の
歌
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

昭
子
や
信
利
は
老
人
ク
ラ
ブ
と
関
わ
っ
て
い
く
中
で
、「
年
寄
り
と
い
っ
て

も
本
当
に
い
ろ
い
ろ
だ
」
と
い
う
こ
と
を
「
発
見
」
す
る
。
そ
れ
は
老
人
ク
ラ

ブ
の
出
来
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
昭
子
の
職
場
の
上
司
や
後
輩
、
近
所
の
人
た
ち

の
話
を
通
し
て
も
語
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
上
司
は
自
身
の
介
護
体
験
を

「
ま
あ
、
二
、三
年
だ
よ
、
保
っ
て
も
。
僕
の
親
爺
も
そ
う
だ
っ
た
。
昼
飯
を
食

べ
終
っ
た
と
た
ん
に
、
昼
飯
は
い
つ
喰
わ
せ
る
ん
だ
っ
て
訊
く
ん
で
、
女
房
が

往
生
し
て
い
た
よ
。
世
間
か
ら
わ
ざ
と
食
べ
さ
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
言

っ
て
こ
ぼ
し
て
い
た
。
う
ち
の
場
合
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
で
死
ん
だ
ね
」
と
語

り
、
こ
れ
か
ら
介
護
が
待
ち
受
け
て
い
る
昭
子
に
対
し
、「
そ
れ
は
大
変
だ
ね
え
。

そ
れ
は
君
、
本
当
に
大
変
だ
よ
」
と
経
験
者
の
立
場
か
ら
「
大
変
」
を
繰
り
返

す
。
後
輩
の
状
況
は
も
っ
と
「
大
変
」
で
あ
る
。
祖
母
に
つ
い
て
「
何
で
も
捻

る
ん
で
す
。
水
道
の
蛇
口
で
も
、
ガ
ス
栓
で
も
。（
略
）
私
た
ち
交
替
で
番
を

し
て
た
ん
で
す
け
ど
、
本
当
に
油
断
も
隙
も
な
い
ん
で
す
よ
」
と
語
り
、「
ず

っ
と
病
院
で
流
動
食
を
ゴ
ム
管
で
鼻
か
ら
通
し
て
」
生
き
て
い
る
状
況
に
、「
た

だ
た
だ
お
金
が
か
か
る
だ
け
」
と
述
べ
る
。
彼
女
は
結
婚
を
考
え
て
い
る
相
手

が
い
る
が
、
祖
母
の
介
護
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
状
況
に
結
婚
を
踏
み
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
昭
子
は
そ
の
話
を
聞
き
、「
よ
り

に
よ
っ
て
こ
の
法
律
事
務
所
に
は
人
間
が
た
っ
た
四
人
し
か
い
な
い
の
に
、
そ

の
う
ち
三
人
が
耄
碌
し
た
老
人
と
共
に
暮
し
た
経
験
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
今

も
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
」
と
思
う
に
至
る
。

　

信
利
が
「
耄
碌
し
て
い
る
父
親
は
、
信
利
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
行
く
人
生
の

行
き
つ
く
彼
方
に
立
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
映
像
な
の
だ
と
い
う
考
え
」
を
持

っ
た
よ
う
に
、
老
い
の
問
題
は
昭
子
た
ち
に
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
我
々
が
こ
れ
か
ら
呆
け
な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
本
作
は
一
つ
の
解
決
策

を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
昭
子
に
「
齢
を
と
る
の
か
、
私
も
」
と
思
わ
せ
る
き

っ
か
け
と
な
る
の
は
、
近
所
の
「
門
谷
の
お
婆
ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
。「
門
谷
の

お
婆
ち
ゃ
ん
」
は
最
初
色
々
と
茂
造
の
世
話
を
焼
い
て
い
た
が
、
あ
る
日
「
人

間
も
あ
あ
な
っ
ち
ゃ
お
し
ま
い
」
と
昭
子
に
ま
く
し
た
て
る
。
そ
の
際
に
「
門

谷
の
お
婆
ち
ゃ
ん
」
は
な
ぜ
茂
造
が
「
早
く
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
か
、

次
の
よ
う
な
自
説
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
立
派
な
老
年
哲
学
の
前
で
、
昭
子
に
は
も
は
や
返
す
言
葉
が
な
い
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
学
ぶ
こ
と
の
方
が
ず
っ
と
多
か
っ
た
。
長
い
人
生
を
歩

い
て
き
た
人
の
智
恵
の
集
積
を
そ
こ
に
見
た
よ
う
に
思
っ
た
。
頭
使
っ
て
、

手
足
使
っ
て
動
い
て
い
れ
ば
、
呆
け
ま
せ
ん
と
も
。
彼
女
の
結
論
は
、
こ

れ
か
ら
老
年
に
向
う
者
に
と
っ
て
、
至
高
の
教
示
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
「
門
谷
の
お
婆
ち
ゃ
ん
」
は
茂
造
の
話
を
一
般
化
し
、「
怠
け
者
」
が
早
く
に

呆
け
る
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
話
は
こ
れ
以
上
深
入
り
さ
れ
ず
に
終

わ
っ
て
し
ま
う
が
、
一
方
信
利
も
同
僚
た
ち
の
飲
み
会
の
席
で
、
三
年
前
に
退

社
し
た
「
榊
原
常
務
」
の
「
耄
碌
ぶ
り
」
を
聞
か
さ
れ
る
。

か
な
り
飲
ん
で
い
た
の
に
、
一
瞬
に
し
て
彼
ら
は
酔
い
が
醒
め
て
し
ま
っ

た
。
榊
原
重
役
の
社
に
在
り
し
日
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
青
天
の
霹
靂
の

よ
う
な
話
を
聞
か
さ
れ
た
か
ら
だ
。
あ
の
躰
が
酒
で
壊
れ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
、
と
一
人
が
言
い
、
み
ん
な
肯
い
た
。
激
務
か
ら
離
れ
て
突
然
隠

棲
し
た
の
で
、
急
激
に
老
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
一
人
が
、
考
え
考
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え
、
言
っ
た
。（
略
）
が
、
そ
う
い
う
中
で
経
済
的
に
安
定
し
て
い
る
者
が
、

ど
う
も
呆
け
て
き
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
き
た
。

　

信
利
と
同
僚
た
ち
の
結
論
と
し
て
、
呆
け
の
原
因
は
経
済
的
な
安
定
で
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
僚
の
一
人
が
述
べ
る
「
す
る
と
中
小
企
業
の
自

