
復
員
者
の
矯
熱

l
l
l
岡
本
太
郎

第
一
面
文
集
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』

波

i烏

同4

は
じ
め
に
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岡
本
太
郎
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
芸
術
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
彼
が
一
九
三

0
年
代
を
パ
リ
で
過
ご
し
、

抽
象
芸
術
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
現
地
で
同
時
代
的
に
体
験
し
、
い
わ
ゆ
る
な
告
白
認
可
門
凶
作
ョ
の
芸
術
を
実
践
し
て
い
た
事
実
に
起
因
す
る
。

だ
が
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
復
興
期
に
お
い
て
「
夜
の
会
」
や
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
研
究
会
」
と
い
っ
た
運
動
体
を
組
織
し
、
さ

ら
に
第
一
回
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
(
月
躍
書
房
、
一
九
四
八
年
)
と
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
」
(
美
術
出
版
社
、
一
九
五

O
年
)

を
出
版
す
る
な
ど
、
戦
後
ふ
た
た
び
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
概
念
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
点
で
、
日
本
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」

の
創
始
者
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

た
し
か
に
戦
前
の
美
術
批
-
評
に
お
い
て
前
衛
概
念
は
存
在
し
た
。
だ
が
そ
の
場
合
、
た
い
て
い
「
前
衛
」
あ
る
い
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
」

と
称
さ
れ
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
あ
え
て
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
語
嚢
で
と
ら
え

よ
う
と
し
た
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
岡
本
の
第
一
面
文
集
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
は
、
彼
の
一
九
三

0
年
代
に
お
け
る
滞
仏
時
代

の
絵
画
と
、
パ
リ
陥
落
後
に
帰
国
し
た
当
初
の
文
章
、
お
よ
び
、
戦
後
の
絵
画
作
品
と
文
章
と
が
混
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
戦
前
の
文

章
に
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
語
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
前
衛
」
や
「
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
」
と
い
う
語
も
な
い
。

こ
れ
を
戦
時
中
の
検
閲
統
制
と
い
っ
た
観
点
で
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
年
瀧
口
修
造
ら
の
「
前
衛
美
術
」
に
つ

い
て
論
じ
た
文
章
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
り
、
岡
本
が
戦
後
に
な
っ
て
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
留
執
し
た
意
味
は
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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戦
後
復
興
期
に
お
け
る
岡
本
太
郎
の
役
割
は
、
「
夜
の
ふ
と
会
員
個
々
の
回
想
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
年
に
な
っ
て
よ

う
や
く
研
究
者
に
よ
る
歴
史
的
な
位
置
づ
け
が
始
ま
り
、
そ
の
な
か
で
五
十
殿
利
治
「
岡
本
太
郎
登
場
i
i
l歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
記

情
と
ア
ヴ
ァ
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
実
践
」
が
興
味
深
い
。
五
十
殿
氏
は
、
戦
地
中
国
で
一
兵
士
と
し
て
過
ご
し
た
過
去
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、

現
在
と
い
う
地
点
か
ら
い
か
に
出
発
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
霊
規
し
た
が
ゆ
え
に
、
関
本
が
過
去
を
振
り
返
ら
ず
未
来
へ
と
突
き
進
む
「
ア
ヴ
ア

ン
ギ
ャ
ル
ド
」
を
提
唱
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
理
念
を
異
体
化
す
る
際
に
、
「
歴
史
的
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
「
紹

介
者
あ
る
い
は
啓
蒙
家
」
と
い
う
役
呂
を
担
う
こ
と
に
も
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
稿
者
も
こ
う
し
た
見
解
に
同
意
す
る
。
た
だ

し
、
岡
本
が
「
啓
蒙
」
す
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
は
、
自
ら
の
歴
史
で
も
あ
り
、
「
歴
史
的
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
「
紹
介
」

が
、
周
囲
か
ら
の
要
議
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
芸
術
活
動
を
日
本
の
戦
後
芸
術
運
動
と
接
続
す
る
た
め
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
点
を

看
過
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
自
ら
の
歴
史
を
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
枠
組
み
に
は
め
込
も
う
と
す
る
作
業
に
お
い
て
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
」
に
掲
載
さ
れ
た
詩
や
小
説
に
克
ら
れ
る
虚
構
化
の
論
理
が
形
成
さ
れ
る
。
問
本
は
戦
前
か
ら
戦
後
へ
と
つ
ら
な
る
絵
画
群
と
文
章
群
か

ら
自
己
の
軌
跡
を
い
か
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
画
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』
を
貫
く
歴
史
化
、
虚
構
化
の
論
理
に
注

目
し
て
、
戦
後
文
学
・
芸
術
運
動
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
概
念
の
形
成
過
程
を
検
証
す
る
。

一
、
青
春
の
幻

画
文
集
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
岡
本
の
青
春
回
顧
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
当
初
の
文

章
2
「
巴
里
回
想
」
(
「
巴
患
の
悲
麟
」
「
美
の
先
達
者
」
「
巴
里
画
壇
の
黄
昏
」
)
に
も
見
ら
れ
る
が
、
戦
後
の
も
の
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
民
じ
一
九
三

0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
芸
術
家
た
ち
を
話
題
に
し
な
が
ら
も
戦
前
と
戦
後
の
回
想
が
異
な
る
の
は
、
戦
前
で
は
「
巴
里
」

と
い
う
都
市
が
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
戦
後
の
文
章
で
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
点
だ
(
盟
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
歴
史
」
:
:
:
「
二
十
世
紀
の
絵
画
?
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
源
泉
」
、
百
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
の
精
神
」
:
:
:
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
、
術
の
精
神
」
「
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
に
つ
い
て
」
「
審
美
感
の
断
層
」
)
。
ま
た
、
戦
前
の
文
章
は

パ
り
の
日
本
人
芸
術
家
の
一
人
で
あ
っ
た
彼
が
ド
イ
ツ
軍
の
パ
リ
侵
攻
に
よ
っ
て
や
む
な
く
帰
国
し
た
後
の
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の
文
章
は
従

軍
作
家
で
も
な
く
た
ん
な
る
一
兵
卒
と
し
て
中
国
戦
線
に
送
ら
れ
、
日
本
敗
戦
に
よ
っ
て
現
地
で
の
捕
虜
生
活
を
経
て
復
員
し
た
後
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
起
因
す
る
。
こ
の
二
点
を
つ
き
あ
わ
せ
れ
ば
、
戦
中
期
の
従
軍
体
験
を
媒
介
と
し
て
、
岡
本
が
自
ら
の
青
春
を
「
ア



ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
に
位
置
づ
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ら
ば
、
岡
本
に
と
っ
て
の
青
春
、
す
な
わ
ち
一
九
三

0
年
代
の
パ
リ
滞
在
へ
の
図
想
に
、
彼
の
戦
争
体
験
が
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て

い
る
の
か
。
酒
文
集
吋
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
一
九
三

0
年
代
当
時
の
文
章
は
な
い
の
だ
が
、
一
九
三
六
年
に
パ
リ
を
訪
れ
た
横
光
利
一
が
、

現
地
の
案
内
を
し
て
く
れ
た
岡
本
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

四
月
廿
八
日

さ
て
夕
暮
れ
に
な
っ
て
立
ち
上
っ
た
。
若
い
男
女
の
二
人
が
、
喧
嘩
を
し
て
ゐ
る
と
見
え
て
、
黙
っ
て
立
っ
て
ゐ
る
そ
の
上
に
、
白
い

蝋
燭
を
立
て
連
ね
た
や
う
な
マ
ロ
ニ
エ
の
花
議
が
、
嵐
に
重
々
し
く
揺
れ
動
く
。
岡
本
君
は
巴
里
の
屋
根
の
下
を
唄
ひ
な
が
ら
、
そ
の
前

を
行
き
過
ぎ
る
。
す
る
と
若
い
男
女
の
二
人
は
、
前
か
ら
の
争
ひ
の
ま
ま
、
ど
ち
ら
か
ら
と
も
な
く
、
不
機
嫌
さ
う
に
接
吻
し
た
。
驚
が

