
l
、
は
じ
め
に
 
 
 

（
1
）
 
 
 

「
奇
怪
な
再
会
」
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
一
月
五
日
か
ら
二
月
二
 
 

日
ま
で
、
十
七
回
に
わ
た
っ
て
 
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
夕
刊
に
連
載
さ
れ
た
 
 

作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
 
『
夜
来
の
花
』
 
（
第
五
 
 

短
編
集
）
に
収
め
ら
れ
、
翌
年
に
は
金
星
堂
の
名
作
叢
垂
三
番
怪
な
再
会
』
 
 

（
大
正
十
一
年
十
月
）
 
に
も
収
め
ら
れ
る
。
後
者
に
は
「
奇
怪
な
再
会
」
 
 

以
外
に
 
「
妙
な
話
」
 
「
黒
衣
聖
母
」
 
「
影
」
 
「
ア
ダ
ニ
の
神
」
 
の
五
篇
が
収
 
 

め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
超
自
然
現
象
や
非
日
常
的
な
出
来
事
が
描
 
 

か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
 
 

一
九
二
一
年
一
円
一
九
日
付
中
西
秀
男
宛
の
手
紙
に
 
「
「
奇
怪
な
再
会
」
 
 

（
ソ
ニ
 
 

と
云
ふ
怪
談
を
書
い
て
ゐ
ま
す
」
 
と
芥
川
が
み
ず
か
ら
述
べ
て
い
る
こ
の
 
 

作
品
は
、
芥
川
の
作
品
に
し
て
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
も
の
の
ひ
 
 

と
つ
と
い
え
る
。
金
星
堂
刊
行
の
 
『
奇
怪
な
再
会
』
 
に
収
め
ら
れ
た
諸
作
 
 

品
に
関
し
て
、
「
そ
う
じ
て
力
を
こ
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
少
な
 
 

∫
こ
 
 

い
」
と
紅
野
敏
郎
も
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
を
井
上
諭
一
は
「
早
い
 
 

時
期
か
ら
作
家
の
こ
の
時
期
の
作
品
を
軽
視
す
る
見
解
が
現
れ
て
、
一
定
 
 

芥
川
龍
之
介
 
「
奇
怪
な
再
会
」
 
 

－
 
隠
喩
と
し
て
の
狂
気
 
－
 
 

T
ユ
 
 

の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
」
 
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

初
期
の
先
行
論
に
は
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
 
 

吉
田
精
一
は
「
あ
ま
り
に
も
理
知
的
な
ス
タ
イ
ル
や
文
章
が
、
物
凄
い
筈
 
 

て
い
一
 
 

の
感
覚
や
情
景
を
も
妙
に
割
り
切
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
鴎
 
 

外
の
 
『
鼠
坂
』
 
と
鏡
花
の
 
冒
一
尺
角
』
 
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
 
 

三
好
行
雄
も
「
芥
川
好
み
の
怪
異
趣
味
の
短
縮
」
と
ま
と
め
、
「
『
妖
婆
』
 
 

（
大
正
八
牛
）
 
を
書
き
か
え
た
童
話
『
ア
ダ
ニ
の
神
』
 
や
中
国
の
 
『
努
燈
 
 

T
h
】
 
 

新
語
』
 
に
取
材
し
た
 
『
奇
遇
』
な
ど
、
あ
い
か
わ
ら
ず
同
系
列
の
作
品
」
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
菊
池
弘
は
「
主
題
の
点
で
も
「
南
京
の
基
督
」
と
 
 

て
⊥
 
 

通
じ
る
も
の
を
も
つ
」
と
言
及
し
、
語
り
の
手
法
と
い
う
観
点
か
ら
頸
似
 
 

性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
あ
く
ま
で
も
紹
 
 

介
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
と
も
な
う
詳
し
い
作
品
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
初
期
の
先
行
論
で
は
「
奇
怪
な
再
会
」
 
の
評
価
は
ほ
と
ん
 
 

ど
他
作
品
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、
近
年
の
研
究
の
方
 
 

向
性
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
怪
奇
推
理
小
説
と
い
う
立
場
か
ら
読
み
解
く
 
 

（
＝
）
 
 

井
上
諭
一
の
作
品
論
が
新
し
い
見
方
を
提
出
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
物
語
 
 

の
構
造
に
着
目
し
た
一
柳
広
孝
と
岡
田
豊
の
論
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
両
 
 

者
は
語
り
の
構
造
の
分
析
を
と
お
し
て
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
関
係
に
お
 
 

月
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ト い¢て  
仁 」  い

て
（
読
み
）
が
作
品
に
ど
の
よ
う
な
強
制
力
を
も
つ
の
か
を
検
討
し
て
 
 

い
る
。
た
と
え
ば
、
鵬
柳
広
孝
は
、
「
記
述
す
る
『
私
』
1
k
の
語
り
 
－
 
 

『
婆
さ
ん
』
 
の
語
り
と
い
う
入
れ
子
型
の
三
重
構
造
」
と
整
理
し
、
そ
の
 
 

結
果
、
「
こ
う
し
た
三
重
の
語
り
に
よ
っ
て
焦
点
を
結
ぷ
べ
き
お
蓮
條
は
、
 
 

実
は
様
々
な
不
確
定
要
素
に
よ
っ
て
迷
宮
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
閉
じ
込
 
 

丁
エ
 
 

め
ら
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
」
と
、
「
語
り
の
多
重
構
造
」
 
 

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
「
下
位
か
ら
上
位
へ
向
か
う
 
 

階
程
で
の
記
述
・
情
報
選
択
の
有
無
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
」
だ
と
分
 
 

析
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
「
私
」
に
よ
る
確
信
的
な
お
蓮
の
描
出
に
 
 

よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
記
述
す
る
「
私
」
 
の
悪
意
的
、
上
位
的
選
択
に
よ
っ
 
 

て
「
k
」
の
語
り
と
「
婆
さ
ん
」
の
語
り
が
並
列
的
に
書
止
め
ら
れ
る
こ
 
 

と
で
、
テ
ク
ス
ト
 
一
 
読
者
の
関
係
は
、
あ
る
一
定
の
 
（
読
み
）
 
に
統
御
 
 

さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
読
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
惑
乱
を
引
き
起
こ
 
 

す
べ
く
作
品
内
に
導
入
さ
れ
た
語
り
の
多
重
構
造
が
、
有
効
に
機
能
し
て
 
 

い
る
と
は
考
え
に
く
い
」
と
、
む
し
ろ
そ
の
不
徹
底
さ
を
分
析
す
る
。
こ
 
 

の
テ
ク
ス
ト
が
読
者
に
対
し
て
「
一
定
の
 
（
読
み
）
に
統
御
」
す
る
と
い
 
 

う
分
析
に
対
し
て
、
岡
田
豊
は
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
の
検
討
を
と
お
し
 
 

か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
柳
の
言
う
よ
う
に
、
読
者
に
対
し
て
 
 

「
一
定
の
 
（
読
み
）
 
に
統
御
」
す
る
強
制
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
 
 

解
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
奇
怪
な
再
会
」
は
新
聞
小
説
と
し
て
掲
戟
さ
れ
て
い
 
 

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
書
き
手
（
作
家
）
 
と
読
者
の
関
係
の
上
で
「
奇
怪
な
 
 

「
一
人
称
小
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
語
り
手
の
「
確
信
」
は
絶
対
で
は
な
 
 

と
し
て
「
奇
怪
な
再
会
」
を
定
位
し
、
一
柳
広
孝
と
の
差
異
を
明
ら
 
 

と
、
 
 逆
に
積
極
的
に
評
価
し
、
「
語
り
手
を
特
権
化
し
な
い
テ
ク
ス
 
 

再
会
」
を
再
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
 
 

こ
の
時
期
（
大
正
九
～
二
年
）
前
後
の
作
品
（
た
と
え
ば
、
「
薮
の
中
」
 
 

（
大
正
十
山
年
）
 
「
南
京
の
基
督
」
 
（
大
正
九
年
）
 
な
ど
）
 
に
も
み
ら
れ
る
 
 

芥
川
の
一
貫
し
た
方
法
論
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
芥
川
の
作
品
に
お
け
 
 

る
こ
の
よ
う
な
構
造
分
析
は
決
し
て
新
し
い
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
試
 
 

み
が
「
奇
怪
な
再
会
」
に
お
い
て
い
ま
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
 
 

う
の
が
研
究
状
況
で
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
そ
の
試
み
を
徹
底
化
し
て
い
っ
 
 

た
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
人
の
先
行
論
を
踏
ま
え
て
書
き
手
－
読
者
 
 

の
関
係
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
構
造
に
触
れ
な
が
ら
、
先
行
論
が
見
 
 

落
と
し
た
部
分
、
す
な
わ
ち
、
主
要
人
物
で
あ
る
「
支
那
人
」
女
性
の
お
 
 

産
が
こ
の
物
語
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
と
意
味
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
 
 

の
こ
と
が
同
時
代
の
い
か
な
る
政
治
的
文
脈
に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
か
を
 
 

検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
何
を
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
 
 

の
か
を
考
え
た
い
。
 
 

二
、
怪
奇
現
象
を
め
ぐ
る
言
説
－
「
婆
さ
ん
」
の
語
り
を
と
お
し
て
 
 

「
奇
怪
な
再
会
」
は
、
お
遊
と
い
う
女
性
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
お
 
 

蓮
（
本
名
孟
意
蓮
）
 
は
日
滴
戦
争
中
、
威
海
衛
（
中
国
山
東
省
）
 
の
妓
館
 
 

で
寄
を
取
る
女
だ
っ
た
が
、
戦
後
陸
軍
一
等
主
計
の
牧
野
に
妾
と
し
て
囲
 
 

わ
れ
て
深
川
の
本
所
に
住
ん
で
い
る
。
お
蓮
に
は
か
つ
て
愛
し
合
っ
た
金
 
 

と
い
う
中
国
人
の
男
が
い
た
が
、
彼
は
突
然
消
息
を
絶
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
 
 

あ
る
日
お
蓮
は
金
と
の
再
会
を
占
い
師
に
占
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
束
 
 

京
が
森
や
林
に
で
も
な
ら
な
い
か
ぎ
り
昔
の
男
に
会
え
な
い
と
言
わ
れ
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る
。
金
へ
の
思
い
が
つ
の
る
お
蓮
の
所
へ
や
が
て
青
銅
っ
て
い
た
犬
に
似
 