転
車
操
業
と
同
じ
か
ね
、
人
間
の
肉
体
と
い
う
の
は
。
働
い
て
い
る
う
ち
は
夢

中
で
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で
、
楽
す
れ
ば
呆
け
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と

だ
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
ら
か
に
「
門
谷
の
お
婆
ち
ゃ
ん
」
の
述
べ
た
「
頭

使
っ
て
、
手
足
使
っ
て
動
い
て
い
れ
ば
、
呆
け
ま
せ
ん
と
も
」
と
い
う
言
葉
と

響
き
あ
う
。
読
者
は
こ
れ
を
読
み
、
現
在
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
必

要
を
感
じ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
作
に
は
、
老
い
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
茂
造
が
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た

い
。
茂
造
は
、
耄
碌
す
る
以
前
は
気
難
し
い
老
人
で
あ
っ
た
が
、
老
人
性
痴
呆

が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
最
後
は
「
も
し
も
し
」
し
か
言
わ
ず
、「
光
る
よ
う
に

笑
う
」
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
描
写
は
、
や
が
て
「
人
格
欠
損
」
を
も
た
ら

す
老
い
の
進
行
を
示
し
た
本
作
に
お
い
て
、
一
見
奇
妙
な
印
象
を
与
え
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
『
恍
惚
の
人
』
で
あ
り
、
茂
造
を
そ
の

よ
う
に
ま
な
ざ
す
視
点
が
本
作
で
は
貫
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
老
人
性
痴

呆
は
確
か
に
家
族
に
苛
酷
な
現
状
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
う
し
た
中
、
昭
子
は

茂
造
を
「
恍
惚
の
人
」
と
し
て
好
意
的
に
「
発
見
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最

た
る
場
面
が
、
茂
造
が
雨
の
中
濡
れ
る
こ
と
も
構
わ
ず
、
泰
山
木
の
花
を
眺
め

て
い
る
描
写
で
あ
る
。

雨
だ
か
ら
、
傘
を
さ
せ
ば
つ
い
下
を
見
て
、
泥
に
ぬ
か
る
ん
だ
道
ば
か
り

眺
め
て
歩
く
も
の
で
あ
る
の
に
、
茂
造
は
濡
れ
る
こ
と
に
頓
着
な
く
、
傘

を
か
ま
わ
ず
上
を
向
い
て
歩
い
て
、
雨
の
中
で
豪
華
な
咲
き
方
を
し
て
い

る
花
を
認
め
た
の
だ
ろ
う
。
昭
子
は
、
胸
を
衝
か
れ
て
い
た
。 

泰
山
木
の

花
は
、
美
し
か
っ
た
。（
略
）
と
も
か
く
泰
山
木
の
花
に
心
を
奪
わ
れ
た

限
り
で
は
、
茂
造
は
確
か
に
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
こ
ん
な
に
し
て
ま
で
生
き
た
い
も
の
か
な
あ
」
と
周
囲
が
思
う
ほ
ど
耄
碌

し
て
し
ま
っ
た
茂
造
が
「
花
に
心
を
奪
わ
れ
た
」
こ
と
に
、
昭
子
は
茂
造
の

人
間
ら
し
さ
を
感
じ
、「
確
か
に
生
き
て
い
る
」
と
心
を
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。

茂
造
が
自
然
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
様
子
は
、
他
の
場
面
に
も
描
か
れ
る
。
例

え
ば
、庭
で
の
排
泄
の
後
「
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
」
で
い
た
茂
造
は
、昭
子
に
「
あ

あ
昭
子
さ
ん
、
月
が
綺
麗
で
す
よ
」
と
言
う
。
昭
子
は
言
わ
れ
る
ま
で
気
づ
か

な
か
っ
た
が
、「
見
上
げ
る
と
冬
の
夜
空
に
皎
々
と
皓
い
月
が
輝
い
て
い
た
」。

ま
た
、
茂
造
の
誕
生
祝
に
買
っ
て
あ
げ
た
ホ
オ
ジ
ロ
が
鳴
く
た
び
に
、
茂
造
は

「
見
上
げ
て
、
ニ
コ
ッ
と
笑
っ
て
い
る
」。
茂
造
は
こ
の
ホ
オ
ジ
ロ
を
「
飽
き
も

せ
ず
に
終
日
」
眺
め
て
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
茂
造
を
昭
子
は
子
供
の

よ
う
だ
と
言
い
、「
子
供
っ
て
天
使
だ
と
思
っ
た
も
の
よ
。
お
爺
ち
ゃ
ん
が
そ

れ
ね
。
生
き
な
が
ら
神
に
な
る
っ
て
こ
れ
か
し
ら
」
と
捉
え
て
い
る
。
茂
造
の

「
す
っ
か
り
子
供
に
還
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
様
子
は
、
一
時
的
に
せ
よ
家
族

に
「
平
和
」
や
「
感
動
」
を
も
た
ら
す
。
気
難
し
い
老
人
で
あ
っ
た
茂
造
は
、「
小

鳥
と
花
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
に
囲
ま
れ
、「
お
だ
や
か
に
微
笑
」
す
る
「
恍
惚
の
人
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
茂
造
を
見
た
こ
と
は
、
昭
子
に
と
っ
て
の

発
見
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
昭
子
の
茂
造
へ
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、

読
者
も
ま
た
「
呆
け
老
人
」
が
「
恍
惚
の
人
」
で
あ
る
こ
と
を
「
発
見
」
す
る

の
で
あ
る
。

　

昭
子
を
中
心
的
な
視
点
人
物
と
設
定
し
、
一
方
的
に
被
介
護
者
を
ま
な
ざ
す
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本
作
に
対
し
て
は
、
そ
の
描
写
方
法
に
関
し
て
の
批
判
も
多
い
。
茂
造
を
「
恍

惚
の
人
」
と
し
て
ま
な
ざ
す
の
は
昭
子
で
あ
り
、「
老
人
そ
の
人
の
心
の
内
側

か
ら
見
返
す
視
線
を
こ
の
小
説
は
持
っ
て
い
な
い）

13
（

」
と
い
う
批
判
や
、
茂
造
を

こ
の
よ
う
に
描
い
た
と
こ
ろ
で
「
被
介
護
者
（
介
護
さ
れ
る
人
）
の
主
体
性
を

理
解
し
た
わ
け
で
は
な
い）

14
（

」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
確
か
に
、
茂
造
を
「
生
か

せ
る
だ
け
生
か
し
て
や
ろ
う
」
と
考
え
る
昭
子
の
決
意
は
、
現
実
の
介
護
の
実

態
を
示
し
た
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
。
茂
造
を
看
取
り
、
涙
を
流
す
昭
子
の