衰
へ
た
声
で
、
濃
密
な
葉
の
中
で
鳴
い
て
ゐ
る
の
を
聞
き
つ
つ
、
私
は
こ
れ
を
こ
の
自
の
終
り
と
し
た
。

横
光
の
描
い
た
パ
リ
の
日
は
ま
さ
に
芸
能
の
都
と
い
う
雰
囲
気
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
マ
ロ
ニ
エ
の
花
に
閉
ま
れ
て
若
い
恋
人
達
が

青
春
を
謡
歌
し
、
彼
ら
の
感
情
の
高
ま
り
を
祝
福
す
る
よ
う
に
鳥
が
さ
え
ず
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
な
パ
リ
の
恋
愛
風

景
で
あ
り
、
だ
れ
も
が
憧
れ
る
花
の
都
パ
リ
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
青
春
と
恋
愛
の
街
に
岡
本
太
郎
は
す
っ
か
り
と
け
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
岡

本
が
フ
ラ
ン
ス
滞
在
七
年
目
で
、
パ
リ
の
あ
ち
こ
ち
を
案
内
で
き
る
ほ
ど
そ
の
街
並
み
を
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る

し
、
旅
人
に
過
ぎ
な
い
横
光
を
後
自
に
若
き
フ
ラ
ン
ス
人
を
ひ
や
か
す
様
子
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
し
か
し
彼
ら
の
反
応
の
遣
い
は
二
人
の
年

代
の
差
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
一
九
三
六
年
当
時
、
何
本
は
二
五
才
、
横
光
は
三
八
才
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
と
き
の
横
光
が
も

し
同
じ
よ
う
な
感
情
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
若
き
芸
術
家
岡
本
太
郎
の
よ
う
に
鼻
歌
交
じ
り
で
容
易
に
自
分
の
思
っ
た
と
こ
ろ
を
表
現
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
パ
リ
で
青
春
を
謡
歌
し
て
い
た
関
本
太
郎
は
一
九
四

O
年
、
ド
イ
ツ
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
他
の
多
く
の
日
本
人
と
共
に
帰
国

の
途
に
つ
く
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
は
華
中
へ
と
出
征
し
、
そ
こ
で
五
年
の
月
日
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
画
文
集
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」

で
は
「
あ
と
が
き
」
が
唯
一
当
時
の
模
様
を
綴
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
参
照
し
て
み
た
い
。
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華
中
の
兵
舎
で
過
酷
極
ま
る
訓
練
を
受
け
た
。
三
十
二
識
の
現
役
兵
で
あ
る
私
は
、
二
十
一
二
の
若
者
達
に
ま
じ
っ
て
同
等
な
扱
ひ
を

受
け
、
肉
体
も
精
神
も
ず
た
/
¥
に
引
破
ら
れ
る
や
う
な
思
ひ
で
あ
っ
た
。
幸
な
こ
と
に
生
来
至
極
頑
健
な
私
は
そ
れ
に
耐
へ
ぬ
く
事
が

出
来
た
。
日
夜
襲
ひ
か
、
る
あ
ら
ゆ
る
災
害
と
敵
弾
の
中
に
在
っ
て
、
ど
う
や
ら
戦
死
だ
け
は
ま
ぬ
が
れ
た
。
そ
ん
な
生
活
が
三
四
年
余

り
も
続
く
と
、
私
は
一
丹
び
絵
筆
を
と
っ
て
芸
術
の
仕
事
に
た
づ
さ
は
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
や
う
な
イ
リ
ユ
ジ
ョ
ン
は
無
く
な
り
、
前

途
に
は
少
し
の
光
明
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
華
中
の
兵
舎
」
に
着
い
た
関
本
は
、
他
の
若
者
と
い
っ
し
ょ
に
青
春
を
謡
歌
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
。
そ
れ
は
当
然
戦
地
に
赴
い

た
者
凡
て
の
運
命
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
彼
自
身
が
「
三
十
二
歳
の
現
役
兵
」
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
被
が
若
さ
と
の
隔
た
り
を
実
感
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ほ
ん
の
五
年
前
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
若
者
と
容
易
に
同
化
し
得
た
間
本
も
、

こ
の
と
き
に
は
「
二
十
一
二
の
若
者
逮
」
の
列
へ
加
わ
る
こ
と
に
違
和
感
を
味
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
関
本
は
「
若
者
達
」
以
上
に
「
肉

体
」
の
疲
労
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
に
加
え
て
三
十
才
を
過
ぎ
て
も
い
ま
だ
「
現
役
兵
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
精
神

的
な
苦
痛
を
も
味
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
う
し
た
生
活
を
「
至
極
頑
健
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
ど
う
に
か
や
り
す
ご
し
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ

の
代
償
と
し
て
「
芸
術
の
仕
事
」
を
夢
見
る
よ
う
な
精
神
は
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
と
回
顧
す
る
。

戦
争
は
関
本
の
芸
術
に
た
い
す
る
意
欲
を
奪
い
、
若
さ
へ
の
共
惑
を
も
奪
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
百
本
に
帰
国
し
て
み
る
と
、

い
つ
の
ま
に
か
そ
う
し
た
意
欲
や
共
感
が
建
っ
て
き
て
い
る
。
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結
局
ク
レ

i
ル
も
イ
ヴ
エ
ッ
ト
も
自
分
も
、
青
春
の
幻
を
夢
み
て
ゐ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

う
る
は
し
い
青
春

i
i和
泉
は
自
分
の
若
さ
を
ひ
た
す
ら
に
ほ
こ
ら
し
く
思
っ
た
。
血
潮
が
心
地
よ
く
身
の
裡
に
溢
れ
る
。

戦
後
の
岡
本
は
「
青
春
の
幻
」
を
夢
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
戦
時
中
に
「
芸
術
」
に
た
い
す
る
「
イ
リ
ユ
ジ
ョ
ン
」
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
引
用
し
た
文
章
は
「
青
春
の
森
」
と
題
さ
れ
た
小
説
の
結
末
部
分
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
小
説
が
も
と
も

と
「
う
る
は
し
い
青
春
」
と
い
う
題
名
だ
っ
た
点
か
ら
し
て
興
味
深
い
。
岡
本
が
戦
時
中
に
覚
え
た
若
者
へ
の
違
和
感
は
、
羨
望
と
嫌
悪
と
が

入
り
交
じ
っ
た
感
情
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
に
な
っ
て
つ
つ
る
は
し
い
青
春
」
を
冷
め
た
視
線
で
対
象
化
す
る
こ
と
も
当
然
あ



り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
若
さ
」
そ
し
て
「
青
春
」
は
あ
く
ま
で
で
つ
る
は
し
い
」
の
で
あ
り
、
皮
肉
め
い

た
部
分
が
ま
っ
た
く
な
い
。
戦
前
の
パ
リ
を
舞
台
に
し
た
こ
の
小
説
が
戦
争
と
の
関
係
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
は
設
定
と
し
て
問
題
は

な
い
。
た
だ
し
、
戦
後
の
文
学
領
域
や
美
術
領
域
に
お
い
て
戦
争
体
験
が
し
ば
し
ば
題
材
化
さ
れ
、
蕗
文
集
吋
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
で
も
わ

ず
か
な
が
ら
そ
う
し
た
傾
向
を
取
り
入
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
問
本
が
強
力
に
戦
争
の
影
を
排
除
し
若
者
の
青
春
を
描
こ
う
と
し
た
点

は
注
目
に
値
す
る
。

関
本
が
「
若
さ
」
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
未
来
を
常
に
指
向
す
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
理
念
と
の
関
わ
り
を
考
え

ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
や
は
り
自
ら
の
体
験
を
歴
史
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
「
啓
蒙
家
」
と
な
る
過
程
に
、
当

然
先
駆
者
の
称
揚
と
い
う
意
味
合
い
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
岡
本
の
活
動
に
興
味
を
示
し
た
「
若
い
世
代
」
の
登

場
も
考
患
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
の
関
本
に
た
い
す
る
興
味
は
「
時
代
の
意
識
」
に
よ
っ
て
芽
生
え
た
も
の
だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
と
き
戦
後
と
い
う
時
代
認
識
と
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
概
念
と
は
必
然
的
に
結
び
い
て
い
る
。
そ
れ
も
た
ん
に
関
本
僧
人

の
所
産
と
い
う
の
で
は
な
く
、
滞
留
の
理
解
者
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
概
念
だ
っ
た
と
い
え
る
。
で
は
、
戦
後
復
興
期
に
お
け