 

た
白
犬
が
迷
い
込
む
。
そ
の
時
か
ら
、
お
蓮
は
つ
ね
に
幻
覚
で
金
を
見
た
 
 

り
、
金
の
声
な
ど
の
幻
聴
を
聞
く
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
犬
は
病
気
で
死
 
 

ん
で
し
ま
う
の
だ
が
、
お
蓮
の
幻
覚
や
幻
聴
は
お
さ
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
次
 
 

第
に
激
し
く
な
る
。
そ
ん
な
時
、
お
蓮
は
金
が
牧
野
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
 
 

こ
と
を
ふ
と
耳
に
し
、
狂
っ
て
し
ま
い
、
「
私
」
 
の
友
人
脳
病
院
医
者
 
 

「
k
」
が
経
営
す
る
「
k
脳
病
院
の
患
者
」
と
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
お
蓮
の
狂
気
物
語
を
「
私
」
は
「
k
」
か
ら
聞
く
の
だ
が
、
 
 

「
k
」
も
お
蓮
の
身
辺
に
い
る
使
用
人
の
 
「
婆
さ
ん
」
か
ら
お
連
に
起
こ
 
 

る
怪
異
現
象
と
し
て
彼
女
の
発
狂
の
経
緯
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 

「
私
」
は
直
接
お
蓮
に
会
っ
た
こ
と
が
な
く
、
「
k
」
か
ら
「
寂
し
い
支
 
 

那
服
の
女
が
一
人
、
白
犬
と
一
し
よ
に
映
っ
て
ゐ
た
」
 
「
古
写
東
」
 
か
ら
 
 

し
か
お
蓮
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
以
下
考
察
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
 
 

て
、
「
私
」
 
に
と
っ
て
お
蓮
が
ま
っ
た
く
の
他
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 
 

注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
、
「
私
」
が
見
た
お
蓮
は
「
k
」
や
「
婆
 
 

さ
ん
」
 
と
適
っ
て
、
「
写
兵
」
 
と
い
う
肖
像
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
点
に
も
 
 

留
意
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
物
語
の
構
造
か
ら
い
っ
て
 
 

も
、
お
蓮
は
書
き
手
の
語
り
を
通
し
て
し
か
客
体
化
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
 
 

る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
怪
談
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
主
に
「
婆
さ
ん
」
 
 

の
語
り
に
あ
る
。
「
婆
さ
ん
」
 
の
語
り
は
三
個
所
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
 
 

で
三
人
称
の
小
説
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
は
ず
の
テ
ク
ス
ト
は
、
「
婆
さ
 
 

ん
」
 
の
語
り
に
よ
っ
て
一
人
称
の
形
式
に
変
貌
す
る
。
な
ぜ
一
人
称
な
の
 
 

か
、
「
婆
さ
ん
」
 
の
語
る
怪
奇
を
二
個
所
引
用
し
て
み
る
。
 
 

「
そ
の
時
分
か
ら
私
は
、
嫌
だ
嫌
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
し
た
よ
。
な
に
 
 

以
上
は
い
ず
れ
も
「
婆
さ
ん
」
が
お
蓮
と
白
犬
を
見
た
時
の
よ
う
す
を
 
 

語
っ
た
言
葉
だ
が
、
「
白
犬
が
…
…
し
げ
し
げ
見
て
ゐ
た
」
「
犬
も
人
間
の
 
 

や
う
に
、
口
を
利
い
て
」
 
「
御
新
造
の
姿
が
、
し
つ
き
り
な
し
に
明
る
く
 
 

な
つ
た
り
暗
く
な
つ
た
り
す
る
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
 
 

「
婆
さ
ん
」
 
の
眠
か
ら
見
る
と
、
お
蓮
が
犬
に
話
し
か
け
る
と
、
白
犬
は
 
 

人
間
の
よ
う
に
そ
れ
に
反
応
し
て
い
る
と
み
え
た
。
「
婆
さ
ん
」
 
の
一
人
 
 

称
の
主
観
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
の
語
り
を
客
体
化
す
る
 
 

第
三
者
の
ま
な
ぎ
し
が
な
い
以
上
、
読
者
は
そ
の
よ
う
に
受
け
と
ら
ぎ
る
 
 

を
え
な
い
。
読
者
は
「
婆
さ
ん
」
 
の
語
り
を
と
お
し
て
お
蓮
に
ま
つ
わ
る
 
 

「
怪
談
」
を
聞
か
さ
れ
る
。
 
 
 

「
婆
さ
ん
」
 
は
な
ぜ
お
蓮
が
そ
の
よ
う
に
見
え
た
の
か
。
「
し
つ
き
り
な
 
 

し
に
」
と
い
う
言
葉
遣
い
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
婆
さ
ん
」
 
 
 

ご
新
造
が
犬
を
相
手
に
、
長
々
と
独
り
語
を
仰
有
る
ん
で
す
が
、
夜
 
 

更
け
に
で
も
そ
の
声
が
聞
こ
え
て
御
覧
な
さ
い
。
何
だ
か
犬
も
人
間
 
 

あ
り
ま
せ
ん
か
？
 
 

が
、
し
つ
き
り
な
し
に
明
る
く
な
つ
た
り
暗
く
な
つ
た
り
す
る
ぢ
や
 
 
 

の
や
う
に
、
口
を
利
い
て
ゐ
さ
う
な
気
が
し
て
、
あ
ん
ま
り
好
い
気
 
 

組
〕
封
川
も
ん
で
す
よ
。
（
中
略
）
膝
へ
犬
を
の
せ
た
御
掛
矧
叫
憩
 
 

婆
さ
ん
は
か
れ
こ
れ
一
年
の
の
ち
、
私
の
友
人
の
k
と
云
ふ
医
者
 
 

に
、
こ
ん
な
こ
と
も
語
つ
て
聞
か
せ
た
さ
う
で
あ
る
。
 
 

（
二
一
一
員
 
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
、
以
下
同
じ
。
）
 
 

し
ろ
薄
暗
い
光
に
、
あ
の
白
犬
が
御
新
造
の
寝
顔
を
し
げ
し
げ
見
て
 
 

動
ね
こ
と
も
あ
つ
た
ん
で
す
か
ら
、
1
」
 
 

（
二
二
二
頁
）
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が
江
戸
の
心
性
を
残
す
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
鍵
と
な
ろ
 
 

【
〓
）
 
 

う
。
芥
川
の
怪
異
評
を
蒐
集
し
た
大
学
ノ
ー
ト
 
『
椒
図
志
異
』
 
の
中
に
は
 
 

彼
が
住
ん
で
い
た
本
所
に
あ
っ
た
家
の
女
中
か
ら
聴
い
た
怪
談
が
い
く
つ
 
 

■
に
－
 
 

か
載
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
幼
少
時
代
の
思
い
出
を
縛
っ
た
「
追
憶
」
 
 

の
中
で
は
小
学
校
の
頃
「
祖
父
の
代
に
女
中
を
し
て
ゐ
た
「
お
て
つ
さ
ん
」
 
 

と
云
ふ
婆
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
怪
談
を
聞
か
せ
ら
れ
た
」
 
（
十
四
 
幽
霊
）
 
 

と
述
べ
、
そ
の
怪
談
を
書
き
留
め
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
の
 
「
婆
さ
ん
」
は
 
 

こ
の
「
て
つ
」
と
い
う
女
中
と
同
じ
心
性
の
持
ち
主
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

あ
る
人
物
が
不
可
解
な
現
象
を
見
て
、
そ
れ
を
他
人
に
語
る
と
き
、
そ
 
 

こ
に
 
（
解
釈
）
 
が
加
わ
る
が
、
そ
の
 
（
解
釈
）
を
規
制
す
る
の
は
、
そ
の
 
 

人
物
が
住
ん
で
い
る
場
所
の
文
化
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
「
婆
 
 

さ
ん
」
 
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
無
学
の
者
に
と
っ
て
は
、
土
地
の
昔
話
は
 
 

そ
の
 
（
知
）
 
の
型
を
強
く
規
制
し
て
い
る
。
「
婆
さ
ん
」
が
あ
る
現
象
を
 
 

見
た
と
き
、
そ
こ
に
怪
異
の
物
語
を
構
成
し
え
る
の
は
、
彼
女
が
住
む
土
 
 

地
 
－
 
「
本
所
の
七
不
思
議
」
と
い
っ
た
不
思
議
な
現
象
が
日
常
的
に
お
 
 

き
る
空
間
の
怪
異
が
、
彼
女
に
お
蓮
が
白
犬
に
語
る
よ
う
す
を
見
て
、
そ
 
 

う
 
（
解
釈
）
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
所
は
芥
川
の
 
「
追
憶
」
 
に
よ
れ
 
 

ば
、
「
そ
の
頃
は
ど
の
家
も
ラ
ン
プ
だ
つ
た
。
従
っ
て
ど
の
町
も
薄
暗
か
 
 

つ
た
。
か
う
云
ふ
町
は
明
治
と
は
云
ふ
条
、
ま
だ
 
「
本
所
の
七
不
思
議
」
 
 

l
〓
■
 
 

と
全
然
緑
の
な
い
訳
で
は
な
か
つ
た
」
と
い
う
土
地
だ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
 
 

土
地
に
ひ
そ
む
怪
奇
が
犬
を
通
し
て
想
起
さ
れ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
に
し
て
も
、
一
般
的
に
猫
や
狸
、
狐
と
い
っ
た
動
物
が
よ
く
怪
奇
 
 

と
関
係
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
犬
を
素
材
に
し
た
の
は
ど
う
 
 

し
て
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
テ
ク
ス
ト
の
次
の
引
用
に
も
着
目
す
る
こ
 
 

と
で
解
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

A
は
牧
野
、
B
は
お
遵
が
一
瞬
白
犬
が
人
間
に
見
え
た
と
い
う
個
所
で
、
 
 

C
は
お
蓮
が
大
の
声
を
男
の
声
と
幻
聴
し
た
個
所
が
書
き
手
に
よ
っ
て
語
 
 

ら
れ
る
。
「
婆
さ
ん
」
 
の
語
り
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
 
 