姿
が
描
か
れ
る
美
し
い
場
面
で
幕
を
閉
じ
る
本
作
は
、「
介
護
小
説
」
と
し
て

は
一
面
的
な
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
で
は
、
本
作
の
老
い

の
描
写
を
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
今
の
日
本
が
老
人

福
祉
で
は
非
常
に
遅
れ
て
い
て
、
人
口
の
老
齢
化
に
見
合
う
対
策
は
、
ま
だ
何

も
と
ら
れ
て
い
な
い
」と
述
べ
ら
れ
る
、作
品
の
同
時
代
に
お
い
て
、老
い
の「
発

見
」
を
詳
細
に
描
く
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
見
て
い
く
よ
う
に
、
周
縁
に
眼
を
凝
ら
し
、
老
人
や

貧
困
や
被
差
別
者
た
ち
、
描
写
の
対
象
を
拡
大
さ
せ
る
方
法
は
、
従
来
の
歴
史

叙
述
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
「
民
衆
史
」「
社
会
史
」
を
め
ぐ
る
歴
史
学
の
新

し
い
方
法
で
も
あ
っ
た
。

三
、
戦
後
歴
史
学
と
『
恍
惚
の
人
』
―
『「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
』

　

有
吉
が
小
説
執
筆
を
は
じ
め
た
一
九
五
〇
年
代
は
、
史
学
史
に
お
い
て
は
、

戦
後
歴
史
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
が
な
さ
れ
た
時
期
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。「
事
実
」
を
い
か
に
書
く
か
と
い
う
問
題
は
、
近
代
歴
史
学
の
成
立
以

後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
渡
期
に
お
い
て
浮
上
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
五
〇
年
代
の
そ
れ
は
戦
後
意
識
の
終
焉
が
唱
え
ら
れ
、
歴
史
学
が
大
き
な

路
線
変
更
を
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
歴
史
学
へ

の
違
和
感
は
、
や
が
て
一
九
六
〇
年
代
前
後
に
「
民
衆
史
研
究
」
へ
と
方
向
を

変
え
、
よ
り
対
象
を
広
げ
た
「
社
会
史
研
究
」
へ
と
発
展
し
て
い
く）

15
（

。
こ
れ
ま

で
叙
述
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
「
民
衆
」
を
主
体
と
認
識
し
た
う
え
で
、「
民

衆
」
の
世
界
を
描
く
こ
と
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
歴
史

学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
に
も
影
響
を
与
え
、「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」「
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
」「
生
活
記
録
」「
生
活
綴
り
方
」
な
ど
、「
出
来
事
」
の
叙
述
方

法
を
巡
る
様
々
な
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
て
い
っ
た）

16
（

。
こ
こ
で
は
、「
事
実
」

を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
事
者
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ

る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
歴
史
学
に
お
け
る
「
民
衆
史
研
究
」
と
も
共
鳴
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
こ
う
し
た
歴
史
叙
述
が
は
た

し
て
「
当
事
者
」
あ
る
い
は
「
周
縁
」
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
を
持
ち
得
て
い
た

か
を
問
う
、
戦
後
歴
史
学
の
自
己
点
検
が
始
ま
る
。
こ
の
自
己
点
検
は
、「
当

事
者
」
意
識
を
そ
の
出
発
点
と
し
た
「
民
衆
史
研
究
」
の
担
い
手
に
よ
っ
て
主

に
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
言
説
を
今
日
に
至
る
ま
で

積
極
的
に
発
信
し
て
い
る
人
物
と
し
て
、
鹿
野
政
直
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
本
論
で
は
、
鹿
野
の
描
い
た
歴
史
学
の
見
取
り
図
に
し
た
が
っ
て
、『
恍

惚
の
人
』
の
書
か
れ
た
歴
史
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　
「
戦
後
歴
史
学
は
こ
れ
で
い
い
の
か
と
の
気
持
が
め
ば
え
た
の
は
、

一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
」
と
は
じ
ま
る
「
歴
史
学
の
自
己
点
検）

17
（

」
に
お

い
て
、
鹿
野
は
周
縁
へ
の
ま
な
ざ
し
の
例
と
し
て
、
島
尾
敏
雄
の
一
連
の
「
ヤ

ポ
ネ
シ
ア
論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
島
尾
の
「
た
と
え
ば
奄
美
の
地
図
を
書
く
時

に
、
徳
之
島
の
西
の
方
の
鳥
島
を
落
と
し
て
い
て
も
平
気
だ
と
い
う
気
持
ち
を
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な
く
し
た
い
の
で
す
」「
日
本
の
歴
史
の
中
で
あ
る
い
は
日
本
人
の
中
で
、
は

じ
っ
こ
の
ほ
う
だ
か
ら
、
落
と
し
て
い
い
と
い
う
ふ
う
な
考
え
方
を
是
正
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
す）

18
（

」
と
い
う
提
言
は
、
鹿
野
に
と

っ
て「
一
つ
の
啓
示
と
な
っ
た
」と
い
う
。
島
尾
の
提
言
を
踏
ま
え
、鹿
野
は「
わ

た
く
し
た
ち
の
歴
史
学
に
は
、
は
た
し
て
「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
」
と
問

題
提
起
を
行
う
。
そ
れ
は
「
は
じ
っ
こ
の
ほ
う
だ
か
ら
、
落
と
し
て
い
い
」
と

「
斬
り
捨
て
る
」こ
と
で
成
り
立
っ
て
き
た
、近
代
歴
史
学
に
対
す
る
痛
烈
な「
自

己
点
検
」
で
あ
っ
た
。

　

鹿
野
は
、
従
来
と
は
異
な
る
対
象
を
描
い
た
歴
史
叙
述
を
「
民
間
学
」
と
名

付
け
、
柳
田
国
男
を
は
じ
め
と
し
た
「
一
九
一
〇
―
二
〇
年
代
の
学
問
か
ら
抽

出
し
た
こ
う
い
う
学
問
の
系
列
」
に
「
民
間
学
」
を
見
出
し
て
い
る）

19
（

。
し
か
し
、

鹿
野
の
関
心
は
過
去
の
「
民
間
学
」
で
は
な
く
、
彼
が
歴
史
に
向
き
合
っ
て
い

る
「
い
ま
」
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
鹿
野
は
「
わ
た
く
し
が
そ
の
概
念

を
思
い
つ
い
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
今
日
は
、
お
そ
ら
く
民
間
学
の
第
二
の

盛
行
期
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
つ
は
、
七
〇
年
代
以
降
、
科
学
の
進
歩
が
人
類
に
何
を
も
た
ら
し
て
き