る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

二
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
精
神
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敗
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
ぷ
〈
自
門
向
山
三
ぺ
は
ふ
た
た
び
さ
ま
ざ
ま
分
野
で
注
弓
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
と
い
う
の

は
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
二

0
年
代
、
ま
た
日
本
で
も
一
九
三

0
年
代
に
最
高
潮
に
達
し
、
四

0
年
代
初
期
に
い
っ
た
ん
は
収
束
し

た
文
学
・
芸
術
運
動
の
反
復
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
戦
前
「
ア
ヴ
ァ
ン
・
ガ
ル
ド
芸
術
家
ク
ラ
ブ
」
を
組
織
し
た
瀧
口
修
造
は
、
戦
後
の
様
子
を

以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
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前
衛
美
術
の
動
き
が
ぽ
つ
ぽ
つ
報
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
戦
前
か
ら
自
由
美
術
協
会
あ
た
り
と
な
ら
ん
で
、
前
衛
派
の

代
表
公
募
団
体
と
自
さ
れ
て
い
た
美
稿
文
化
協
会
が
分
れ
て
新
た
に
前
衛
美
術
会
が
誕
生
す
る
と
か
ま
だ
発
表
の
機
に
い
た
ら
な
い
が
諸

国
体
と
は
加
に
批
評
家
の
招
待
の
形
式
で
前
衛
作
家
展
が
計
画
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
動
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
〉
で
注
意
す
べ
き
は
、

さ
き
の
場
合
は
主
に
左
翼
的
傾
向
の
作
家
の
分
離
を
意
味
す
る
よ
う
だ
し
、
あ
と
の
場
合
は
特
に
超
現
実
派
、
抽
象
派
的
な
傾
向
の
作
家
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を
意
味
し
て
い
る
。

「
二
つ
の
前
衛
美
術
」
と
い
う
論
題
が
伝
え
る
の
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
抽
象
芸
術
に
依
拠
す
る
芸
術
の
「
前
衛
」
と
、
戦
前
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
芸
術
の
延
長
線
上
に
あ
る
政
治
の
「
前
衛
」
の
戦
後
に
お
け
る
勃
興
の
様
子
で
あ
る
。
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
政
治
の
「
前
衛
」
を

め
ぐ
る
状
況
に
は
変
化
が
あ
っ
た
。
共
産
党
が
再
建
さ
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
実
践
を
擦
模
す
る
団
体
が
活
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
引
用
に
出
て
く
る
「
自
由
美
術
協
会
」
や
「
美
術
文
化
協
会
」
は
芸
術
の
「
前
衛
」
を
標
携
す
る
毘
体
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
然
そ
の
な
か
に
は
多
様
な
意
見
を
も
っ
者
が
い
る
わ
け
で
、
四
七
年
五
月
に
「
美
術
文
化
協
会
」
に
所
属
し
て
い
た
会
員
の
う
ち

共
産
党
員
と
そ
の
向
識
者
が
離
脱
し
て
い
る
。
彼
ら
離
脱
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
が
「
前
衛
美
術
会
」
で
あ
っ
た
。

瀧
口
は
一
九
四
七
年
、
福
沢
一
郎
、
関
本
太
郎
ら
と
も
に
「
日
本
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
美
術
家
ク
ラ
ブ
」
を
結
成
し
て
い
る
。
瀧
口
や
福
沢

の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
組
織
は
一
九
三
六
年
に
結
成
し
た
「
ア
ヴ
ァ
ン
・
ガ
ル
ド
芸
術
家
ク
ラ
ブ
」
の
延
長
に
あ
る
。
し
か
し
、
河
本
の

場
合
に
は
若
干
趣
が
異
な
る
。
何
本
の
場
合
一
九
三

0
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
抽
象
絵
画
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
絵
画
を
描
い
て
は
い
た
が
、

日
本
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
」
の
動
向
と
そ
れ
ほ
ど
関
わ
り
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
一
九
四
O
年
に
い
っ
た
ん
は

帰
国
し
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
関
わ
り
を
持
つ
前
に
戦
地
に
送
ら
れ
て
機
会
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
開
本
は

「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
枠
組
み
を
自
ら
に
課
し
て
、
彼
の
滞
仏
時
代
の
経
歴
を
日
本
の
美
術
界
の
患
潮
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

政
治
上
に
お
け
る
「
前
衛
」
の
復
興
気
運
が
高
ま
る
一
方
で
、
そ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
芸
術
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
た
い
す
る
関

心
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
美
術
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
文
学
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
こ
う
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
領
域
を
横
断
し
始
め
る
。
そ
の
際
、
戦
後
の
人
々
の
興
味
は
芸
術
の
内
容
よ
り
も
そ
の
精
神
、
す
な
わ
ち
精
神
の
形
式
性
に
向
か
っ
て

い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
既
存
の
芸
街
家
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
時
代
精
神
の
破
壊
と
再
構
築
と
い
う
命
題
が
、
戦
後
に
お
け
る
文
化
再

建
の
機
運
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
福
永
武
彦
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
精
神
」
(
「
人
間
」
一
九
四
七
年
七
月
)

と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
精
神
」
は
「
冒
険
」
「
叛
逆
」
の
「
精
神
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
既
存
の
芸

術
理
念
に
飽
き
足
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
精
神
革
命
が
期
待
さ
れ
る
「
若
い
世
代
」
の
精
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
花
田

清
輝
は
、
「
前
衛
の
精
神
」
が
「
絶
え
ず
破
壊
す
る
と
共
に
、
絶
え
ず
創
造
す
る
精
神
」
、
そ
し
て
「
革
命
の
精
神
」
で
あ
る
(
「
革
命
的
芸
、
術

ハU



へ
の
道
」
「
読
売
新
聞
」
一
九
四
八
年
一
月
二
六
日
)
と
主
張
し
た
。
花
田
の
い
う
「
革
命
」
の
「
精
神
」
と
は
、
「
革
命
的
芸
術
」
と
い
う
題

名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
際
上
の
政
治
的
革
命
を
目
標
と
す
る
「
精
神
」
で
あ
る
。

福
永
の
文
章
は
、
文
芸
誌
「
人
間
」
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
芸
運
動
を
紹
介
す
る
連
載
記
事
の
初
回
と
し
て
書
か
れ
た
。
同
号
巻
末
の

「
編
集
後
記
」
は
こ
の
連
載
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

十
九
世
紀
の
絢
繍
た
る
文
学
遺
産
を
承
け
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
混
沌
の
な
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
若
い
文
学
精
神
は
い
か
な
る
足

駐
を
残
し
つ
こ
」
の
前
半
期
を
歩
ん
だ
か
、
今
世
紀
に
お
け
る
強
力
な
文
学
開
花
と
も
称
す
べ
き
彼
等
の
模
索
と
訪
佳
の
諸
様
相
を
追
求

す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
他
山
の
石
と
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
切
実
な
示
唆
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

第
一
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
運
動
が
な
ぜ
当
時
の
日
本
に
「
切
実
な
示
唆
」
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
日
本
の
作
家
た
ち

が
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
を
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
戦
後
の
文
学
の
先
例
と
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
は
敗
戦
に
よ
っ
て
民
主
主
義
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
外
部
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
。
そ
の
さ
い
戦
前
の
体
制
ば
か

り
で
な
く
、
戦
前
の
文
化
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
編
集
者
か
ら
す
れ
ば
、
戦
前
の
芸
術
理
念
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し

従
来
の
形
式
を
打
破
す
る
契
機
が
自
本
の
伝
統
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
自
本
文
化
の
外
部
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
「
切
実
」

な
の
で
あ
っ
た
。
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
内
実
に
従
来
の
文
化
伝
統
の
訂
破
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
他
山
の
石
」

と
は
い
え
な
い
「
切
実
」
さ
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
説
得
性
を
帯
び
て
く
る
。

戦
後
世
代
を
担
う
若
者
た
ち
の
多
く
は
、
最
終
的
に
は
戦
争
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
国
家
の
拡
大
を
図
っ
た
戦
前
の
思
考
と
そ
れ
に
追
従
し

た
芸
術
家
た
ち
に
当
然
強
い
拒
否
の
姿
勢
を
見
せ
る
。
こ
う
し
た
若
い
世
代
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
た
い
す
る
注
目
に
関
し
て
、
岡
本