白
犬
と
接
し
た
人
物
は
自
大
が
人
間
の
よ
う
に
み
え
た
と
設
定
さ
れ
て
い
 
 

る
。
白
犬
の
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
全
編
に
わ
た
っ
て
 
 

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
犬
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
読
者
に
不
気
 
 

味
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
が
逆
に
お
蓮
が
白
犬
に
恋
人
の
金
と
い
う
 
 

人
間
を
幻
視
す
る
こ
と
を
奇
妙
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
 
 

に
は
、
犬
が
「
人
間
界
と
他
界
（
天
上
界
を
含
む
）
と
の
境
界
に
あ
っ
て
、
 
 

犬
自
身
そ
の
両
世
界
を
自
由
に
往
来
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
こ
を
通
 
 
 

B
 
お
蓮
は
何
だ
か
そ
の
眼
つ
き
が
、
人
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
 
 

な
か
っ
た
。
 
 

（
ニ
ー
四
頁
）
 
 

C
 
そ
の
声
は
束
京
へ
来
て
も
、
始
終
心
に
か
か
つ
て
ゐ
た
男
 
 
 

叫
画
に
適
ひ
な
か
つ
た
。
（
中
略
）
と
思
ふ
と
何
時
の
間
に
 
 

A
 
 

「
あ
の
犬
は
利
巧
だ
つ
た
が
、
こ
い
つ
は
ど
う
も
莫
迦
ら
し
い
 
 

犬
 
 

な
。
第
一
人
相
が
 
－
 
人
相
ぢ
や
な
い
、
犬
相
だ
が
、
 
－
 
 
 

相
が
甚
平
凡
だ
よ
。
」
 
 
 

も
う
酔
の
ま
は
つ
た
牧
野
は
、
初
の
不
快
も
忘
れ
た
や
う
 
 

た
。
 
 

に
、
刺
身
な
ぞ
を
犬
に
投
げ
て
や
つ
た
。
 
 

か
、
そ
れ
は
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
る
犬
の
声
に
変
つ
て
ゐ
 
 

（
二
一
三
頁
）
 
 

（
二
二
五
頁
）
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過
す
る
も
の
の
往
来
を
助
け
、
あ
る
い
は
妨
げ
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
両
 
 

｛
‖
）
 
 

義
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
」
霊
的
存
在
と
し
て
作
中
人
物
に
 
 

と
ら
え
て
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
支
那
人
」
女
性
お
 
 

蓮
が
白
犬
に
恋
人
の
金
を
幻
視
さ
せ
た
の
も
、
お
蓮
が
本
所
に
住
む
日
本
 
 

人
の
心
性
を
内
面
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
 
 

て
犬
が
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
に
あ
っ
て
道
案
内
を
つ
と
め
る
、
い
わ
 
 

ゆ
る
他
界
と
の
交
信
が
で
き
る
霊
的
な
生
き
物
で
あ
る
こ
と
は
、
芥
川
の
 
 

一
打
）
 
 

「
一
番
最
初
に
」
読
ん
だ
貸
本
で
あ
る
「
八
犬
伝
」
な
ど
の
書
物
か
ら
も
 
 

伺
え
る
。
そ
し
て
日
本
の
昔
話
を
み
て
み
る
と
、
花
咲
爺
に
お
い
て
宝
物
 
 

の
あ
り
か
を
教
え
る
犬
で
あ
り
、
七
夕
説
話
で
天
上
界
へ
の
単
複
の
橋
渡
 
 

し
を
を
す
る
犬
、
鬼
退
治
の
お
供
を
す
る
犬
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
 
 

で
の
犬
は
い
ず
れ
も
人
間
以
上
の
霊
的
力
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
 
 

て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
犬
の
イ
メ
ー
ジ
は
芥
川
だ
け
で
な
く
、
一
般
読
者
 
 

に
は
容
易
に
会
得
で
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
芥
川
自
身
に
も
昔
話
を
素
材
 
 

と
し
た
「
犬
と
苗
」
 
（
『
赤
い
鳥
』
一
九
一
九
二
）
、
「
素
議
場
尊
」
 
（
『
大
 
 

阪
毎
日
新
聞
 
（
夕
刊
）
』
一
九
二
〇
二
二
）
 
な
ど
の
犬
を
霊
的
に
扱
っ
た
 
 

作
品
が
み
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
白
犬
が
 
「
婆
さ
ん
」
な
ど
の
登
場
人
物
に
不
気
味
さ
を
感
じ
さ
 
 

せ
る
と
い
う
設
定
に
は
、
芥
川
自
身
の
体
験
も
関
わ
っ
て
い
た
。
芥
川
の
 
 

（
1
6
）
 
 

犬
嫌
い
は
「
幼
時
の
体
験
か
ら
由
来
す
る
も
の
」
ら
し
く
、
犬
を
飼
っ
て
 
 

い
る
友
人
の
家
に
行
く
の
を
い
や
が
り
、
犬
が
道
路
に
寝
て
い
れ
ば
ま
わ
 
 

り
適
す
る
ほ
ど
に
犬
を
恐
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
 
 

は
作
品
に
よ
く
犬
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
芥
川
自
 
 

身
の
犬
に
ま
つ
わ
る
実
体
験
、
日
本
昔
話
や
日
本
の
民
俗
的
な
犬
の
イ
 
 

メ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
作
者
の
ま
な
ぎ
し
に
は
霊
的
存
在
に
恐
 
 

怖
を
抱
く
人
間
心
性
が
伺
え
る
と
こ
ろ
か
ら
「
怪
談
」
 
の
た
め
に
白
犬
を
 
 

登
場
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。
 
 
 

「
婆
さ
ん
」
 
の
眼
か
ら
見
る
と
、
怪
奇
の
物
語
を
つ
む
ぎ
だ
せ
る
原
因
 
 

と
な
っ
た
お
蓮
の
憂
鬱
は
、
昔
の
恋
人
で
あ
る
金
へ
の
つ
の
る
思
い
か
ら
 
 

き
た
も
の
だ
が
、
「
婆
さ
ん
」
 
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
知
る
よ
し
も
な
く
、
 
 

お
蓮
に
起
こ
る
怪
奇
の
原
因
を
大
の
出
現
、
言
い
換
え
れ
ば
、
霊
的
な
も
 
 

の
の
崇
り
の
よ
う
に
判
断
し
た
と
し
て
も
無
理
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
、
 
 

読
者
の
読
み
を
も
規
定
し
て
い
く
。
そ
れ
は
お
蓮
が
縁
日
に
弥
動
橋
に
向
 
 

か
う
と
い
う
設
定
で
作
用
す
る
。
お
蓮
は
恋
人
金
が
す
で
に
こ
の
世
を
 
 

去
っ
た
こ
と
を
察
知
し
な
が
ら
も
、
金
が
「
弥
勒
寺
へ
会
ひ
に
来
る
」
と
 
 

い
う
昔
の
朋
輩
で
あ
る
一
枝
の
声
を
幻
聴
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
促
が
 
 

さ
れ
て
お
蓮
は
「
弥
勒
寺
橋
」
 
に
向
い
、
「
植
木
」
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
 
 

「
縁
日
の
市
」
に
占
い
師
（
玄
象
道
人
）
 
の
い
っ
た
「
束
京
が
森
」
と
化
 
 

す
る
こ
と
を
幻
視
す
る
。
そ
れ
も
ま
た
金
と
の
再
会
を
は
た
そ
う
と
す
る
 
 

願
望
の
表
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
幻
聴
や
幻
視
を
読
 
 

者
が
不
気
味
に
思
い
な
が
ら
も
納
得
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
日
本
人
の
心
 
 

性
に
信
仰
伝
統
と
し
て
培
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
別
 
 

れ
た
恋
人
金
と
弥
勒
寺
橋
で
再
会
す
る
と
い
う
幻
想
を
さ
さ
え
て
い
る
の
 
 

が
橋
の
も
つ
信
仰
観
念
で
あ
る
。
お
蓮
が
弥
勒
橋
で
金
と
の
再
会
を
待
つ
 
 

場
面
は
医
者
の
 
「
k
」
 
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
 
 

「
（
前
略
）
 
お
蓮
は
不
相
変
、
ぼ
ん
や
り
其
処
に
倖
ん
だ
値
、
植
木
の
 
 

並
ん
だ
の
を
眺
め
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
牧
野
は
相
手
の
後
へ
、
忍
び
足
 
 

に
そ
つ
と
近
よ
つ
て
見
た
。
す
る
と
お
蓮
は
嬉
し
さ
う
に
、
何
度
も
 
 
 

か
う
云
ふ
独
り
語
を
呟
い
て
ゐ
た
と
云
ふ
ぢ
や
な
い
か
？
 
－
 
恵
珊
 
 31   



夢
の
や
う
な
事
を
し
や
べ
り
出
す
ん
だ
。
（
後
略
）
」
 
（
二
三
九
頁
）
 
 

お
蓮
が
「
と
う
と
う
束
京
も
森
に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
」
と
い
っ
た
と
い
 
 

う
の
は
、
占
い
師
の
い
う
「
束
京
が
森
や
林
に
で
も
な
つ
た
ら
、
御
遭
ひ
 
 

に
な
れ
ぬ
事
も
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
い
う
予
言
を
信
じ
込
ん
だ
お
蓮
の
念
 
 

願
が
叶
っ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
古
く
か
ら
橋
は
「
あ
の
世
と
こ
の
 
 

へ
1
7
）
 
 

世
を
結
ぶ
」
も
の
と
観
念
さ
れ
、
死
者
の
魂
は
そ
の
橋
の
と
こ
ろ
ま
で
 
 

や
っ
て
く
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
お
蓮
が
弥
勒
寺
橋
に
行
く
と
い
う
設
定
の
 
 

背
景
に
は
、
日
本
人
読
者
の
「
橋
」
の
信
仰
を
ふ
ま
え
た
読
み
が
期
待
さ
 
 

れ
て
い
る
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
と
っ
て
も
う
ー
つ
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
 
 

な
い
の
は
、
弥
勒
橋
に
現
れ
た
見
知
ら
ぬ
白
犬
で
あ
る
。
経
れ
ば
な
れ
と
 
 

な
っ
た
男
女
が
出
会
え
る
の
は
、
二
人
の
間
を
異
界
か
ら
現
れ
た
白
犬
が
 
 

橋
渡
し
を
し
た
と
 
（
解
釈
）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
も
 
 