た
か
、
ま
た
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
か
と
の
か
た
ち
で
、
既
往
の
学
問
の
内

包
す
る
加
害
性
が
、
直
視
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
学
問
も
自
己

検
証
を
避
け
え
な
く
な
っ
た
。（
略
）し
か
し
よ
り
根
本
的
に
い
ま
一
つ
は
、

近
代
百
数
十
年
を
へ
て
、
目
標
と
し
て
き
た
文
明
が
達
成
さ
れ
た
反
面
で
、

そ
の
文
明
の
も
つ
病
弊
が
、
自
己
を
捲
き
込
む
か
た
ち
で
あ
ま
り
に
多
量

に
ま
た
多
方
面
に
、
蓄
積
さ
れ
噴
出
し
、
人
び
と
が
、
み
ず
か
ら
の
学
習

を
通
し
て
の
改
革
を
迫
ら
れ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

　

鹿
野
の
整
理
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
「
歴
史
を
視
る
眼
と
い

う
も
の
の
ひ
そ
や
か
な
移
動）

20
（

」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
七
〇
年
代
は
、「「
戦

後
」
へ
の
記
憶
の
国
民
的
な
規
模
で
の
喪
失
時
代
」
で
あ
り
、
戦
後
日
本
が
目

指
し
て
き
た
「
強
者
」
と
し
て
の
「
文
明
」
を
達
成
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
う
し
た
中
で
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

は
、「
文
明
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
姿
勢
」
の
契
機
と
な
っ
た
と

す
る
。
と
り
わ
け
鹿
野
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
本
多
勝
一
『
殺
さ
れ
る
側
の
論

理
』（
一
九
七
一
年
二
月
、
朝
日
新
聞
社
）
を
歴
史
学
に
お
い
て
転
換
を
な
し

た
重
要
な
著
作
と
位
置
づ
け
、
こ
の
著
作
以
降
、
日
本
人
は
「
す
る
」
側
か
ら

「
さ
れ
る
側
」
の
視
点
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
見
る
。「
そ
れ
は
、
い
う
と
こ
ろ

の
〝
弱
者
〟
へ
の
視
野
の
拡
大
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
〝
弱
者
〟
で
あ
る

ゆ
え
に
獲
得
し
て
い
る
〝
強
者
〟
＝
文
明
を
こ
え
る
立
場
の
発
見
を
も
意
味
し

た
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
ま
な
ざ
し
は
叙
述
の
対
象
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、歴
史
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、新
た
な
視
点
が
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
。
鹿
野
は
、

こ
の
新
た
な
視
点
の
向
け
ら
れ
た
対
象
と
し
て
、「
一
つ
は
「
公
害
」
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
「
戦
争
」
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、こ
こ
に
鹿
野
が
「
民
間
学
」

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
対
象
ま
で
含
め
る
と
、
そ
の
対
象
は
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。「
弱
者
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、「
社
会
的
弱
者
」
に
対
す
る
「
差

別
へ
の
感
覚
」
を
生
成
さ
せ
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
歴
史
は
そ
の
対
象
を
拡

大
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
拡
大
の
有
様
を
、
鹿
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

差
別
へ
の
感
覚
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
中
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と

も
い
う
べ
き
被
差
別
部
落
の
位
置
へ
の
認
識
か
ら
始
ま
り
、
女
性
や
沖
縄

へ
の
そ
れ
を
へ
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
中
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
べ
き
ア

イ
ヌ
や
ウ
ィ
ル
タ
に
い
た
り
、
最
後
に
障
害
者
・
病
者
に
及
ん
だ
と
い
う

点
も
、
見
逃
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
民
族
問
題
と
し
て
の
在
日
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朝
鮮
人
問
題
も
、
そ
の
一
翼
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
）。

　
「
差
別
へ
の
感
覚
」は「
被
差
別
部
落
」か
ら「
女
性
」「
沖
縄
」「
ア
イ
ヌ
」「
ウ

ィ
ル
タ
」
へ
と
広
が
り
、最
後
に
は
「
障
害
者
」「
病
者
」
へ
と
及
ん
だ
と
い
う
。

鹿
野
の
述
べ
る
「
民
間
学
」
は
こ
う
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
と
ど
ま
ら

ず
、「
環
境
・
子
供
・
家
族
・
病
者
・
生
と
死
・
異
文
化
・
戦
争
・
ア
ジ
ア
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等
々
の
問
題
が
、
日
常
の
な
か
へ
否
応
な
く
の
し
か
か
っ
て
き

て
、
そ
れ
へ
の
答
え
、
少
な
く
と
も
問
い
の
自
覚
を
必
須
と
し
、
そ
こ
か
ら
無

数
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
の
民
間
学
の
造
型
が
始
ま
っ
て
い
る）

21
（

」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
と
き
、
ま
さ
に
「
歴
史
を
視
る
眼
と
い
う
も
の
の
ひ

そ
や
か
な
移
動
」
の
あ
っ
た
、
一
九
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
『
恍
惚
の
人
』
は
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
耄
碌
し
た
老
人
を
「
恍
惚
の
人
」
と
し
て
「
発
見
」

し
た
点
に
お
い
て
、
鹿
野
の
述
べ
る
「
民
間
学
」
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん『
恍
惚
の
人
』は
小
説
で
は
あ
る
が
、

作
中
に
示
さ
れ
る
情
報
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
読
者
へ
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ

の
一
例
が
、
医
者
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
る
医
学
的
認
識
で
あ
る
。
信
利
の
会

社
に
あ
る
内
科
医
に
よ
る
と
、
老
人
性
痴
呆
は
「
文
明
病
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
昭
子
は
「
ど
う
し
て
文
明
病
な
の
か
し
ら
。
文
明
が
発
達
し
て

平
均
寿
命
が
伸
び
た
の
と
関
係
が
あ
る
の
？
」
と
言
い
、
信
利
は
こ
の
言
葉
に

大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。
ま
た
、
地
域
の
福
祉
事
務
所
に
い
る
老
人
福
祉
指
導

主
事
の
女
性
は
、
茂
造
を
施
設
に
預
け
た
い
と
い
う
昭
子
に
対
し
、「
立
花
さ
ん
、

老
人
性
鬱
病
と
い
う
の
は
、
老
人
性
痴
呆
も
そ
う
で
す
が
、
老
人
性
の
精
神
病

な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
隔
離
な
さ
り
た
い
な
ら
、
今
の
と
こ
ろ