は
語
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
興
味
あ
る
こ
と
に
は
、
若
い
ジ
ェ
ネ
レ
!
シ
ョ
ン
の
無
垢
な
人
達
の
態
度
は
全
く
皮
対
で
、
何
の
疑
問
を
も
持
た
ず
に
単
的

に
画
面
に
対
す
る
。
し
か
も
彼
等
の
時
代
精
神
に
強
烈
な
共
感
を
与
へ
る
ら
し
く
、
自
然
主
義
の
作
品
に
対
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き

な
感
動
を
示
す
。
即
ち
新
し
い
世
代
に
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
作
品
の
方
が
自
然
主
義
的
な
静
物
画
や
風
景
画
よ
り
も
、
強
度
な

-100-
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レ
ア
リ
テ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
〔
中
略
〕
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
は
、
時
代
の
苦
儲
す
る
激
し
い
精
神
を
産
裁
に
表
明
し
て
ゐ
る
。

既
存
の
芸
術
理
念
を
破
壊
し
、
そ
の
破
壊
状
態
か
ら
新
た
な
芸
術
理
念
を
創
造
す
る
の
が
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
」
で
あ
る
。
関
本
が

日
本
で
そ
う
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
と
き
、
戦
前
の
文
化
・
芸
、
術
を
全
面
的
に
否
定
・
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
存

の
芸
術
家
に
た
い
し
て
も
か
な
り
批
判
的
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
。
逆
に
岡
本
に
と
っ
て
「
若
い
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
戦
前
の
芸
備
家
か
ら

は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
希
望
に
満
ち
た
世
代
認
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
無
垢
な
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

復
興
期
の
芸
術
は
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
「
苦
悩
す
る
激
し
」
さ
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
に
は
自
然
主
義
を
は
じ
め
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
手
法
は
「
静
物
」
や
「
風
景
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
適
し
て
い
て
も
、
激
し
く
変
化
す
る

時
代
の
精
神
を
表
現
す
る
こ
と
は
函
難
だ
と
い
う
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
時
代
精
神
を
表
現
す
る
に
は
、
観
念
の
世
界
(
精
神
の
形
式
)
を
絵
画

と
し
て
描
く
抽
象
芸
術
や
、
精
神
の
内
部
と
直
接
結
び
つ
い
た
風
景
を
描
く
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
っ
た
技
法
を
駆
使
す
る
、
「
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
芸
術
」
が
適
し
て
い
る
。
理
念
そ
し
て
実
践
の
扇
面
に
お
い
て
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
戦
後
芸
術
と
し
て
最
適
で
あ
り
、
そ
の

中
心
的
な
担
い
手
は
、
戦
後
の
「
苦
悩
す
る
激
し
い
精
神
」
の
体
現
者
で
あ
る
「
若
い
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
だ
と
い
う
の
が
岡
本
の
主
張
で

あ
る
。新

し
い
時
代
に
は
新
し
い
芸
術
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
新
し
い
芸
術
の
担
い
手
は
新
し
い
世
代
な
の
だ
と
い
う
岡
本
の
主
張
。
そ
れ
は

日
本
に
お
け
る
自
ら
の
芸
箭
家
と
し
て
の
出
発
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
の
戦
略
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に

抽
象
芸
術
あ
る
い
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
絵
画
の
実
践
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
芸

術
家
と
い
う
評
価
を
自
分
に
課
し
て
自
ら
の
位
置
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
協
力
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
若
い
作
家
た

ち
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
欠
か
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
縄
本
の
若
手
芸
術
家
に
対
す
る
認
識
は
い
さ
さ
か
ナ
イ
ー
ブ
に
思

え
る
。
福
、
永
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
「
冒
険
」
や
「
叛
逆
」
の
「
精
神
」
を
感
じ
た
。
ま
た
、
「
人
間
」
の
編
集
者
は
戦
後
の
文
学
者

が
体
験
す
る
「
模
索
」
と
「
街
僅
」
を
読
み
と
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
た
し
か
に
岡
本
が
い
う
よ
う
に
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
若
い
作

家
た
ち
の
「
時
代
精
神
に
強
烈
な
共
感
を
与
へ
」
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
「
若
い
ジ
ェ
ネ
レ

i
シ
ョ
ン
」
は
「
無
垢
な
人
達
」
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
彼
ら
は
「
何
の
疑
問
を
も
持
た
ず
」
に
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
接
近
し
た
の
で
は
な
く
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
要
詰
に
応
じ

な
が
ら
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
芸
術
の
形
式
の
創
作
の
た
め
に
、
広
く
戦
前
の
文
学
・
芸
術
運
動
を
再
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
乙
う
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し
て
み
る
と
、
岡
本
の
「
若
さ
」
に
た
い
す
る
過
度
な
思
い
入
れ
は
、
改
め
て
考
察
す
べ
き
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

一
二
、
先
駆
者
の
物
語

一
幽
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
の
構
成
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
の
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
芸
術
誌
に
関
す
る
部
分
を
挙
げ
る
と
、

E

「
巴
里
回
想
」
(
「
巴
里
の
悲
劇
」
「
美
の
先
達
者
」
「
巴
里
爾
壌
の
黄
昏
」
)
、
田
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
麗
史
」
(
「
二
十
世
紀
の
絵
画
」
・
「
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
源
泉
」
)
、
百
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
精
神
」
(
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
精
神
」
「
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
に
つ

い
て
」
「
審
美
感
の
断
層
」
)
、

v
「
対
極
主
義
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

関
本
の
い
う
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
、
し
ば
し
ば
「
対
極
主
義
」
と
い
う
彼
の
造
語
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
さ
す
が
に

「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
を
語
る
と
き
に
は
彼
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
芸
術
の
源
泉
」
と
い
う
文
章
を
見
て
も
、
そ
の
源
流
に
は
「
立
体
派
か
ら
は
じ
ま
る
抽
象
派
の
流
れ
で
あ
る
合
理
主
義
的
一
面
」
と
「
ダ

ダ
イ
ズ
ム
か
ら
始
ま
り
、
超
現
実
派
を
通
し
て
な
が
れ
る
非
合
理
主
義
の
一
面
」
が
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
区
分
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
先
に
引
用
し
た
瀧
口
の
場
合
も
同
様
だ
っ
た
。
瀧
口
が
一
九
三
七
年
に
刊
行
し
た
「
近
代
芸
術
」
に
お
け
る
解
釈
は

岡
本
の
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
岡
本
は
彼
の
解
釈
に
従
っ
た
と
も
い
え
る
し
、
西
欧
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
認
識
を
両
者
が
踏
襲

し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
む
し
ろ
彼
自
身
に
よ
る
芸
術
家
岡
本
太
部
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
変
容
で
あ
る
。
そ
の
変
容
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず

画
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
か
ら
ニ
カ
所
を
引
用
し
て
み
た
い
。
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-
ス
ュ

i
ル
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
等
に
出
品
し
て
ゐ
る
と
、
新
聞
雑
誌
等
に
極
め
て
勇
気
づ
け
ら
れ
る
批
評
が
で
た
。
や
が
て
人
か
ら
、

抽
象
画
の
連
中
が
集
っ
て
「
純
正
絵
画
」
を
モ
ッ
ト
!
と
し
、
ス
ュ

i
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
、
余
り
に
文
学
的
な
非
絵
画
的
な
芸
、
術
運
動
に

対
抗
す
る
為
に
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン
と
い
う
団
体
を
造
っ
て
、
こ
れ
か
ら
大
々
的
に
や
る
の
だ
が
、
メ
ン
バ
ー
に

加
は
ら
な
い
か
、
と
誘
は
れ
た
。

私
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
若
い
画
壇
人
と
共
に
仕
事
を
し
、
芸
術
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
兼
て
か
ら
望
ん
で
ゐ
た
と
で
も
あ
り
、
願
つ
で
も

な
い
幸
で
も
あ
る
の
で
、
喜
ん
で
承
諾
し
た
〔
中
略
〕
。
皆
年
配
で
エ
リ
オ
ン
や
セ
リ
グ
マ
ン
が
一
番
若
か
っ
た
が
、
私
よ
り
も
十
も
年
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上
で
あ
る
。
私
は
一
番
若
い
メ
ン
バ
ー
で
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
に
可
愛
が
ら
れ
も
し
か