は
や
単
に
信
仰
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
テ
 
 

に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
。
と
う
と
う
東
京
も
森
に
な
つ
た
ん
だ
ね
え
。
』
 
 

…
…
…
 …
…
…
」
 
 

（
中
略
）
 
 
 

k
は
更
に
話
し
続
け
た
。
 
 

「
其
処
へ
雪
の
や
う
な
小
犬
が
一
匹
、
偶
然
人
ご
み
を
抜
け
て
来
る
 
 

と
、
お
蓮
は
い
き
な
り
両
手
を
伸
ば
し
て
、
そ
の
白
犬
を
抱
き
上
げ
 
 

た
さ
う
だ
。
さ
う
し
て
何
を
云
ふ
か
と
思
へ
ば
、
『
お
前
も
来
て
く
 
 

れ
た
の
か
い
？
随
分
此
処
ま
で
は
遠
か
つ
た
ら
う
。
何
し
ろ
途
中
に
 
 

は
山
も
あ
れ
ば
、
大
き
な
海
も
あ
る
ん
だ
か
ら
ね
。
ほ
ん
た
う
に
お
 
 

前
に
別
れ
て
か
ら
、
一
日
も
泣
か
ず
に
ゐ
た
事
は
な
い
よ
。
お
前
の
 
 

代
り
に
飼
っ
た
犬
は
、
こ
の
間
死
な
れ
て
し
ま
ふ
し
さ
』
な
ぞ
と
、
 
 

ク
ス
ト
に
出
現
す
る
白
犬
は
倍
仰
を
逸
脱
し
て
怪
奇
の
存
在
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

テ
ク
ス
ト
の
舞
台
が
境
界
性
を
も
つ
江
戸
の
周
縁
－
本
所
に
設
定
さ
れ
 
 

た
こ
と
も
怪
奇
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
境
界
性
を
了
解
す
る
読
者
 
 

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
非
日
常
的
な
事
件
が
日
常
空
間
で
あ
る
本
所
で
起
 
 

こ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
怪
奇
の
装
置
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
支
え
て
い
る
。
 
 

冒
頭
の
空
間
描
写
で
「
今
は
両
国
停
車
場
に
な
つ
て
い
る
御
竹
倉
」
と
い
 
 

へ
川
｝
 
 

う
書
き
手
の
語
り
が
あ
る
。
「
今
」
と
は
、
「
御
竹
倉
」
が
「
両
国
停
車
場
」
 
 

と
し
て
完
成
さ
れ
た
明
治
三
十
七
年
か
ら
テ
ク
ス
ト
が
作
成
さ
れ
た
大
正
 
 

九
・
十
年
ま
で
の
間
の
時
点
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
御
竹
倉
」
と
 
 

い
っ
た
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
な
感
じ
を
与
え
る
は
ず
な
の
に
、
わ
ぎ
と
 
 

「
今
は
両
国
停
車
場
に
な
っ
て
い
る
」
と
加
え
る
と
こ
ろ
は
、
近
代
化
に
 
 

（
川
）
 
 

よ
っ
て
流
失
し
て
い
く
も
の
へ
と
寄
り
添
う
視
点
が
あ
る
。
「
本
所
両
国
」
 
 

で
「
僕
に
自
然
の
美
し
さ
を
教
へ
た
も
の
は
何
よ
り
も
先
に
「
お
竹
倉
」
 
 

の
中
の
景
色
」
だ
っ
た
と
記
し
た
作
者
芥
川
に
と
っ
て
は
、
「
今
」
の
「
御
 
 

竹
倉
」
が
近
代
の
軍
事
施
設
と
鉄
道
（
被
服
工
廠
と
両
国
駅
）
に
変
貌
し
 
 

た
こ
と
に
対
す
る
喪
失
感
が
伺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
東
京
が
森
に
」
な
る
 
 

日
が
く
れ
ば
、
金
と
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
お
蓮
の
願
望
を
非
 
 

現
実
的
な
世
界
の
中
で
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
設
定
と
重
な
り
あ
う
。
本
 
 

所
の
陰
鬱
な
空
間
や
「
五
位
鷺
」
の
鳴
き
声
に
怯
え
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
神
 
 

経
の
持
ち
主
と
し
て
設
定
さ
れ
た
お
遊
、
そ
ん
な
お
蓮
に
起
こ
る
さ
ま
ぎ
 
 

ま
な
非
日
常
的
な
現
象
は
人
間
の
心
性
が
け
っ
し
て
合
理
性
で
は
説
明
し
 
 

き
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
訴
え
か
け
て
も
い
る
。
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三
、
隠
喩
と
し
て
の
狂
気
 
 

－
明
治
二
十
年
代
と
大
正
期
に
お
け
る
「
病
」
言
説
 
 

さ
き
ほ
ど
「
婆
さ
ん
」
 
の
怪
奇
を
客
体
化
す
る
第
三
者
視
点
は
な
い
と
 
 

い
っ
た
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
医
者
「
k
」
 
の
語
り
が
次
の
場
面
に
設
 
 

定
さ
れ
、
怪
奇
を
狂
気
と
と
ら
え
か
え
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
 
（
客
体
化
）
 
 

の
方
法
が
認
め
ら
れ
る
と
も
い
え
る
。
「
婆
さ
ん
」
の
語
り
か
ら
医
者
「
k
」
 
 

の
語
り
へ
と
時
間
的
に
継
起
す
る
叙
述
構
造
は
、
互
い
に
相
対
化
し
合
う
 
 

こ
と
で
物
語
の
 
（
読
み
）
 
に
と
っ
て
解
釈
は
一
つ
で
は
な
い
と
す
る
多
義
 
 

化
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
お
蓮
の
精
神
症
状
に
つ
い
て
医
者
「
k
」
 
の
語
 
 

り
部
分
は
二
箇
所
 
（
十
六
、
十
七
）
 
あ
る
。
ま
ず
そ
の
ひ
と
つ
に
は
、
右
 
 

の
引
用
の
 
「
夢
の
や
う
な
事
を
し
や
べ
り
出
す
ん
だ
」
 
と
語
る
と
こ
ろ
で
 
 

あ
る
。
こ
れ
は
医
者
「
k
」
が
友
人
の
 
「
私
」
 
に
お
蓮
の
発
狂
症
状
を
聞
 
 

か
せ
て
く
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
医
者
「
k
」
 
の
発
話
に
は
、
お
蓮
を
異
 
 

常
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
蓮
が
死
ん
だ
白
犬
を
幻
視
し
て
い
る
 
 

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
の
判
断
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
の
は
、
そ
の
 
（
幻
覚
）
を
 
（
異
常
）
 
と
と
ら
え
る
診
断
が
の
ち
に
 
 

見
る
同
時
代
の
狂
気
の
言
説
群
に
よ
る
医
者
の
判
断
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
 
 

異
文
化
へ
の
劣
等
視
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
に
本
稿
は
関
心
を
寄
せ
て
い
 
 

る
。
小
田
晋
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
人
が
幻
覚
を
み
る
こ
と
が
普
通
で
あ
 
 

る
文
化
に
お
い
て
は
、
幻
覚
は
異
常
な
こ
と
と
は
い
え
ず
、
正
常
か
異
常
 
 

か
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
の
文
化
の
平
均
値
か
ら
の
偏
り
に
す
ぎ
な
 
 

（
洲
）
 
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
医
者
「
k
」
の
判
断
に
は
、
明
治
時
代
の
 
「
文
化
 
 

平
均
値
か
ら
の
偏
り
」
を
反
映
し
て
い
る
。
明
治
期
の
西
洋
医
学
に
と
っ
 
 

て
、
幻
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
極
度
に
抑
圧
さ
れ
た
精
神
の
異
常
（
神
経
 
 

宕
曇
 
 

病
・
脳
病
）
 
の
こ
と
と
み
ら
れ
た
。
た
だ
お
蓮
の
場
合
、
．
の
ち
に
も
言
及
 
 

す
る
が
、
自
己
の
中
国
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
極
度
の
抑
圧
 
 

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
る
「
幻
覚
」
を
異
常
と
す
る
「
k
」
 
 

の
診
断
も
ま
た
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
つ
む
い
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
の
た
め
に
も
、
医
者
「
k
」
 
の
も
う
一
つ
の
証
言
を
み
て
お
こ
う
。
 
 

と
、
金
さ
ん
金
さ
ん
と
喚
き
立
て
る
ぢ
や
な
い
か
？
考
へ
れ
ば
牧
野
 
 
 

も
可
衷
さ
う
な
男
さ
。
蕃
蓮
を
妾
に
し
た
と
云
つ
て
も
、
帝
国
軍
人
 
 
 

の
片
破
れ
た
る
も
の
が
、
戦
争
後
す
ぐ
に
鰍
矧
刃
を
内
地
へ
つ
れ
こ
 
 

ま
う
と
云
ふ
ん
だ
か
ら
、
人
知
れ
な
い
苦
労
が
お
お
か
つ
た
ら
う
。
 
 

－
 
え
、
金
は
ど
う
し
た
？
そ
ん
な
事
は
尋
く
だ
け
野
暮
だ
よ
。
僕
 
 

は
犬
が
死
ん
だ
の
さ
へ
、
病
気
か
ど
う
か
と
疑
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
」
 
 

（
二
四
二
頁
）
 
 

「
決
し
て
支
那
服
を
脱
が
な
か
つ
た
」
お
蓮
に
対
し
て
、
医
者
「
k
」
 
 

は
異
常
と
み
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
お
蓮
の
境
遇
を
ま
っ
た
く
理
解
し
よ
う
 
 

と
せ
ず
、
彼
女
の
執
着
す
る
も
の
が
何
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
関
心
が
 
 

み
ら
れ
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
医
者
「
k
」
は
お
蓮
の
言
動
を
「
婆
さ
 
 

ん
」
 
の
よ
う
に
怪
奇
現
象
と
し
て
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

「
婆
さ
ん
」
 
の
よ
う
な
江
戸
気
質
を
伝
え
る
人
物
か
ら
す
る
と
、
さ
ま
ざ
 
 

ま
な
怪
奇
現
象
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
出
来
事
は
、
医
者
「
k
」
 
 

に
は
、
単
な
る
病
的
現
象
－
す
べ
て
医
学
的
に
あ
る
い
は
科
学
的
に
説
明
 
 