一
般
の
精
神
病
院
し
か
収
容
す
る
施
設
は
な
い
ん
で
す
」
と
「
正
確
な
知
識
を

披
𤁋
」
す
る
。
こ
の
よ
う
に
作
中
に
は
医
者
や
福
祉
事
務
所
と
い
っ
た
、
介
護

問
題
に
対
す
る
「
正
確
」
な
知
識
を
有
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
人
物
た
ち
の
口

か
ら
様
々
な
専
門
用
語
が
語
ら
れ
、
そ
れ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
読
者
に
伝

わ
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
子
が
持
つ
に
至

っ
た
認
識
―
「
今
の
日
本
が
老
人
福
祉
で
は
非
常
に
遅
れ
て
い
て
、
人
口
の
老

齢
化
に
見
合
う
対
策
は
、
ま
だ
何
も
と
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
」
を
読
者

も
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
。「
精
神
病
」
と
し
て
の
「
恍
惚
の
人
」
を
描
く
こ

と
は
、
鹿
野
の
述
べ
る
「
障
害
者
」「
病
者
」
へ
と
叙
述
対
象
が
広
が
っ
て
い

く
状
況
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。『
恍
惚
の
人
』が
現
実
世
界
を
動
か
す
ま
で
に
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
え
た
要
因
と
し
て
、
有
吉
自
身
が
老
年
学
に
つ
い
て
、
作

品
執
筆
時
に
か
な
り
学
ん
で
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
有
吉
自
身
、
自
身
の

老
い
を
自
覚
し
た
こ
と
が
、
本
作
の
主
題
を
「
老
い
」
に
設
定
し
た
こ
と
の
原

因
だ
と
し
た
上
で
、
作
品
化
の
た
め
、「
専
門
書
を
読
み
、
施
設
を
訪
れ
、
外

国
旅
行
で
も
特
殊
な
病
院
ば
か
り
歩
き
ま
わ
っ
て
い
た）

22
（

」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

『
恍
惚
の
人
』
は
「
小
説
」
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
事
実
」
を
扱
う
態
度
に

お
い
て
も
ま
た
、
歴
史
叙
述
と
の
同
一
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
恍
惚
の
人
』
は
、
痴
呆
老
人
と
い
う
「
障
害
者
」
の
物
語
で
あ
り
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
「
女
性
」
の
物
語
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
現
在
か

ら
振
り
返
れ
ば
、
一
面
し
か
見
え
て
い
な
い
、
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
作
品
発
表
当
初
に
お
い
て
は
た
し
か
に
新
し
い
「
発
見
」
だ
っ
た

と
い
え
る
。
有
吉
の
関
心
の
あ
り
方
は
、
話
題
に
な
り
そ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
を
と

り
あ
え
ず
並
べ
た
と
い
う
「
感
覚
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、「
弱
者
」「
当

事
者
」
を
描
く
と
い
う
同
時
代
に
お
け
る
歴
史
的
な
関
心
の
あ
り
方
に
呼
応
し

た
も
の
で
あ
る
。『
恍
惚
の
人
』
は
、
同
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
老
い
」
と
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い
う
新
し
い
現
実
を
描
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
代
の
社
会
を
ど
う
描
く

か
と
い
う
、
現
代
史
叙
述
の
問
題
と
も
照
応
し
た
、
全
く
新
し
い
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
を
切
り
拓
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
島
々
へ
の
ま
な
ざ
し

　

後
年
、
有
吉
は
自
身
の
創
作
態
度
に
つ
い
て
、「
ハ
ス
ト
リ
ア
ン
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

英
語
に
は
歴
史H

istory
に
対
す
る
造
語
と
し
てH

erstory

と
い
う
言

葉
が
定
着
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
女
性
史
」
と
し
て
訳
す
の
は
間
違
い

で
、
正
確
に
は 

「
女
性
の
側
か
ら
見
た
歴
史
」
と
い
う
意
味
で
す
。（
略
）

私
の
念
願
は
、
読
者
を
ぞ
く
っ
と
さ
せ
る
ハ
ス
ト
リ
ア
ン
で
あ
り
た
い
と

い
う
こ
と
か
し
ら
。
男
が
書
き
も
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
女
が
書
き
改

め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
識
は
常
に
持
っ
て
い
ま
す）
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。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
有
吉
の
書
く
「
歴
史
」
と
は
「
女
性
の

側
か
ら
見
た
歴
史
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
男
が
書
き
も
ら
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
、
女
が
書
き
改
め
な
く
て
は
」
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
言

葉
通
り
、
有
吉
作
品
で
は
「
女
性
の
側
か
ら
」「
弱
者
」
が
描
か
れ
、「
弱
者
」

が
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『
恍
惚
の
人
』
に
は
「
障

害
者
」
と
し
て
の
痴
呆
老
人
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
で
そ
の

茂
造
を
ま
な
ざ
す
昭
子
も
ま
た
、「
女
性
」
と
い
う
「
弱
者
」
と
し
て
ま
な
ざ

さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
介
護
の
問
題
は
そ

の
家
族
の
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
家
族
の
主
婦
の
問
題
と
し
て
回
収
さ

れ
る）
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。『
恍
惚
の
人
』
に
は
、
老
人
福
祉
の
役
人
と
昭
子
の
間
で
交
わ
さ
れ
る

会
話
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
認
識
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

「
本
当
に
、
老
人
問
題
は
今
の
と
こ
ろ
解
決
の
見
通
し
と
い
う
の
は
な
い

く
ら
い
深
刻
な
ん
で
す
。
家
庭
崩
壊
が
起
り
ま
す
し
ね
。
主
婦
の
方
に
、

し
っ
か
り
し
て
頂
く
よ
り
方
途
が
な
い
ん
で
す
」

　

老
人
は
施
設
で
は
な
く
、
家
庭
で
面
倒
を
見
る
の
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う

価
値
観
が
示
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
責
任
は
「
主
婦
」
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
主
婦
の
方
に
し
っ
か
り
し
て
頂
く
」
と
い
う
認
識
は
、

昭
子
に
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
使
命
感
を
与
え
る
役
割
を
果
た

す
。
昭
子
は
、
自
身
の
生
活
と
介
護
に
追
わ
れ
、
茂
造
に
対
し
様
々
な
感
情
を

持
つ
が
、
最
終
的
に
は
「
今
ま
で
は
茂
造
の
存
在
が
迷
惑
で
迷
惑
で
た
ま
ら
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
よ
し
今
日
か
ら
は
茂
造
を
生
か
せ
る
だ
け
生
か
し
て
や
ろ
う
。

誰
で
も
な
い
、
そ
れ
は
私
が
や
れ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
使
命
感
を
持
つ
に
い
た