)
O

-
そ
し
て
こ
の
期
に
純
粋
絵
画
と
銘
打
っ
て
、
所
認
純
粋
派
の
一
派
が
、
余
り
に
も
非
絵
画
的
ス
ュ

i
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
攻
撃
し
な
が
ら
、

一
九
三
二
年
に
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン
と
い
ふ
会
を
創
立
し
た
。
こ
れ
が
明
確
に
抽
象
派
を
表
看
板
に
し
て
ゐ
る
点
、

衆
白
を
惹
い
た
〔
中
略
〕
。
当
時
二
十
二
蔵
の
私
も
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
最
年
少
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
美
の
先
達
者
」
と
「
二
十
世
紀
の
絵
画
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
両
者
と
も
吋
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』
の
一
部
分
で

は
あ
る
が
、
前
者
が
一
九
四
一
年
に
、
そ
し
て
後
者
が
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
の
執
筆
期
間
に
は
六
年
の
開
き
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
引
用
に
共
通
す
る
の
は
、
被
が
「
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン
」
の
最
年
少
会
員
だ
っ
た
と
い
う
自
己

の
位
置
の
誇
示
で
あ
る
。
こ
の
会
は
、
岡
本
も
一
一
=
口
う
よ
う
に
、
一
九
三
二
年
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
i
、
モ
ホ
リ
ナ
ギ
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
と
い
っ

た
当
代
一
流
の
画
家
を
集
め
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、
岡
本
が
最
年
少
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
て

ま
も
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
前
者
の
文
章
に
比
べ
て
、
後
者
の
場
合
は
会
の
説
明
が
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
。
自
ら
の
体
験
で
は
な
く
、
「
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
を
述
べ
る
後
者
の
文
章
に
、
間
本
自
身
の
感
慨
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
の
は
ご
く
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
克
方
を
変
え
る
と
、
岡
本
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
自
ら
の
感
慨
を
抑
制
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
稿
者
は
こ
の
点
に
注
自
し
た
い
。

日
本
で
一
九
三

0
年
代
フ
ラ
ン
ス
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
つ
い
て
説
明
を
も
と
め
る
と
き
、
当
時
外
国
人
芸
術
家
の
一
人
と
し
て
参

加
し
て
い
た
岡
本
太
郎
は
最
適
の
人
と
い
え
よ
う
。
彼
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
先
駆
者
と
し
て
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
語
る
資
格
を
十

分
に
備
え
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
画
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
成
立
す
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
先
駆
者
、
あ
る
い
は
紹
分
者
と

し
て
の
役
割
を
意
識
し
た
岡
本
は
、
「
二
十
世
紀
の
絵
画
」
に
お
い
て
、
彼
の
青
春
時
代
に
た
い
す
る
感
慨
を
省
く
の
は
当
然
だ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
だ
が
、
「
美
の
先
達
者
」
で
は
、
パ
り
と
い
う
場
所
で
画
壇
の
輸
の
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
「
喜
び
」
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
彼
の

2
吾
び
」
か
ら
は
「
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
・
ク
レ
ア
シ
オ
ン
」
へ
の
参
加
が
外
国
人
芸
術
家
と
し
て
や
っ
と
芽
の

で
て
き
た
関
本
に
は
ま
た
と
な
い
機
会
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

戦
後
の
岡
本
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
歴
史
を
語
る
と
き
、
自
分
自
身
の
歴
史
に
た
い
す
る
思
い
入
れ
を
極
力
消
去
し
た
。
し
か
し
、

-97-



関
本
自
身
の
パ
リ
の
青
春
物
語
は
、
戦
前
の
文
章
を
あ
つ
め
た

E
「
巴
里
回
想
」
の
部
分
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
興

味
深
い
記
述
が
あ
る
。

私
の
巴
壁
哀
惜
の
気
持
の
度
は
、
単
に
外
遊
し
た
人
と
は
違
ふ
と
思
ふ
。
私
は
十
八
九
歳
の
、
全
然
詰
ま
ら
な
い
時
分
に
着
い
て
、
心

身
を
共
に
巴
里
に
と
け
こ
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
苦
し
い
事
も
悲
し
い
事
も
身
を
以
て
こ
の
都
で
嘗
め
て
来
た
。
そ
れ
は
こ
の
都
で
な
け
れ

ば
昧
は
え
な
い
や
う
な
、
い
と
も
不
思
議
な
昧
は
ひ
で
あ
っ
た
。
こ
の
市
の
底
知
れ
な
い
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
に
は
、
掘
り
下
げ
て
も
掘
り
下

げ
て
も
汲
み
つ
く
せ
な
い
感
激
と
新
し
い
発
克
が
あ
る
。
そ
の
素
晴
ら
し
さ
は
私
の
感
情
を
引
き
ず
っ
て
、
十
年
以
上
も
こ
の
都
に
青
春

の
年
月
を
過
さ
し
め
た
。
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こ
の
「
巴
里
の
悲
劇
」
と
い
う
文
章
は
、
「
美
の
先
達
者
」
の
前
年
、
す
な
わ
ち
岡
本
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
属
し
た
そ
の
年
に
書
か
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
軍
侵
攻
に
よ
っ
て
や
む
な
く
帰
国
を
果
た
し
た
河
本
は
、
そ
の
無
念
さ
を
赤
裸
々
に
吐
露
す
る
。
そ
れ
は
「
巴
里
哀
惜
」
の
感
情

が
「
単
に
外
遊
し
た
」
者
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
と
息
巻
く
と
こ
ろ
か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。
岡
本
は
十
代
末
か
ら
二
十
代
末
ま
で
を
パ

リ
で
過
ご
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
パ
リ
は
青
春
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
の
'
自
然
な
感
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
彼
が
パ
リ
の
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
」
に
魅
か
れ
て
そ
の
街
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
リ
と
い
う
都
市
が
醸
し
出
す
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
都
市
に
た
い
し
て
抱
く
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
」

で
は
な
い
。
も
し
こ
れ
が
パ
リ
へ
の
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
!
」
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
十
年
と
い
う
月
日
を
過
ご
し
た
鵠
に
た
い
す
る
望
郷
の
思
い

と
し
て
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
パ
り
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
彼
は
当
然
こ
う
し
た
「
哀
惜
」
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
岡
本
は
パ
リ
で
し
か

味
わ
え
な
い
よ
う
な
悲
し
さ
や
苦
し
さ
を
体
験
し
て
い
る
。
彼
の
苦
渋
に
は
別
の
論
理
も
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
が
異
国
の

都
市
で
あ
る
以
上
に
、
芸
術
の
都
(
中
心
地
)
で
あ
っ
た
と
関
本
が
認
識
し
て
い
る
た
め
だ
。
画
家
を
志
す
若
き
日
本
人
青
年
間
本
は
必
ず
し

も
楽
し
い
と
、
ば
か
り
は
い
え
な
い
生
活
の
な
か
か
ら
「
感
激
」
と
「
発
見
」
と
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
彼
の
創
作
の
源
泉
へ
と
変

わ
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
パ
リ
で
の
生
活
を
辛
い
と
思
っ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
い
と
も
不
思
議
な
昧
は
ひ
」
を
得
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
と
き
の
パ
リ
の
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
」
は
、
一
青
年
画
家
の
抱
く
感
情
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
街
の
も
の
悲
し
さ
や
哀
愁
と
も
い
う
べ
き

も
の
だ
。
パ
リ
は
も
の
悲
し
さ
や
哀
愁
に
満
ち
た
彼
の
青
春
と
芸
術
を
象
徴
す
る
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
画
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
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収
め
ら
れ
た
戦
前
の
文
章
群
は
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
先
駆
者
岡
本
太
郎
の
歴
史
に
肉
薄
す
る
だ
け
、
彼
が
戦
後
に
な
っ
て
捨
象
し
よ

う
と
し
た
西
洋
へ
の
郷
愁
や
憧
れ
を
露
呈
さ
せ
る
。
こ
の
点
は
本
節
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
岡
本
の
青
春
に
対
す
る
屈
折
し
た

思
い
は
、
戦
前
の
文
章
だ
け
に
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
語
文
集
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
全
体
に
広
が
る
問
題
で
も
あ
る
。