「
こ
の
病
院
へ
来
た
当
座
は
、
誰
が
何
と
云
つ
た
所
が
、
決
し
て
支
那
 
 

服
を
脱
が
な
か
つ
た
も
ん
だ
。
お
ま
け
に
忍
「
川
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で
き
る
よ
う
な
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
語
り
で
は
同
じ
日
本
人
の
牧
野
の
苦
労
に
対
し
て
、
少
し
皮
肉
の
 
 

口
調
を
混
じ
え
な
が
ら
も
、
そ
の
心
情
に
対
し
て
同
情
し
ょ
う
と
し
て
い
 
 

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
姿
勢
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
「
支
那
」
／
 
 

日
本
と
い
う
民
族
レ
ベ
ル
の
差
異
、
と
い
う
よ
り
も
優
劣
意
識
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
の
意
識
が
ま
さ
に
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
反
映
す
る
こ
と
で
、
 
 

そ
の
差
異
に
正
常
／
異
常
と
い
う
判
断
が
ま
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
 
 

は
異
文
化
性
へ
の
ま
な
ざ
し
が
同
時
代
の
言
説
群
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

日
清
戦
争
後
の
新
聞
を
中
心
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
に
お
い
て
、
 
 

「
病
」
 
の
比
喩
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
内
藤
千
珠
 
 

（
”
ニ
 
 子

は
、
こ
の
時
期
の
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
を
調
査
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
 
 

結
論
づ
け
て
い
る
。
 
 

「
日
本
人
」
な
ら
ぎ
る
「
人
種
」
や
「
民
族
」
、
男
性
な
ら
ぎ
る
「
女
」
、
 
 

衛
生
政
策
を
実
践
す
る
経
済
状
態
を
欠
い
た
「
貧
民
」
や
「
下
級
労
働
 
 
 

者
」
、
日
清
戦
争
の
結
果
新
た
に
植
民
地
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
「
新
領
 
 

地
」
は
、
病
の
比
喩
を
通
し
て
連
鎖
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
結
果
と
し
 
 

て
、
論
理
を
携
え
て
意
味
が
到
来
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 
 

「
支
那
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
血
」
を
介
し
て
 
「
ペ
ス
ト
 
（
黒
死
 
 
 

病
）
」
に
隣
接
し
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
「
ア
 
 

イ
ヌ
」
 
「
韓
人
」
 
「
新
平
民
」
 
「
台
湾
」
と
い
っ
た
言
築
も
ま
た
、
病
 
 

に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
文
字
の
隣
接
関
係
は
、
次
第
に
意
味
と
し
て
結
 
 

実
し
て
し
ま
う
。
 
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
差
別
化
さ
れ
て
い
く
「
支
那
人
」
「
ア
イ
ヌ
」
「
韓
人
」
 
 

「
台
湾
」
人
と
い
っ
た
「
人
種
」
「
民
族
」
、
そ
し
て
「
女
」
「
貧
民
」
「
下
 
 

級
労
働
者
」
 
「
新
平
民
」
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
は
、
彼
ら
が
「
日
 
 

本
人
」
に
比
べ
て
、
そ
の
 
「
血
」
と
「
精
神
」
ゆ
え
に
病
気
に
か
か
り
や
 
 

す
く
、
「
衛
生
上
の
欠
点
」
が
あ
り
、
「
械
れ
」
て
い
る
と
繰
り
返
し
、
表
 
 

象
さ
れ
つ
づ
け
た
と
い
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
日
清
戦
争
後
の
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
 
「
病
」
 
が
人
 
 

種
、
民
族
に
対
す
る
差
別
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
く
が
、
た
だ
そ
の
言
説
 
 

群
が
日
清
戦
争
後
を
背
景
と
す
る
こ
の
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
お
遵
 
 

の
狂
気
と
は
直
接
か
か
わ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
本
稿
と
し
て
そ
れ
ら
の
 
 

言
説
群
か
ら
あ
ら
た
め
て
析
出
し
た
い
の
は
、
「
病
」
と
 
「
支
那
人
」
が
 
 

結
合
し
て
表
象
さ
れ
る
現
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
消
 
 

戦
争
の
順
利
に
よ
っ
て
日
本
が
 
「
脱
亜
入
欧
」
 
し
、
ア
ジ
ア
近
隣
国
家
を
 
 

野
蛮
祝
し
は
じ
め
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

メ
デ
ィ
ア
言
説
の
「
支
那
人
」
表
象
は
、
「
支
那
」
が
日
本
の
帝
国
主
務
 
 

の
植
民
地
化
政
策
の
重
要
な
目
標
で
あ
る
限
り
、
教
化
あ
る
い
は
救
済
と
 
 

い
っ
た
美
名
の
下
で
メ
デ
ィ
ア
言
説
と
し
て
盛
ん
に
再
生
産
さ
れ
続
け
た
。
 
 

れ
m
一
 
 

そ
れ
は
大
正
期
を
代
表
す
る
精
神
医
学
椎
誌
『
変
態
心
理
』
に
み
る
言
説
に
 
 

着
日
す
れ
ば
わ
か
る
。
明
治
期
に
俗
語
化
し
て
い
っ
た
脳
病
、
神
経
病
と
 
 

い
う
用
語
は
、
大
正
年
間
に
入
っ
て
、
心
理
学
主
義
的
な
狂
気
の
と
ら
え
な
 
 

お
し
に
お
い
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
新
た
に
（
変
態
）
と
い
う
用
語
が
用
い
 
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
一
般
に
普
及
し
た
。
そ
の
背
景
の
ひ
と
つ
に
 
 

は
、
『
変
態
心
理
』
 
の
創
刊
者
で
あ
る
中
村
古
峡
が
異
常
心
理
学
の
普
及
に
 
 

㌫
空
 
 

つ
と
め
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
『
変
態
心
理
』
に
取
り
あ
げ
 
 

ら
れ
た
「
変
態
」
が
「
奇
怪
な
再
会
」
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
次
の
引
用
 
 

を
上
げ
れ
ば
わ
か
る
。
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犯
罪
者
、
受
刑
者
、
不
良
少
年
、
天
才
、
精
神
病
者
、
神
経
衰
弱
者
、
 
 

ヒ
ス
テ
リ
ー
、
夢
遊
病
者
、
二
重
人
格
、
不
潔
恐
怖
症
、
酒
乱
、
酌
 
 
 

酎
者
、
香
具
師
、
矧
、
「
反
逆
の
女
性
」
、
「
男
性
化
す
る
女
」
、
蛇
 
 
 

使
い
女
、
電
気
娘
、
不
姫
、
不
能
者
、
私
生
児
、
肺
結
核
患
者
、
「
療
 
 
 

病
患
者
」
、
「
行
路
死
亡
者
、
政
治
運
動
屋
、
駈
落
者
、
「
木
賃
宿
の
 
 
 

人
々
」
、
山
嶺
、
ア
イ
ヌ
、
朝
鮮
人
、
「
剥
珊
刃
」
、
失
業
者
、
「
浮
浪
 
 
 

者
」
、
群
集
、
放
火
、
殺
人
、
私
刑
、
堕
胎
、
自
殺
、
情
死
、
嬰
児
 
 
 

殺
し
、
変
態
性
欲
、
性
病
、
コ
レ
ラ
、
わ
い
せ
つ
行
為
、
姦
通
、
恋
 
 
 

愛
妄
想
、
嫉
妬
、
惑
溺
、
嘘
、
憤
り
、
矧
財
、
噺
、
自
己
暗
示
、
怠
 
 
 

惰
、
疲
労
、
震
災
、
暴
動
、
流
言
蛮
語
、
投
機
、
妖
怪
、
矧
矧
な
ど
。
 
 

『
変
態
心
理
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
栗
原
彬
に
よ
 
 

る
と
、
日
本
の
近
代
化
と
国
家
形
成
の
過
程
で
、
社
会
の
規
範
的
な
定
常
 
 

㌻
己
 
 

系
か
ら
差
別
化
さ
れ
た
も
の
の
目
録
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
急
速
に
 
 

近
代
化
、
合
理
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
大
正
期
に
は
こ
の
日
録
に
該
当
す
る
 
 

者
が
 
（
変
態
）
、
す
な
わ
ち
異
質
の
者
と
し
て
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
、
隔
 
 

離
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
芥
川
と
中
村
古
峡
及
び
雑
誌
『
変
態
心
 
 

理
』
 
の
関
わ
り
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
。
芥
川
と
中
村
古
峡
は
直
接
 
 

な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
両
者
に
は
い
く
 
 

つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
同
期
で
は
な
い
が
、
両
者
と
も
漱
石
の
門
下
生
 
 

で
あ
り
、
古
峡
は
明
治
三
十
六
年
来
京
帝
大
英
文
科
に
入
学
し
た
こ
と
に
 
 

対
し
て
、
芥
川
は
そ
の
十
年
後
の
大
正
二
年
に
入
学
し
て
い
た
。
そ
れ
に
 
 

両
者
と
も
精
神
病
に
か
か
っ
た
家
族
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
芥
 
 

川
と
同
時
代
の
谷
崎
潤
一
郎
は
『
変
態
心
理
』
に
「
（
最
近
の
学
説
）
 
感
 
 

覚
と
芸
術
翫
貿
」
 
（
第
五
巻
第
六
号
、
大
正
九
年
六
月
）
を
発
表
し
、
そ
 
 

の
ほ
か
に
も
大
正
の
数
多
く
の
文
学
者
た
ち
が
『
変
態
心
理
』
に
関
わ
っ
て
 
 

（
訓
一
 
 

い
た
こ
と
か
ら
、
芥
川
が
直
接
維
誠
に
投
稿
し
て
い
な
く
て
も
、
読
者
と
し
 
 

て
『
変
態
心
理
』
に
触
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
 
 

る
。
 
 
 

そ
し
て
そ
れ
を
反
映
さ
せ
た
の
が
「
奇
怪
な
再
会
」
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
 
 

が
発
表
さ
れ
た
大
正
十
年
前
後
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
「
支
那
人
」
と
 
 

「
病
」
が
関
連
づ
け
て
認
識
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
文
明
 
 

と
野
蛮
と
い
っ
た
啓
饗
言
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
精
神
医
学
と
い
っ
た
科
学
 