る
。
そ
れ
は
茂
造
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

茂
造
が
お
風
呂
で
溺
れ
、
死
に
か
け
た
時
に
も
「
こ
の
半
年
間
の
昭
子
の
悪
戦

苦
闘
が
、
結
果
と
し
て
ま
る
で
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
」
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

　

昭
子
の
こ
う
し
た
思
考
回
路
は
、
女
性
が
働
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
子
は
「
信
利
の
属
す
る
世
代
の
男
性
が
持
っ
て
い
る

女
性
観
に
は
牢
固
と
し
て
抜
き
難
い
封
建
色
が
あ
る
」
と
し
、
妻
が
働
き
に
出

る
現
状
に
対
し
「
寛
容
と
忍
耐
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
」

夫
た
ち
に
「
考
え
方
の
行
き
違
い
」
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
う
し
た
「
行

き
違
い
」
は
女
た
ち
に
も
ま
た
問
題
が
あ
る
の
だ
と
見
て
お
り
、「
働
い
て
い

る
こ
と
が
夫
に
対
す
る
遠
慮
と
な
り
、
夫
の
稼
ぎ
に
不
満
が
あ
っ
て
仕
事
を
し

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
信
条
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
共
働
き
家
庭
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
、
女
性
側
の
不
満
を
的

確
に
描
き
出
し
つ
つ
も
、昭
子
は
そ
の
不
満
を
発
露
し
よ
う
と
は
し
な
い
。「
そ

う
い
う
自
分
た
ち
の
状
態
を
と
き
に
苛
立
た
し
く
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
さ
て
ど

う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
二
十
年
を
過
し
て
き
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
態
度
は
仕
事
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
勤
務
先
の
法
律
事
務

所
に
お
い
て
「
果
し
て
き
た
役
割
は
そ
ん
な
に
小
さ
な
も
の
だ
と
は
考
え
て
い

な
い
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
夫
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
は
し
な
い
。
む

し
ろ
、
昭
子
に
は
共
稼
ぎ
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
明
確
な
「
家

政
方
針
」
が
あ
り
、
最
新
の
電
化
製
品
を
使
い
こ
な
し
て
、「
家
庭
も
職
業
も

両
立
」
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

昭
子
は
、
一
見
す
る
と
古
風
で
あ
り
、
従
来
の
女
性
に
対
す
る
価
値
観
か
ら

抜
け
出
せ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
女
性
像
は
、
有

吉
作
品
に
共
通
す
る
一
つ
の
題
材
で
も
あ
る
。『
紀
ノ
川
』（
一
九
五
九
年
六

月
、
中
央
公
論
社
）
に
お
け
る
花
や
、『
華
岡
青
洲
の
妻
』
に
お
け
る
加
恵
や

於
継
な
ど
、
様
々
な
女
主
人
公
が
想
起
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
説
の
登

場
人
物
が
伝
統
的
な
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
有
吉
自
身
が

女
性
の
地
位
向
上
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
九
年
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
ル
ノ
ワ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
『
最
後
の
植
民
地
』(

一
九
七
九
年
四
月
、
新
潮
社)

を
共
訳
し
て
い
る
。
本
書
に
、
有
吉
は
「
抑
圧

さ
れ
、
従
属
し
、
孤
立
し
た
女
性
が
解
放
さ
る
べ
き
《
最
後
の
植
民
地
》」
と

い
う
意
味
を
込
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
書
を
「
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
書
物

で
は
な
い
け
れ
ど
、
読
め
ば
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
を
理
解
で
き
る
」
と
し
、「
ウ

ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
い
う
一
つ
の
社
会
現
象
」
が
「
な
ぜ
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
本
質
は
な
ん
な
の
か
」
を
「
わ
か
ら
せ
て
く
れ
る
」
本

で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る）
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。「
過
激
」
に
「
わ
め
き
立
て
」
る
の
で
は
な
く
、「
本

質
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
考
え
は
、
有
吉
の
考
え
る
「
男
女
平

等
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
男
性
優
位
思
想
あ
る
限
り
、
女
性
優
位
論
も
存
在
す
べ
き
だ
と
思
う
。

そ
れ
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
の
だ
か
ら
。
人
々
は
、
そ
れ
ら
を
知
っ
て
初

め
て
男
女
平
等
と
い
う
の
が
、
穏
当
で
中
庸
的
で
ノ
ー
マ
ル
な
考
え
方
だ

と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
筈
で
あ
る）

26
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。

　

自
ら
を
「
ハ
ス
ト
リ
ア
ン
」
と
位
置
付
け
て
い
た
よ
う
に
、
有
吉
は
小
説
を

執
筆
す
る
際
「
女
性
の
側
」
か
ら
「
書
き
改
め
る
」
こ
と
を
何
よ
り
も
重
視
し

て
い
た
。
女
性
に
対
す
る
「
差
別
」
を
解
消
し
て
い
く
た
め
に
は
、
女
性
の
現

状
を
知
っ
て
「
バ
ラ
ン
ス
」
を
取
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
昭
子
は
自

身
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
地
位
向
上
を
「
過
激
」
に
「
わ
め
き
立

て
」
は
し
な
い
。
し
か
し
、
昭
子
の
そ
う
し
た
態
度
は
、
多
く
の
女
性
た
ち
が

と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
生
き
方
で
も
あ
る
。
有
吉
の
描
く
伝
統
的
な
女
性
像

は
、
女
性
が
こ
の
よ
う
に
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
有
様
を
、
率
直
か
つ
力
強

く
描
き
得
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

　

有
吉
の
「
周
縁
」
へ
の
ま
な
ざ
し
と
考
え
た
と
き
、『
恍
惚
の
人
』
と
並
ん

で
社
会
派
小
説
と
位
置
付
け
ら
れ
る
『
複
合
汚
染
』
も
ま
た
、
同
一
の
関
心
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
引
用
し
た
よ

う
に
、「
さ
れ
る
側
」
の
視
点
を
獲
得
し
た
歴
史
学
が
、
ま
ず
対
象
と
し
た
の

が
「
公
害
」
で
あ
っ
た
と
い
う
鹿
野
の
指
摘
を
想
起
し
た
い
。
公
害
は
、「
高

度
経
済
成
長
の
象
徴
と
い
う
べ
き
重
化
学
工
業
の
急
速
な
進
展
の
結
果
、
も
っ

と
も
明
瞭
に
人
び
と
（
＝
わ
れ
わ
れ
）
の
眼
に
映
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
ら
た

な
矛
盾）

27
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」
で
あ
り
、
戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
早
急
に
検
証
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
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た
。
有
吉
は
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
文
学
者
と
し
て
「
日
本
文
学
古
来
の