回
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
i

短
編
小
説
「
青
春
の
森
」
は
画
文
集
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
。
題
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
岡
本
太

郎
自
身
の
パ
リ
で
の
青
春
に
た
い
す
る
郷
愁
に
よ
っ
て
で
き
た
よ
う
な
小
説
で
あ
る
。
筋
立
て
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
主
人
公
は
パ
リ
の
ソ

ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
哲
学
を
専
攻
す
る
日
本
人
青
年
和
泉
で
あ
る
。
彼
は
同
じ
大
学
に
通
う
友
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
ク
レ
!
ル
か
ら
遊
び
に
来

な
い
か
と
い
う
手
紙
を
も
ら
い
、
フ
ォ
ン
テ

i
ヌ
ブ
ロ
!
の
森
に
あ
る
シ
ャ
ト

i
に
向
か
っ
た
。
シ
ャ
ト

1
に
到
着
し
た
和
泉
は
ク
レ
!
ル
と

面
会
し
、
そ
の
場
所
で
ベ
ト
ナ
ム
人
の
血
を
ひ
く
イ
ヴ
エ
ッ
ト
と
い
う
女
性
を
紹
介
さ
れ
る
。
イ
ヴ
エ
ッ
ト
に
出
会
っ
た
瞬
間
肉
欲
に
駆
ら
れ

た
和
泉
は
、
森
の
な
か
で
二
人
き
り
に
な
っ
た
機
会
に
情
事
に
及
ぶ
。
二
人
の
様
子
に
気
づ
い
た
ク
レ
ー
ル
は
嫉
妬
の
感
情
を
露
わ
に
す
る
。

だ
が
、
彼
女
も
和
泉
が
パ
リ
に
戻
ろ
う
と
す
る
夜
に
は
平
常
心
を
取
り
戻
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
が
夢
の
よ
う
な
思
い
出
と
な
っ

て
ゆ
く
。

こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
ま
ず
自
に
つ
く
の
は
女
性
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
小
説
に
出
て
く
る
二
人
の
女
性
は
極
め
て
対
照
的
に
描
か
れ
て
い

る
。
ク
レ
ー
ル
は
生
粋
の
フ
ラ
ン
ス
人
で
容
姿
端
開
。
し
か
も
理
知
的
な
魅
力
に
富
ん
で
い
る
。
一
方
の
イ
ヴ
エ
ッ
ト
は
東
洋
人
と
の
混
血
で
、

官
能
的
な
魅
力
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
和
泉
が
出
会
っ
た
と
き
、
彼
女
は
足
の
け
が
で
包
帯
を
巻
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
女
性

は
西
洋
と
東
洋
、
精
神
と
肉
体
、
完
全
と
不
完
全
と
い
っ
た
こ
項
対
立
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

和
泉
は
、
イ
ヴ
エ
ッ
ト
と
出
会
っ
た
白
か
ら
、
ク
レ

i
ル
と
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
間
で
心
が
揺
れ
動
く
と
は
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
和
泉
は
ク
レ

i
ル
と
す
で
に
殺
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
し
、
彼
女
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
も
い
た
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ャ
ト
!
で
紹

介
さ
れ
た
二
十
名
ほ
ど
の
女
性
の
な
か
で
イ
ヴ
エ
ッ
ト
は
ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
い
た
。

1

1
一
体
ど
う
し
た
の
で
あ
ら
う

i
l
i和
泉
は
思
っ
た
。
二
人
は
先
刻
お
茶
の
席
で
知
合
っ
た
、
ば
か
り
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
お

互
は
こ
ん
な
に
も
惹
き
つ
け
あ
ふ
の
だ
ら
う
。
二
人
の
う
ち
に
流
れ
て
ゐ
る
東
洋
の
盛
の
せ
ゐ
で
あ
ら
う
か
。
互
に
み
つ
め
る
黒
い
撞
は
、
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燃
え
る
情
熱
の
他
に
い
た
は
り
と
理
解
の
色
が
減
っ
て
ゐ
た
。
東
洋
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ

i
が
強
烈
に
二
人
を
関
じ
夢
の
中
に
湾
け
こ
ま
せ
る

の
で
あ
っ
た
。
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イ
ヴ
エ
ッ
ト
の
瞳
は
黒
く
、
「
東
洋
の
血
」
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
が
一
自
で
分
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
鐙
か
ら
は
「
い
た
は
り
と
理
解
の
色
」

が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
感
情
は
「
東
洋
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ
i
」
と
い
う
よ
う
に
、
西
洋
人
の
な
か
に
お
か
れ
た
少
数
者
と
し
て
の
東
洋
人
へ
の
共

感
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
ク
レ

i
ル
は
ど
こ
に
い
て
も
一
目
お
か
れ
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
和
泉
も
興
味
を
示
し
た
の
だ
が
、
彼
女
の

潤
閣
に
は
い
つ
も
フ
ラ
ン
ス
人
男
性
の
取
り
巻
き
が
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
東
洋
人
の
和
泉
は
ず
っ
と
引
け
目
を
感
じ
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ヴ
エ
ツ

ト
の
場
合
も
、
ク
レ

i
ル
と
史
学
科
の
友
人
で
は
あ
る
の
だ
が
、
彼
女
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
仲
間
の
な
か
で
は
や
や
煙
た
が
れ
る
存
在

で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
足
を
け
が
し
て
い
る
せ
い
、
ば
か
り
で
な
く
、
植
民
地
ベ
ト
ナ
ム
と
の
関
係
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
和
泉
、
ク
レ
!
ル
、
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
三
角
関
係
は
、
ま
ず
イ
ヴ
エ
ッ
ト
と
い
う
純
粋
な
西
洋
人
を
頂
点
と
し
て
、
底
辺
に
東
洋
系
の

二
人
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
西
洋
人
に
た
い
す
る
東
洋
人
の
憂
い
が
、
和
泉
と
イ
ヴ
エ
ッ
ト
を
結
び
つ

け
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
伺
じ
東
洋
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
和
泉
と
イ
ヴ
エ
ッ
ト
と
が
実
際
に
向
じ
立
場
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
イ
ヴ
エ
ッ
ト

を
「
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
・
イ
ヴ
エ
ッ
ト
は
貴
方
の
お
国
の
人
で
す
よ
」
と
紹
介
さ
れ
て
、
和
泉
が
「
冗
談
を
い
は
れ
た
気
が
し
た
」
と
感
じ
た
こ

と
か
ら
も
い
え
る
。
和
泉
が
「
冗
談
」
だ
と
思
っ
た
の
は
、
自
本
と
ベ
ト
ナ
ム
が
加
の
国
家
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
当
然
だ
。
し
か
し
、
彼
に

は
独
立
国
家
の
日
本
が
植
民
地
化
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
と
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
帝
国
臣
民
の
優
越
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ト
ナ
ム

と
は
異
な
り
、
日
本
は
台
湾
や
韓
国
を
植
民
地
化
し
て
酉
敵
列
強
と
一
層
を
並
べ
て
い
る
と
い
う
帝
国
主
義
的
感
情
は
和
泉
の
心
に
も
根
付
い
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
の
は
心
外
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
和
泉
は
イ
ヴ
エ
ッ
ト
を
前
に
し
て
同
じ
東
洋
人
で
あ

り
な
が
ら
西
洋
人
と
同
じ
気
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
が
熱
心
に
故
郷
の
話
を
す
る
の
に
も
さ
し
て
耳
を
貸
さ
ず
に
情
交
を

追
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ヴ
エ
ッ
ト
に
た
い
す
る
和
泉
の
ま
な
ざ
し
に
は
、
西
洋
に
お
け
る
東
洋
人
の
連
帯
感
情
と
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
宗
主
国
と
植
民
地
と
い
う
優
劣
感
情
が
絡
み
合
っ
て
い
た
。