 

的
認
識
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
が
芥
川
の
こ
の
テ
 
 

ク
ス
ト
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
娼
妓
」
「
支
那
人
」
「
幻
影
」
「
夢
」
 
 

「
迷
信
」
な
ど
を
「
変
態
」
と
す
る
大
正
時
代
の
認
識
の
一
端
を
雑
誌
 
 

『
変
態
心
理
』
か
ら
読
み
取
れ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
な
か
で
「
奇
怪
 
 

な
再
会
」
が
書
か
れ
、
大
正
の
読
者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

そ
こ
に
は
日
涌
戦
争
を
き
っ
か
け
に
形
成
さ
れ
た
帝
国
日
本
の
文
明
、
野
 
 

蛮
言
説
と
い
う
短
絡
的
な
思
考
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
 
 

る
。
 
 
 

確
か
に
前
記
の
岡
田
豊
の
先
行
論
で
も
、
医
者
「
k
」
 
の
言
説
の
背
後
 
 

に
隠
れ
て
い
る
同
時
代
の
認
識
を
裏
付
け
る
よ
う
な
資
料
を
用
い
て
 
（
科
 
 

学
／
非
科
学
）
 
の
構
図
を
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
 
 

本
国
内
に
お
い
て
の
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
日
本
を
国
際
 
 

関
係
の
中
に
お
い
た
時
の
同
時
代
言
説
、
特
に
植
民
地
言
説
を
と
ら
え
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
奇
怪
な
再
会
」
 
の
新
た
な
読
み
を
捷
示
す
る
試
み
で
 
 

あ
る
。
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四
、
お
蓬
の
自
己
分
裂
と
「
支
那
服
の
女
」
と
い
う
表
象
 
 

こ
れ
ま
で
お
蓮
を
め
ぐ
る
言
説
－
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
作
中
人
物
の
ま
な
 
 

ざ
し
と
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
言
説
に
お
い
て
怪
奇
、
あ
る
い
は
狂
気
の
 
 

過
程
を
た
ど
る
 
「
支
那
人
」
女
性
の
悲
劇
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。
そ
こ
 
 

で
さ
ら
に
、
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
メ
デ
ィ
ア
に
 
 

お
け
る
「
支
那
人
」
の
「
病
」
言
説
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
あ
る
政
 
 

治
的
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
「
奇
怪
な
再
会
」
 
に
照
応
さ
せ
て
と
ら
え
 
 

か
え
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
蓮
の
造
形
と
そ
こ
に
浸
透
す
る
時
 
 

代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
通
し
て
、
大
正
十
年
 
（
一
九
二
一
）
 
に
発
 
 

表
さ
れ
た
「
奇
怪
な
再
会
」
が
な
ぜ
明
治
二
十
八
、
九
年
を
時
代
空
間
と
 
 

し
、
か
つ
ま
た
な
ぜ
お
蓮
と
い
う
「
支
那
人
」
 
の
 
「
日
本
人
の
妾
」
と
い
 
 

う
人
物
像
を
造
り
上
げ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
 
 

持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
 
 
 

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
時
代
背
景
が
重
要
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
時
代
背
 
 

景
と
な
っ
た
の
は
明
治
二
十
八
年
 
〓
九
八
五
）
 
初
冬
か
ら
明
治
二
十
九
 
 

年
、
つ
ま
り
日
清
戦
争
後
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
日
中
関
係
を
辿
っ
て
み
 
 

る
と
、
明
治
二
十
八
年
一
月
に
日
本
軍
は
山
東
半
島
に
上
陸
し
、
二
月
に
 
 

は
北
洋
艦
隊
の
軍
港
で
あ
る
威
海
衛
を
陥
落
さ
せ
る
。
そ
し
て
同
年
四
月
 
 

に
下
関
条
約
に
よ
っ
て
日
本
に
遼
東
半
島
、
台
湾
、
彩
湖
島
の
割
譲
を
靖
 
 

国
に
約
束
さ
せ
る
が
、
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
、
遼
東
半
島
の
領
有
権
を
放
 
 

｛
却
）
 
 

（
㌘
）
 
 

棄
す
る
。
威
海
衛
は
戦
争
終
結
後
し
ば
ら
く
賠
慣
金
支
払
い
の
保
障
を
理
 
 

由
に
日
本
の
占
領
下
に
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
一
年
 
（
一
八
九
八
）
 
以
降
 
 

は
イ
ギ
リ
ス
の
租
借
地
と
な
る
。
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
当
時
も
、
日
 
 

本
は
中
国
を
め
ぐ
っ
て
欧
米
列
強
と
帝
国
主
義
的
競
争
を
展
開
し
て
い
 
 

た
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
一
月
の
パ
リ
講
和
会
議
で
日
本
は
山
東
省
 
 

の
権
益
を
獲
得
し
た
が
、
中
国
民
衆
の
激
し
い
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
 
 
 

テ
ク
ス
ト
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
背
景
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
に
日
本
が
 
 

帝
国
主
義
的
な
政
治
闘
争
を
行
っ
て
い
た
時
期
に
重
な
る
こ
と
が
注
目
さ
 
 

れ
る
。
テ
ク
ス
ト
内
で
お
蓮
が
帝
国
支
配
期
の
 
「
敵
国
人
」
、
日
滴
戦
争
 
 

の
戦
場
と
な
り
、
鵬
八
九
八
早
ま
で
日
本
の
占
領
下
に
あ
っ
た
山
東
省
の
 
 

「
威
海
衛
」
の
「
或
妓
館
」
で
「
客
を
取
っ
て
ゐ
た
」
と
し
て
設
定
さ
れ
 
 

た
こ
と
は
偶
然
と
は
い
え
な
い
。
お
蓮
の
人
物
表
象
に
テ
ク
ス
ト
の
時
代
 
 

背
景
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
単
に
彼
女
は
性
的
な
存
在
と
し
て
だ
 
 

け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
読
ま
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

日
清
戦
争
中
戦
場
と
な
っ
た
「
威
海
衛
」
で
娼
妓
を
つ
と
め
た
お
蓮
は
、
 
 

戦
後
す
ぐ
に
牧
野
と
い
う
「
帝
国
軍
人
」
に
よ
っ
て
日
本
に
連
れ
て
来
ら
 
 

れ
、
妾
と
し
て
本
所
の
横
網
に
囲
わ
れ
る
と
と
も
に
、
「
支
那
人
」
だ
っ
 
 

た
頃
の
名
前
「
孟
者
達
」
を
日
本
名
で
あ
る
 
「
お
蓮
」
 
に
変
え
ら
れ
る
。
 
 

そ
れ
は
牧
野
の
友
人
で
あ
り
、
お
蓮
の
日
本
行
き
に
関
わ
っ
た
田
宮
か
ら
 
 

明
か
さ
れ
る
。
 
 

「
今
日
僕
の
友
だ
ち
に
、
－
こ
の
堆
語
尾
に
聞
い
た
ん
だ
が
、
膿
 
 
 

胸
獣
と
云
ふ
や
つ
は
、
矧
矧
剋
前
納
訂
 

ん
ぞ
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
お
適
さ
ん
と
は
世
を
忍
ぶ
仮
の
名
さ
。
此
 
 

所
は
一
番
音
羽
屋
で
行
き
た
い
ね
。
お
蓮
さ
ん
と
は
ー
」
 
（
中
略
）
 
 
 

脱
胴
獣
の
詰
よ
り
や
今
夜
は
一
つ
お
蓮
さ
ん
に
、
昔
の
な
り
を
見
せ
 
 

て
黄
ふ
ん
だ
つ
た
。
ど
う
で
す
？
お
蓮
さ
ん
。
今
こ
そ
お
蓮
さ
ん
な
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ね
、
そ
の
代
り
正
々
堂
々
と
や
る
。
君
の
や
う
に
闇
打
ち
な
ん
ぞ
は
 
 

食
は
せ
な
い
。
い
や
、
こ
り
や
失
礼
。
禁
句
禁
句
金
看
板
の
甚
九
郎
 
 
 

だ
つ
け
。
1
お
適
さ
ん
。
一
つ
、
献
じ
ま
せ
う
。
」
田
宮
は
色
を
変
 
 

へ
た
牧
野
に
、
ち
ら
り
と
顔
を
呪
ま
れ
る
と
、
て
れ
隠
し
に
お
蓮
へ
 
 

盃
を
さ
し
た
。
し
か
し
お
蓮
は
無
気
味
な
程
、
ぢ
つ
と
彼
を
見
つ
め
 
 

（
二
三
三
頁
）
 
 

た
ぎ
り
、
手
も
出
さ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
 
 

田
宮
の
い
う
「
世
を
忍
ぶ
仮
の
名
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
、
前
節
 
 

で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
日
清
戦
争
に
よ
り
帝
国
日
本
に
と
っ
て
敵
国
と
 
 

な
り
、
他
者
と
な
っ
た
 
「
支
那
人
」
を
受
け
入
れ
が
た
く
思
っ
て
い
る
世
 
 

間
の
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
改
名
に
は
植
民
地
化
政
策
 
 

の
道
を
歩
み
は
じ
め
、
そ
の
一
環
と
し
て
採
用
し
た
同
化
政
策
に
躁
欄
さ
 
 

れ
る
お
蓮
の
悲
劇
も
み
て
と
れ
る
。
日
清
戦
争
以
前
の
日
本
は
、
国
内
的
 
 

に
す
で
に
ア
イ
ヌ
や
琉
球
民
族
な
ど
異
民
族
と
さ
れ
る
人
々
に
 
「
立
派
な
 
 

（
釣
）
 
 

日
本
人
に
な
る
こ
と
を
強
要
す
る
政
策
を
取
」
 
っ
た
の
と
同
じ
く
、
日
清
 
 

戦
争
を
通
し
て
獲
得
し
た
植
民
地
に
お
い
て
も
言
語
、
服
装
な
ど
で
日
本
 
 

人
に
同
化
さ
せ
る
た
め
の
政
策
を
と
っ
た
。
明
治
日
本
が
目
ぎ
し
て
き
た
 
 

近
代
化
・
西
欧
化
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
信
仰
風
俗
は
淫
洞
邪
教
の
象
徴
 
 

と
し
て
う
つ
り
、
ま
た
日
本
へ
の
同
化
を
妨
げ
る
元
凶
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
 