伝
統
的
主
題
で
あ
っ
た
「
花
鳥
風
月
」
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
現
状

を
、「
一
人
で
も
多
く
の
人
」
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
本
作
を
書
い
た
と
い

う
。
そ
の
た
め
、
本
作
の
目
的
は
「「
告
発
」
で
も
な
け
れ
ば
「
警
告
」
で
も
」

な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
作
中
、「
ど
の
専
門
家
も
そ
の
分
野
に
お
い
て
日
本
の

現
状
に
対
す
る
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
か
ら
、
小
説
と
い
う
通
俗
的
な

手
法
で
多
く
の
人
に
知
識
が
ひ
ろ
ま
る
こ
と
を
想
定
し
、（
多
分
）
そ
れ
を
願

っ
て
（
だ
ろ
う
）、私
以
上
に
熱
心
に
教
え
て
下
さ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
複

合
汚
染
』
は
「
公
害
」
の
実
態
を
「
素
人
」
の
「
私
」
が
調
べ
て
い
く
と
い
う

ス
タ
ン
ス
で
描
き
、
か
え
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
汚
染
の
現
状

を
生
々
し
く
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
有
吉
作
品
に
お
け
る
「
弱
者
」
へ
の
ま
な
ざ
し
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
本
論
冒
頭
に
挙
げ
た
『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
。』
の
新
し
さ
も

見
え
て
く
る
。
北
か
ら
南
ま
で
「
出
か
け
て
行
っ
て
実
際
に
島
を
見
る
」
と
い

う
有
吉
の
態
度
に
は
明
ら
か
に
日
本
の
「
辺
境
」
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。「
そ

の
根
本
に
あ
る
問
い
は
、
こ
の
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
と

い
う
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
国
民
）
の
土
地
と
い
う
問
題
で
あ
る）

28
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」
と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
島
々
の
歴
史
を
描
く
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
を
「
日
本
」
と
捉
え
る
か
と

い
う
同
時
代
的
な
問
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
有
吉
は
「
海
は
国
境
に
な

っ
た
」
と
い
う
現
実
を
「
発
見
」
し
、
そ
の
「
国
境
」
を
見
定
め
る
た
め
、
離

島
に
出
か
け
、
見
て
、
物
語
る
の
で
あ
る
。「
南
の
果
て
」「
西
の
果
て
」
と
表

現
さ
れ
る
離
島
の
「
昔
と
今
」
は
、
有
吉
に
と
っ
て
必
ず
描
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
題
材
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
意
識
は
、
南
島
を
再
発
見
さ
せ
た
島
尾
敏

雄
の
「
鳥
島
を
落
と
し
て
い
て
も
平
気
だ
と
い
う
気
持
ち
を
な
く
し
た
い
」
と

い
う
提
言
と
も
通
底
す
る
。
有
吉
に
と
っ
て
、
島
々
の
歴
史
は
女
性
の
歴
史
で

あ
り
、
差
別
の
歴
史
で
あ
る
。

注（
１
） 

大
河
晴
美
「
研
究
動
向　

有
吉
佐
和
子
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
二
八
、
一
九

九
四
年
二
月
）

（
２
） 

羽
矢
み
ず
き
「〈
才
女
〉
時
代
―
戦
後
十
年
目
の
旗
手
た
ち
」（
加
納
実
紀
代

編
『
リ
ブ
と
い
う
〈
革
命
〉
―
近
代
の
闇
を
ひ
ら
く
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
、
イ
ン

パ
ク
ト
出
版
会
）

（
３
） 

一
九
七
四
年
十
月
か
ら
七
五
年
六
月
ま
で
、「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
。
七
五

年
四
月
『
複
合
汚
染
』
上
巻
、
七
月
に
下
巻
を
新
潮
社
よ
り
刊
行
。

（
４
） 

『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
71　

有
吉
佐
和
子
』（
一
九
九
五
年
五
月
、
新
潮

社
）

（
５
） 

『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
71　

有
吉
佐
和
子
』（
一
九
九
五
年
五
月
、
新
潮

社
）

（
６
） 

宮
内
淳
子
「
父
親
の
い
な
い
幸
福
―
『
香
華
』『
芝
桜
』」（『
有
吉
佐
和
子
の

世
界
』
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
、
翰
林
書
房
）
は
、
阿
川
弘
之
ら
当
時
の
男
性
作
家
の

有
吉
評
価
に
触
れ
、「
彼
ら
と
有
吉
の
間
に
あ
る
文
学
観
の
違
い
は
、
文
学
を
超
俗

な
も
の
と
し
て
特
権
化
す
る
か
ど
う
か
に
あ
り
、
そ
れ
が
、
小
説
に
物
語
性
を
認
め

る
か
否
か
に
も
関
わ
っ
て
き
た
。
か
つ
て
有
吉
が
文
士
た
ち
に
私
な
ら
い
く
ら
で
も

書
け
る
と
言
っ
た
の
は
、
書
け
な
い
書
け
な
い
と
連
呼
す
る
こ
と
が
文
学
へ
の
忠
誠

で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
つ
の
る
彼
ら
、
―
文
士
の
共
同
体
の
中
に
安
住
し
て
い
る

者
た
ち
へ
向
け
た
、
彼
女
一
流
の
皮
肉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
ま

た
、
大
越
愛
子
「「
最
後
の
植
民
地
」
へ
の
連
帯
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」（
前
掲
、『
有
吉
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佐
和
子
の
世
界
』）
は
、「
個
別
的
私
的
レ
ベ
ル
で
彼
女
が
取
り
上
げ
た
問
題
は
、
す

で
に
公
的
レ
ベ
ル
へ
と
回
収
さ
れ
、
先
駆
的
に
提
起
し
た
彼
女
の
功
績
は
忘
れ
ら
れ

て
い
る
感
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
歴
史
的
に
有
吉
の
先
駆
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ

る
と
提
言
し
て
い
る
。

（
７
） 

有
吉
佐
和
子
「『
恍
惚
の
ひ
と
』
に
つ
い
て
」（「
波
」
一
九
七
二
年
一
・
二

月
）、
引
用
は
『
作
家
の
自
伝
109　

有
吉
佐
和
子
』（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る
。

（
８
） 

森
幹
郎
「
解
説
」（『
恍
惚
の
人
』
一
九
八
二
年
五
月
、
新
潮
文
庫
）

（
９
） 

小
梛
治
宣
『
介
護
文
学
に
み
る
老
い
の
姿
』（
二
〇
〇
六
年
一
一
月
、朝
文
社
）

（
10
） 

鈴
木
志
郎
康
「『
恍
惚
の
人
』
極
私
的
批
判
」（『
新
日
本
文
学
』

三
〇
五
、一
九
七
三
年
一
月
）

（
11
） 

米
村
み
ゆ
き
「
高
齢
社
会
の
「
解
釈
」
を
変
え
る　

有
吉
佐
和
子
『
恍
惚
の

人
』
と
〈
現
実
〉
の
演
出
」（
米
村
み
ゆ
き
・
佐
々
木
亜
紀
子
編
『〈
介
護
小
説
〉
の

風
景
―
高
齢
社
会
と
文
学
』
二
〇
一
五
年
五
月
、
森
話
社
）

（
12
） 

前
掲
、米
村
み
ゆ
き
「
高
齢
社
会
の
「
解
釈
」
を
変
え
る　

有
吉
佐
和
子
『
恍

惚
の
人
』
と
〈
現
実
〉
の
演
出
」
は
『
恍
惚
の
人
』
の
こ
う
し
た
特
徴
を
「〈
情
報
誌
〉

的
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
13
） 

石
田
仁
志
「〈
恍
惚
〉
の
奥
に
あ
る
も
の
ー
『
恍
惚
の
人
』」（
前
掲
、『
有
吉

佐
和
子
の
世
界
』）

（
14
） 

杉
田
智
美
「
管
理
さ
れ
る
「
老
い
」
／
監
視
さ
れ
る
「
主
婦
」
―
一
九
六
〇

年
代
『
瘋
癲
老
人
日
記
』
が
語
る
介
護
」（
前
掲
、『〈
介
護
小
説
〉
の
風
景
―
高
齢

社
会
と
文
学
』）

（
15
） 

成
田
龍
一
は
、「
民
衆
思
想
史
研
究
の
誕
生
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
、

鹿
野
政
直
と
安
丸
良
夫
に
と
っ
て
、
ま
ず
は
戦
後
歴
史
学
の
受
容
と
そ
れ
へ
の
違
和

感
が
出
発
点
に
な
る
」
と
し
、
色
川
大
吉
『
明
治
精
神
史
』
が
そ
の
後
の
民
衆
思

想
史
研
究
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。（「
民
衆
史
・
民
衆
思

想
史
研
究
の
史
学
史
」『
歴
史
学
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ー
民
衆
史
研
究
史
と
そ
の
周
辺
』

二
〇
一
二
年
六
月
、
校
倉
書
房
）

（
16
） 

岩
上
順
一
は
「
記
録
文
学
」
に
つ
い
て
「
労
働
者
、
農
民
ば
か
り
で
な
く
、

一
般
市
民
大
衆
が
、
自
己
の
過
去
、
現
在
の
生
活
実
情
を
記
録
し
、
報
道
し
、
通
信

し
た
が
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。（「
記

録
文
学
に
つ
い
て
」『
新
日
本
文
学
』
一
九
四
六
年
創
刊
号
）

（
17
） 

鹿
野
政
直
「
歴
史
学
の
自
己
点
検
」（『「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か
ー
歴
史

学
の
現
在
と
歴
史
学
』
一
九
八
八
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）

（
18
） 

一
九
六
二
年
六
月
一
三
日
に
鹿
児
島
県
大
島
郡
市
町
村
議
会
議
員
研
修
会

で
行
っ
た
講
演
「
私
の
見
た
奄
美
」（『
島
尾
敏
雄
全
集 

第
十
六
巻
』
一
九
八
二
年

一
一
月
）

（
19
） 

鹿
野
政
直
「「
民
間
学
」
と
は
何
か
」（『
化
生
す
る
歴
史
学
―
自
明
性
の
解

体
の
な
か
で
』
一
九
九
八
年
一
二
月
、
校
倉
書
房
）

（
20
） 

鹿
野
政
直
「「
戦
後
」
意
識
の
現
在
」（
前
掲
、『「
鳥
島
」
は
入
っ
て
い
る
か

ー
歴
史
学
の
現
在
と
歴
史
学
』）、
以
下
、
こ
と
わ
り
の
な
い
鹿
野
の
引
用
は
本
論
に

よ
る
。

（
21
） 

前
掲
、
鹿
野
政
直
「「
民
間
学
」
と
は
何
か
」

（
22
） 
前
掲
、
有
吉
佐
和
子
「『
恍
惚
の
ひ
と
』
に
つ
い
て
」

（
23
） 
有
吉
佐
和
子
「
ハ
ス
ト
リ
ア
ン
と
し
て
」（「
波
」
一
九
七
八
年
一
月
）、
引

用
は
前
掲
『
作
家
の
自
伝
109　

有
吉
佐
和
子
』
に
よ
る
。

（
24
） 

上
野
千
鶴
子
は
、『
恍
惚
の
人
』が「
普
通
の
介
護
」を
書
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

「
介
護
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
（
介
護
は
女
が
す
る
も
の
）
を
、
有
吉
さ
ん
は
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疑
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。（『
上
野
千
鶴
子
が
文
学
を

社
会
学
す
る
』
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
朝
日
新
聞
社
）

（
25
） 

有
吉
佐
和
子
「
男
性
社
会
の
中
で
」（「
波
」
一
九
七
八
年
一
〇
月
）、
引
用

は
前
掲
、『
作
家
の
自
伝
109　

有
吉
佐
和
子
』
に
よ
る
。

（
26
） 
有
吉
佐
和
子
「
訳
者
あ
と
が
き
」（
ブ
ノ
ワ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
著 

有
吉
佐
和
子

／
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
カ
ド
ゥ
訳
『
最
後
の
植
民
地
』
一
九
七
九
年
四
月
、
新
潮
社
）

（
27
） 

前
掲
、
鹿
野
政
直
「「
戦
後
」
意
識
の
現
在
」

（
28
） 

富
岡
幸
一
郎
「
特
集
没
後
30
年
、
い
ま
甦
る
有
吉
佐
和
子
の
「
眼
差
し
」」

（『SA
PIO

』
二
〇
一
四
年
九
月
）

【
付
記
】
有
吉
佐
和
子
の
作
品
引
用
は
、『
恍
惚
の
人
』（
一
九
八
二
年
五
月
、
新
潮

文
庫
）、『
日
本
の
島
々
、
昔
と
今
。』（
二
〇
〇
九
年
二
月
、
岩
波
文
庫
）、『
複
合
汚

染
』（
一
九
七
九
年
五
月
、新
潮
文
庫
）
に
よ
っ
た
。
引
用
部
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。