そ
の
イ
ヴ
エ
ッ
ト
は
和
泉
の
青
春
の
「
清
熱
」
に
寛
容
な
態
度
を
示
す
。
だ
が
、
ク
レ
ー
ん
は
そ
れ
を
理
性
的
に
拒
否
し
つ

u

つ
け
て
き
た
。

ク
レ

i
ル
と
和
泉
と
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
西
洋
人
で
あ
る
ク
レ
ー
ル
に
主
導
権
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
西
洋
人
と
東
洋
人
と
い
う
基
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準
に
よ
っ
て
言
動
を
規
定
さ
れ
、
そ
こ
に
動
か
し
難
い
優
劣
関
係
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
の
関
係
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
結
び
つ
き
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
は
彼
ら
が
こ
の
森
に
来
る
以
前
か
ら
続
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
舞
踏
会
の
帰
り
、
ク
レ

i
ル
が
和
泉
の
抱
擁

を
拒
み
、
和
泉
が
そ
れ
を
簡
単
に
受
け
入
れ
た
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
森
に
来
る
と
、
劇
中
劇
に
お
い
て
、
男
装
し
た
ク
レ
ー
ル
と
ラ

イ
オ
ン
の
衣
装
を
着
た
和
泉
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
情
欲
に
身
を
任
せ
た
和
泉
は
「
野
獣
」
と
し
て
ク
レ
ー
ル
の
前
に
登
場

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
庭
園
の
野
外
劇
場
で
ラ
イ
オ
ン
の
衣
装
を
着
て
舞
合
に
出
た
和
泉
は
、
「
下
れ
、
野
獣
共
」
と
い
う
ク
レ
ー

ル
の
台
認
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
言
葉
が
劇
の
台
詞
で
は
な
く
、
和
泉
個
人
に
向
け
た
中
傷
と
し
て
聞
こ
え
た
か
ら
だ
。
和

泉
は
こ
う
し
て
ク
レ
ー
ル
の
前
で
卑
し
い
束
、
洋
人
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
パ
リ
に
戻
ろ
う
と
す
る
和
泉
は
ク
レ

i
ル
の
次
の
言
葉
に

涙
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

「
今
日
私
は
貴
方
に
随
分
失
礼
ば
か
り
い
た
し
ま
し
た
わ
ね
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
又
巴
里
で
お
め
に
か
〉
る
ま
で
、
お
互
の
友
情
の
よ
い

思
ひ
出
を
忘
れ
な
い
や
う
に
い
た
し
ま
せ
う
己

1

1

あ
弘
、
ク
レ

i
ル
よ
、
そ
れ
は
僕
が
貴
方
に
言
つ
あ
て
〔
マ
マ
〕
や
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
だ
っ
た
の
だ
。

l

i
と
和
泉
は
た

ま
ら
な
く
な
っ
て
、
硬
く
彼
女
の
手
を
握
り
か
ヘ
す
と
思
は
ず
涙
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
。
ク
レ
ー
ル
の
見
ひ
ら
か
れ
た
躍
に
月
光
が
透
入
っ

て
、
涼
し
く
冴
え
か
へ
っ
た
。
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ク
レ
ー
ル
の
嫉
妬
に
は
罪
が
な
い
と
和
泉
は
い
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
罪
深
い
自
分
を
許
し
た
ク
レ
ー
ル
に
感
動
し
て
い
る
。
嫉
妬
の
た
め
に

一
時
は
感
情
を
む
き
だ
し
に
し
て
き
た
ク
レ

i
ル
は
、
和
泉
に
と
っ
て
や
は
り
理
性
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ク
レ

i
ル
が
よ
う
や

く
落
ち
着
い
た
態
度
で
自
身
の
無
礼
を
謝
罪
す
る
。
そ
し
て
、
和
泉
は
一
人
の
男
性
と
し
て
の
地
位
を
復
権
す
る
。
こ
う
し
て
二
人
の
関
係
が

回
復
し
、
彼
女
は
も
と
の
よ
う
に
美
し
く
見
え
て
く
る
。
和
泉
は
ク
レ
ー
ル
が
体
現
す
る
西
敵
(
フ
ラ
ン
ス
)
の
精
神
と
文
化
の
崇
高
性
の
前

に
脆
く
。
ク
レ
ー
ル
は
西
欧
の
美
と
理
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

和
泉
に
と
っ
て
ク
レ

i
ル
は
、
結
局
子
の
届
か
な
い
憧
れ
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
和
泉
の
「
青
春
の
情
熱
」
は
彼
女
の
「
美
し
さ
」
に

ど
こ
か
「
物
足
り
な
」
さ
を
感
じ
て
い
た
。
和
泉
の
内
部
に
お
い
て
精
神
の
知
的
充
足
と
肉
体
の
欲
望
充
足
と
の
分
裂
が
起
こ
っ
て
い
る
の
を

彼
は
懸
命
に
抑
制
す
る
。
そ
ん
な
と
き
イ
ヴ
エ
ッ
ト
と
い
う
「
情
熱
」
的
な
女
性
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
女
と
の
関
係
が
始
ま
っ



て
す
ぐ
に
「
後
悔
の
念
」
に
襲
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ヴ
エ
ッ
ト
に
は
ク
レ

i
ル
の
よ
う
な
崇
高
さ
を
感
じ
な
い
か
ら
だ
。
「
東
洋
の
ノ
ス

タ
ル
ヂ
i
」
は
あ
く
ま
で
も
西
駄
の
精
神
と
理
性
の
下
位
に
醤
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
和
泉
は
そ
れ
ゆ
え
に
イ
ヴ
エ
ッ
ト
の
精
神
の
内
部
に
立

ち
入
ろ
う
と
し
な
い
。
入
る
以
前
に
そ
れ
は
卑
し
い
も
の
と
和
泉
は
思
い
こ
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
煩
悶
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
小
説
は
結
末
に
向
か
う
の
だ
が
、
和
泉
は
魅
了
さ
れ
た
二
人
の
女
性
に
た
い
し
て
意
外
に
も
次
の

よ
う
な
判
断
を
下
す
。

イ
ヴ
エ
ッ
ト
の
泣
い
た
黒
い
瞳
、
王
子
姿
の
ク
レ
ー
ル
、
観
客
の
歓
声
:
:
:
。
結
局
ク
レ
ー
ル
も
イ
ヴ
エ
ッ
ト
も
自
分
も
、
青
春
の
幻

を
夢
み
て
ゐ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

う
る
は
し
い
青
春
l

i
和
泉
は
自
分
の
若
さ
を
ひ
た
す
ら
に
ほ
こ
ら
し
く
思
っ
た
。
血
潮
が
心
地
よ
く
身
の
襟
に
溢
れ
る
。
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フ
ォ
ン
テ
!
ヌ
ブ
ロ
!
の
森
で
、
和
泉
は
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
と
「
東
洋
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ

i
」
を
分
か
ち
合
い
、
ク
レ

i
ル
は
い
つ
も
の
理
性
を

失
っ
て
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
し
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
休
日
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
イ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
パ
リ
に
戻
る
和
泉
と
の
別
れ
を
惜

し
み
、
ク
レ
ー
ル
は
本
来
の
理
知
的
な
姿
を
取
り
戻
す
。
そ
こ
に
は
「
イ
ヴ
エ
ッ
ト
の
泣
い
た
黒
い
瞳
」
も
「
王
子
姿
の
ク
レ

i
ル
」
も
な
い
。

そ
し
て
、
和
泉
は
生
活
の
場
所
へ
と
戻
り
、
こ
の
日
の
一
切
は
「
青
春
の
森
」
で
起
き
た
か
り
そ
め
の
出
来
事
に
さ
れ
る
。
「
青
春
の
幻
」
は
、

東
洋
と
西
洋
、
そ
し
て
肉
体
と
精
神
の
世
界
に
誼
接
触
れ
得
た
至
福
の
時
間
だ
っ
た
。

小
説
「
青
春
の
森
」
は
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
」
の
先
駆
者
岡
本
太
郎
と
い
う
物
語
を
再
現
し
つ
つ
、
そ
こ
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
も

露
呈
さ
せ
る
。
岡
本
太
郎
が
自
ら
を
パ
り
の
画
壇
に
位
置
付
け
る
と
き
に
消
去
さ
れ
て
い
た
の
は
西
欧
に
た
い
す
る
憧
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
た

い
し
て
小
説
の
主
人
公
和
泉
は
西
殴
へ
の
憧
れ
ば
か
り
で
な
く
、
東
洋
人
と
し
て
の
憂
い
を
も
露
わ
に
す
る
。
当
然
、
締
本
太
郎
本
人
と
和
泉

を
興
一
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芸
術
の
都
パ
リ
に
住
む
日
本
人
青
年
と
い
う
設
定
が
、
画
家
岡
本
が
体
験
し
た
で
あ