 

ア
ッ
プ
さ
れ
、
国
民
的
同
化
を
は
ば
む
随
習
、
人
心
を
ま
ど
わ
す
非
科
学
 
 

（
肋
）
 
 

的
な
迷
信
と
し
て
排
除
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
近
代
化
を
遂
げ
よ
う
と
す
 
 

る
明
治
日
本
の
な
か
で
、
お
蓮
の
よ
う
な
敗
戦
国
の
人
、
世
間
的
に
「
野
 
 

迷
惑
ら
し
い
顔
を
し
た
牧
野
は
、
や
つ
と
も
う
一
度
脆
胴
猷
の
話
 
 

へ
、
危
 

牝
を
取
り
合
ふ
と
、
大
喧
嘩
を
す
る
ん
だ
さ
う
だ
。
そ
の
代
り
だ
 
 

蛮
人
」
、
「
異
民
族
」
と
さ
れ
る
「
支
那
」
 
の
人
間
で
あ
る
「
孟
意
蓮
」
が
 
 

「
お
遵
」
 
に
改
名
さ
れ
た
背
後
に
も
、
こ
の
よ
う
な
植
民
地
政
策
の
政
治
 
 

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
み
と
め
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
上
記
の
テ
ク
ス
ト
引
用
か
ら
は
お
蓮
が
政
治
的
に
ま
た
性
的
 
 

に
二
重
に
日
本
人
 
（
男
）
 
に
支
配
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
裏
付
け
ら
 
 

れ
る
。
田
宮
が
指
す
「
昔
の
な
り
」
と
は
、
お
遵
が
威
海
衛
で
寄
を
取
っ
 
 

て
い
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
お
蓮
が
日
本
帝
国
主
義
の
政
策
の
 
 

方
向
性
に
従
っ
て
、
過
去
の
 
「
支
那
人
」
 
の
娼
妓
か
ら
、
い
く
ら
日
本
語
 
 

を
話
し
、
「
丸
密
」
 
に
結
っ
た
日
本
人
の
 
「
御
新
造
」
 
に
な
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
田
宮
か
ら
す
る
と
、
お
蓮
は
あ
く
ま
で
も
娼
妓
 
－
 
性
的
支
配
の
対
 
 

象
と
し
て
み
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。
帝
国
軍
人
の
牧
野
に
 
 

囲
わ
れ
、
余
儀
な
く
改
名
し
て
暮
ら
す
と
い
っ
た
二
重
に
従
属
せ
ぎ
る
を
 
 

え
な
い
お
蓮
と
い
う
女
性
の
悲
し
さ
と
主
体
の
な
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
 
 

れ
で
も
我
慢
し
て
生
活
し
て
き
た
お
蓮
だ
が
、
牧
野
の
「
闇
打
ち
」
に
よ
っ
 
 

て
金
が
殺
さ
れ
た
と
確
信
し
た
お
蓮
は
、
そ
の
た
め
に
精
神
的
衝
撃
を
受
 
 

け
、
二
つ
の
感
情
の
激
し
い
葛
藤
に
よ
る
精
神
分
裂
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
 
 

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
次
の
個
所
に
あ
ら
わ
れ
る
。
 
 

何
時
か
彼
女
の
心
の
中
に
は
、
凶
暴
な
野
性
が
動
い
て
ゐ
た
。
そ
 
 
 

れ
は
彼
女
が
身
を
売
る
ま
で
に
、
邪
憾
な
継
母
の
争
ひ
か
ら
、
矧
糾
 
 

優
に
任
せ
た
野
性
だ
つ
た
。
白
粉
が
地
肌
を
隠
し
た
や
う
に
、
こ
の
 
 

「
私
は
昔
の
薔
蓮
ぢ
や
な
い
。
今
は
お
蓮
と
云
ふ
日
本
人
だ
も
の
。
 
 

金
さ
ん
も
会
ひ
に
来
な
い
筈
だ
。
け
れ
ど
も
金
さ
ん
さ
へ
釆
て
く
れ
 
 
 

数
年
間
の
生
活
が
押
し
隠
し
て
ゐ
た
野
性
だ
つ
た
。
 
（
二
三
四
貢
）
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以
上
の
引
用
で
「
野
性
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
が
、
「
野
性
」
 
 

と
は
「
粗
野
な
生
ま
れ
つ
き
、
本
能
の
ま
ま
の
性
質
、
洗
練
さ
れ
て
い
な
 
 

い
荒
々
し
い
性
質
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
文
化
や
文
明
に
対
 
 

（
3
1
）
 
 

比
さ
れ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
二
つ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
 
 

よ
う
に
、
「
野
性
」
と
は
未
開
状
態
－
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
西
欧
化
 
 

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
中
国
人
の
性
格
を
一
般
化
し
た
も
の
 
 

で
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
教
化
／
末
教
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
認
識
 
 

に
す
ぎ
な
い
。
引
用
の
発
話
に
よ
れ
ば
、
娼
妓
に
な
る
前
の
お
蓮
 
（
孟
悲
 
 

蓮
）
 
は
不
満
な
こ
と
に
対
し
て
は
争
う
よ
う
な
「
野
性
」
の
一
面
が
あ
っ
 
 

た
が
、
身
を
売
ら
れ
て
か
ら
は
「
野
性
」
 
の
一
面
を
「
押
し
隠
し
て
」
き
 
 

た
。
す
る
と
、
お
蓮
の
自
己
分
裂
は
 
「
昔
の
蕃
蓮
」
、
「
野
性
」
的
と
呼
ば
 
 

れ
る
中
国
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
抑
圧
し
て
「
お
 
 

蓮
」
と
い
う
無
抵
抗
な
自
己
を
演
じ
続
け
て
き
た
が
、
恋
人
の
死
を
予
感
 
 

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
自
己
の
中
の
他
者
性
が
強
烈
に
意
識
 
 

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
を
今
ま
で
述
べ
て
き
た
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
合
わ
せ
て
読
む
 
 

と
き
、
お
蓮
の
自
己
分
裂
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
 
「
凶
暴
な
野
性
」
 
 

と
は
、
帝
国
日
本
が
支
配
し
抑
圧
し
て
き
た
「
野
蛮
国
」
で
あ
る
「
支
 
 

那
」
言
説
と
関
わ
り
合
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
娼
妓
に
な
る
前
の
孟
著
遵
 
 

－
政
治
的
・
性
的
に
支
配
さ
れ
て
い
な
い
身
体
が
日
消
戦
争
以
前
の
中
国
 
 

の
表
象
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
身
体
こ
そ
は
日
滴
戦
争
以
前
の
帝
国
日
本
に
 
 

よ
っ
て
侵
さ
れ
る
前
の
中
国
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
日
 
 

本
軍
人
の
妾
と
し
て
の
お
蓮
1
政
治
的
・
性
的
に
支
配
さ
れ
る
存
在
に
 
 

れ
ば
、
－
」
 
 

（
二
四
二
見
）
 
 

な
っ
た
そ
の
運
命
は
、
日
清
戦
争
後
の
半
植
民
地
化
さ
れ
た
中
国
と
い
う
 
 

意
味
を
も
持
た
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
孟
舌
蓮
と
い
う
中
 
 

国
人
女
性
が
国
家
の
運
命
を
も
担
わ
ぎ
る
を
え
な
い
二
重
の
悲
劇
性
が
お
 
 

蓮
の
病
 
－
 
分
裂
と
い
う
隠
喩
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

脳
病
院
に
送
ら
れ
た
時
「
決
し
て
支
那
服
を
脱
が
な
か
つ
た
」
 
の
は
、
 
 

医
者
「
k
」
か
ら
す
る
と
、
日
本
と
は
異
な
っ
た
生
活
文
化
を
も
つ
中
国
 
 

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
奇
習
異
態
と
し
て
異
化
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
 
 

た
吉
葉
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
お
産
に
と
っ
て
「
支
那
服
」
を
身
に
つ
け
 
 

る
こ
と
は
、
真
の
自
己
こ
そ
が
「
孟
昔
蓮
」
で
あ
り
、
他
者
に
す
ぎ
な
い
 
 

「
お
蓮
」
を
自
己
の
中
か
ら
疎
外
す
る
自
覚
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
っ
た
。
 
 

そ
れ
は
ま
た
今
の
妾
と
し
て
憂
鬱
な
日
々
を
送
る
お
蓮
か
ら
昔
の
恋
人
金
 
 

と
い
る
時
の
 
「
孟
昔
蓮
」
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
こ
 
 

と
に
つ
ら
な
り
、
「
他
界
」
に
い
る
恋
人
と
の
再
会
を
は
た
す
こ
と
が
で
 
 

き
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

換
言
す
れ
ば
、
お
蓮
は
「
支
那
服
」
に
よ
っ
て
の
み
自
己
が
自
己
で
あ
 
 

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
帝
国
主
義
的
制
約
と
 
 

支
配
か
ら
解
放
さ
せ
る
幻
想
を
い
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
お
蓮
 
 

の
狂
気
は
、
テ
ク
ス
ト
内
部
で
は
か
つ
て
の
恋
人
金
へ
の
秘
め
ら
れ
、
抑
 
 

圧
さ
れ
た
感
情
の
衝
動
に
よ
っ
て
釆
た
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
 
 

の
外
部
で
は
日
本
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
そ
の
植
民
地
政
帝
に
 
 

よ
っ
て
差
別
化
、
野
蛮
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
中
心
と
周
縁
の
分
裂
に
よ
っ
 
 

て
発
症
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に
 
 

以
上
本
稿
で
は
、
「
奇
怪
な
再
会
」
 
に
お
け
る
主
人
公
の
中
国
人
女
性
 
 

お
蓮
の
狂
気
に
着
目
し
、
主
に
同
時
代
的
言
説
に
お
い
て
そ
の
狂
気
の
両
 
 

義
性
を
と
ら
え
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
日
 
 

本
帝
国
主
義
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
よ
る
差
別
表
象
と
し
て
、
「
支
那
 
 

人
」
と
「
野
 
（
蛮
）
 
性
」
と
「
病
」
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
時
代
言
説
 
 

に
沿
っ
て
、
お
適
の
狂
気
の
両
義
性
、
特
に
植
民
地
言
説
と
し
て
の
喩
の
 
 

意
味
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
作
品
が
何
を
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
 
 