ろ
う
憂
い
を
も
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
岡
本
自
身
が
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
劣
等
感
を
読
者
の
前
に
提
示
す
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
東
洋
人
と
し
て
の
劣
等
感
を
示
す
た
め
だ
け
に
イ
ヴ
エ
ッ
ト
が
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
日
を
振
り
返
っ
て
、
和

泉
は
フ
ォ
ン
テ
!
ヌ
ブ
ロ
!
の
森
の
思
い
出
を
つ
つ
る
は
し
」
く
患
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
は
そ
う
し
た
追
憶
に
よ
っ
て
「
血
潮
」

が
「
溢
れ
」
る
ほ
ど
に
自
分
自
身
の
「
若
さ
」
を
実
感
し
て
い
る
。
な
ぜ
和
泉
が
そ
う
し
た
感
情
の
昂
揚
を
体
験
で
き
た
の
か
と
い
え
ば
、
彼
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は
西
敵
へ
の
憧
れ
や
東
洋
人
と
し
て
の
憂
い
を
同
時
に
体
験
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
葛
藤
を
超
越
す
る
視
点
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ク
レ
ー

ル
の
理
知
に
た
い
す
る
憧
れ
と
劣
等
感
は
、
彼
女
の
嫉
妬
を
確
認
す
る
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
、
イ
ヴ
エ
ッ
ト
の
神
秘
に
た
い
す
る
誘
惑
は
、
情

事
の
成
立
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
し
か
も
一
連
の
事
件
は
フ
ォ
ン
テ

i
ヌ
ブ
ロ
1
1

と
い
う
非
日
常
の
空
間
で
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

和
泉
は
い
わ
ば
祝
祭
の
空
間
で
過
ご
し
た
一
日
と
し
て
相
対
化
し
得
た
。
そ
の
結
果
和
泉
は
、
自
ら
の
体
験
を
過
去
の
記
憶
と
し
て
回
顧
す
る

こ
と
が
で
き
、
回
顧
と
い
う
歴
史
化
あ
る
い
は
虚
構
化
の
過
程
で
精
神
的
な
成
熟
の
み
な
ら
ず
肉
体
的
な
「
若
さ
」
を
も
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

画
文
集
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
は
、
パ
リ
の
一
日
本
人
青
年
画
家
で
あ
っ
た
岡
本
太
郎
を
戦
後
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
箭
」
の
先
駆

者
へ
と
導
く
物
語
を
反
復
す
る
。
そ
れ
は
、
小
説
や
詩
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
虚
構
の
世
界
ば
か
り
で
な
く
、
被
の
パ
リ
体
験
を
回
顧
す
る
文
章

に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
経
歴
を
パ
リ
画
壇
の
歴
史
に
組
み
込
む
過
程
に
お
い
て
、
彼
は
西
欧
へ
の
憧
憶
を
消
去
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
説
と
い
う
虚
構
世
界
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
小
説
「
青
春
の
森
」
に
お
い
て
は
、
西
欧
へ
の
埠
僚
と
と
も

に
、
東
洋
人
と
し
て
の
憂
い
、
さ
ら
に
は
戦
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
青
春
に
た
い
す
る
屈
折
し
た
思
い
ま
で
も
が
露
わ
に
な
っ
て
い
た
。

岡
本
は
「
若
さ
」
に
た
い
し
て
非
常
に
ナ
イ
ー
ブ
な
姿
勢
を
一
部
す
。
そ
れ
は
彼
が
「
若
さ
」
を
喪
失
し
て
い
た
の
と
同
時
に
、
意
図
的
に
距

離
を
置
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
青
春
は
戦
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
芸
術
運
動
の
な
か
で
は
、
先
駆
者
と
し

て
新
人
ら
し
さ
を
否
定
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
小
説
「
青
春
の
森
」
は
パ
リ
と
い
う
都
市
を
生
き
た
証
し
で
あ
る
と
雨
時
に
、
遠
い
過
去
の
記

憶
と
な
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

小
説
「
青
春
の
森
」
は
、
西
洋
と
東
洋
、
精
神
と
肉
体
、
憧
憶
と
憂
愁
と
い
っ
た
概
念
を
対
立
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
葛
藤
の
な
か
か
ら
「
若
さ
」

を
創
造
す
る
。
関
本
は
「
対
極
主
義
」
に
つ
い
て
、
抽
象
主
義
と
超
現
実
主
義
、
あ
る
い
は
合
理
と
非
合
理
と
い
う
側
面
か
ら
の
み
説
明
す
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
抽
象
化
さ
れ
た
「
対
極
主
義
」
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
も
、
被
の
忘
却
し
よ
う
と
し
た
〈
脱
亜
入
欧
〉

の
意
識
が
深
く
根
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ア
ジ
ア
に
植
民
地
を
拡
大
し
つ
つ
も
、
対
西
欧
と
い
う
認
識
で
は
ア
ジ
ア
と
の

一
体
化
を
試
み
、
敗
戦
後
は
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
記
憶
を
治
し
去
り
、
出
植
民
地
の
存
在
を
も
忘
却
し
て
ゆ
く
。
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
忘

却
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
、
同
本
が
戦
後
忘
却
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
奇
妙
に
一
致
す
る
。
戦
後
呂
本
芸
術
家
の
第
一
人
者
と
な
る
資
格
は
こ

の
へ
ん
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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註(
]
)
五
十
殿
利
治
「
間
本
太
郎
登
場

iil歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
記
穏
と
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
実
践
〕
、
川
崎
市
岡
本
太
郎
美
術
館
縦
吋
多
面
体
・
間
本

太
郎
|
|
|
映
笑
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
l
i
l」
一
九
九
九
年
、
一
九
頁
。
ま
た
、
倉
林
諸
説
附
本
太
郎
と
横
尾
忠
則
包
(
白
水
社
、
一
九
九
六
年
)
が
、
岡
本
が
戦
後

の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
の
指
導
者
と
な
り
得
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
戦
前
の
彼
が
日
本
の
現
実
と
接
触
せ
ず
、
無
用
問
の
状
態
で
パ
リ
に
い
て
、
情
撒
的
な
立
場

を
と
れ
て
い
た
か
ら
」
(
五
回
頁
)
だ
と
述
べ
た
点
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
自
分
の
境
遇
を
い
か
に
積
極
的
に
利
用
し
、
物
語
と
し
て
再
生
産
し
た
の
か
と
い
う

問
題
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

(2)
横
光
利
一
「
ド
i
パ
ー
を
越
え
て
l
i巴
里
通
信
二
文
芸
春
秋
士
九
三
六
年
七
月
、
二
四
五
頁
。

(3)
岡
本
太
郎
第
一
画
文
集
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
〕
丹
耀
讃
薦
、
一
九
四
八
年
、
一
五
三
頁
。

(
4
)
内
向
日
間
、
一
四
九
頁
。

(5)
瀧
口
修
造
「
一
一
つ
の
前
結
美
術
」
「
読
売
新
関
」
一
九
四
七
年
五
月
六
日

(6)
瀬
木
機
一
百
円
本
の
前
箱
一
九
四
五
i

一
九
九
五
」
(
生
活
の
友
社
、
二

0
0
0
年
)
等
を
参
照
。

(7)
「
編
集
後
記
」
吋
人
間
」
一
九
四
七
年
七
月
、
六
回
頁
。

(8)
間
本
、
前
掲
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
竹
一
一
八

l
九
頁
。

(9)
五
十
殿
氏
は
、
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
挿
入
さ
れ
た
モ
ダ
ン
プ
i
ト
の
図
表
が
、
「
キ
ュ
ピ
ズ
ム
と
抽
象
美
術
展
」
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
、
一
九
三
六

年
)
鴎
録
に
あ
る
図
表
の
邦
訳
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
前
掲
論
文
、
一
九
頁
)
。

(
刊
)
岡
本
、
前
掲
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
円
三
九
頁
。

(
日
)
間
前
、
七
二
頁
。

(
日
)
間
前
、
二
七
頁
。

(
日
)
間
前
、
一
三
八

1
九
頁
。

(
日
)
同
前
、
一
四
八
頁
。

(
日
)
間
前
、
一
回
八
j
九
頁
。
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