か
を
考
察
し
て
き
た
。
芥
川
の
作
品
の
あ
る
も
の
は
、
け
っ
し
て
作
家
の
 
 

内
部
に
沈
潜
す
る
主
題
に
没
入
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
家
の
外
 
 

部
に
あ
る
時
代
の
国
家
と
国
際
間
係
、
そ
し
て
民
族
と
し
て
の
他
者
に
対
 
 

す
る
鋭
い
観
察
を
踏
ま
え
た
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
抗
す
る
先
鋭
 
 

性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
 
 
 

植
民
地
支
配
へ
の
危
険
な
道
を
辿
っ
て
い
く
帝
国
日
本
の
危
険
性
を
、
 
 

作
者
芥
川
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
征
服
し
や
す
い
対
象
と
し
て
の
 
「
女
」
と
 
 

い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
周
し
、
脳
病
 
（
分
裂
病
）
 
と
い
う
隠
喩
を
用
い
て
 
 

暴
い
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
に
近
代
合
理
主
義
者
の
脳
病
院
医
者
「
k
」
 
と
 
 

怪
談
を
信
じ
る
江
戸
の
心
性
の
持
ち
主
の
 
「
婆
さ
ん
」
と
い
う
対
照
的
な
 
 

人
物
を
語
り
手
と
し
て
テ
ク
ス
ト
中
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
蓮
 
 

の
悲
劇
に
距
離
を
お
き
た
い
と
い
う
作
者
の
戦
略
が
伺
え
る
こ
と
は
い
う
 
 

ま
で
も
な
い
。
 
 
 

故
郷
や
恋
人
の
元
か
ら
連
れ
去
ら
れ
た
女
性
 
－
 
お
蓮
の
発
話
は
封
印
 
 

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
寂
し
い
支
那
服
の
女
」
 
と
い
う
「
写
真
」
 
の
視
覚
 
 

的
イ
メ
ー
ジ
が
聞
き
手
の
 
「
私
」
 
に
提
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
テ
 
 ク

ス
ト
の
読
者
に
も
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
作
用
は
、
他
 
 

者
と
し
て
の
 
「
支
那
」
を
、
「
支
那
服
の
女
」
 
の
お
遊
と
い
う
他
者
に
重
 
 

ね
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
領
土
と
女
を
と
も
に
領
有
し
た
い
と
い
う
帝
 
 

国
の
性
的
な
眼
差
し
の
対
象
と
し
て
差
し
出
さ
れ
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
に
 
 

お
け
る
三
人
称
の
語
り
か
ら
途
中
で
 
「
私
」
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
た
 
 

こ
と
は
、
お
蓮
と
接
し
た
こ
と
の
あ
る
医
者
「
k
」
と
「
婆
さ
ん
」
 
の
話
 
 

を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
想
條
力
を
加
え
て
語
る
と
い
う
書
き
手
に
 
 

よ
る
語
り
も
こ
の
作
品
に
は
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

実
は
お
蓮
に
ま
な
ぎ
し
を
注
げ
る
も
う
一
人
の
書
き
手
 
（
私
）
 
が
い
る
と
 
 

い
う
揺
れ
を
、
こ
の
作
品
に
も
た
ら
す
が
、
そ
の
揺
れ
こ
そ
お
蓮
の
ア
イ
 
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
と
重
な
り
合
う
。
芥
川
の
こ
の
揺
れ
に
は
牧
野
と
 
 

い
う
近
代
の
帝
国
軍
人
に
犯
さ
れ
悲
憺
な
運
命
を
辿
っ
て
い
く
お
蓮
の
姿
 
 

に
、
同
じ
く
日
本
の
近
代
化
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
本
所
と
い
う
 
ー
 
故
 
 

郷
の
陰
鬱
な
風
景
を
透
か
し
見
よ
う
と
す
る
結
果
で
も
あ
る
。
 
 

注
 
 

T
⊥
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
1
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

『
芥
川
弛
之
介
全
集
』
第
七
巻
、
岩
波
恕
店
、
一
九
九
六
・
五
。
本
論
文
の
引
用
 
 

は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
本
文
に
よ
る
。
 
 

『
芥
川
絶
之
介
全
壊
』
 
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
⊥
ハ
 
 

紅
野
敏
郎
「
影
の
薄
い
本
へ
の
愛
着
 
芥
川
龍
之
介
『
奇
怪
な
再
会
ヒ
 
（
「
国
文
 
 

学
」
、
学
燈
社
、
血
九
八
一
・
五
）
 
 

井
上
諭
血
 
「
『
奇
怪
な
再
会
』
 
論
…
怪
奇
の
行
方
－
」
 
（
『
弘
学
大
語
文
』
第
二
十
 
 

巻
、
一
九
九
四
・
十
二
）
 
 

吉
田
精
一
「
芥
川
絶
之
介
」
三
省
堂
、
一
九
四
二
・
十
二
 
 

三
好
行
雄
「
作
品
解
説
」
角
川
文
庫
、
一
九
八
五
・
五
 
 

菊
池
弘
 
（
ほ
か
）
締
F
芥
川
龍
之
介
事
典
』
明
治
酋
院
、
一
九
八
五
・
十
二
 
 

同
注
 
（
4
）
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（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
柑
）
 
 

（
柑
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

一
柳
広
孝
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
（
夢
）
・
覚
書
－
『
奇
怪
な
再
会
』
ま
で
－
」
 
 
 

（
『
名
古
屋
経
済
大
学
関
学
十
周
年
記
念
論
集
』
 
鵬
九
九
山
 
二
二
）
 
 

岡
田
豊
「
芥
川
龍
之
介
『
奇
怪
な
再
会
』
 
へ
の
一
視
点
－
（
物
語
）
を
物
語
る
 
 

「
私
」
 
の
物
語
と
し
て
－
」
 
（
『
駒
沢
国
文
』
第
三
十
八
巻
、
二
〇
ロ
ー
・
二
）
、
 
 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
一
九
九
八
二
。
葛
巻
兼
敏
の
 
「
解
説
」
 
 

（
『
椒
図
志
異
』
ひ
ま
わ
り
杜
、
一
九
五
五
⊥
ハ
）
 
に
よ
る
と
、
芥
川
が
「
旧
制
高
 
 

等
学
校
時
代
か
ら
大
学
時
代
に
か
け
て
、
先
輩
、
知
己
、
友
人
、
家
族
、
そ
の
他
 
 

等
か
ら
聞
き
、
ま
た
読
書
等
に
よ
り
織
り
得
た
『
妖
怪
』
等
の
頬
を
分
精
し
、
清
 
 

書
し
た
の
」
と
さ
れ
る
。
 
 

一
九
二
六
年
（
大
正
血
五
）
四
日
一
日
発
行
の
「
文
芸
春
秋
」
第
四
年
第
四
号
か
 
 

ら
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
二
日
一
日
発
行
の
同
雑
誌
第
五
年
第
二
号
ま
で
、
血
 
 

一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
。
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
三
巻
、
岩
波
酋
店
、
山
九
 
 

九
六
・
十
一
。
 
 

同
注
（
1
2
）
。
「
そ
の
頃
」
と
い
う
の
は
、
全
集
の
解
釈
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
年
 
 

前
後
を
指
す
。
 
 

菊
池
健
策
「
イ
ヌ
を
め
ぐ
る
民
俗
と
信
仰
」
 
（
土
浦
市
立
博
物
館
第
十
三
固
持
別
 
 

展
図
録
『
犬
も
の
が
た
り
－
人
と
犬
の
文
化
史
－
』
土
浦
市
立
博
物
館
、
一
九
九
 
 

四
・
十
所
収
）
 
 

芥
川
の
「
私
の
文
憎
に
出
る
ま
で
」
 
（
「
文
章
倶
楽
部
】
一
九
一
七
・
八
）
 
で
、
小
 
 

学
校
時
代
、
貸
本
で
、
「
一
番
穀
初
に
 
『
八
犬
伝
』
を
読
」
ん
だ
と
あ
る
。
引
用
 
 

文
は
岩
波
酋
店
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
巻
二
九
九
五
二
二
）
 
に
よ
 
 

る
。
 
 

森
本
修
「
芥
川
文
学
の
一
側
面
」
 
『
立
命
館
大
学
日
本
文
学
研
究
』
所
収
、
一
九
 
 

五
七
・
三
 
 

三
浦
甚
弘
、
岡
本
義
高
二
臆
の
文
化
誌
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
・
六
 
 

山
本
純
美
『
墨
田
区
の
歴
史
』
名
著
出
版
、
一
九
七
八
▲
五
 
 

「
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
二
 
 

小
田
酋
『
人
は
な
ぜ
、
気
が
狂
う
の
か
？
』
は
ま
の
出
版
、
鵬
九
九
四
二
ハ
 
 

小
田
晋
『
日
本
の
狂
気
誌
』
 
思
索
社
、
一
九
九
∩
て
五
 
 

内
藤
千
珠
子
「
病
う
身
体
－
「
血
」
と
「
精
神
」
を
め
ぐ
る
比
喩
」
 
（
金
子
明
雄
 
 
 

（
ほ
か
）
綿
『
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
帝
国
－
明
治
三
〇
年
代
の
文
化
研
究
』
所
曜
 
 

杜
、
二
〇
〇
〇
・
四
）
 
 

（
2
3
）
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
中
村
古
峡
が
創
設
し
た
日
本
精
神
医
学
会
の
月
刊
機
 
 

関
誌
で
、
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
ま
で
足
掛
け
〓
〕
年
間
に
全
一
〔
三
冊
を
 
 

出
し
て
終
わ
っ
た
。
「
変
態
」
と
は
文
字
通
り
「
常
態
」
「
正
態
」
で
な
い
こ
と
、
 
 

「
変
態
心
理
」
と
は
異
常
心
理
、
超
心
理
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
中
村
古
 
 

峡
の
関
心
は
性
な
ど
の
個
人
心
理
だ
け
で
な
く
、
迷
信
な
ど
の
集
団
的
心
理
現
 
 

象
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
ら
を
物
質
的
、
肉
体
的
な
欠
陥
や
病
気
と
し
て
で
は
な
 
 

く
、
精
神
的
、
心
理
的
な
変
態
現
象
と
し
て
、
科
学
的
に
解
釈
し
、
治
療
し
よ
う
 
 

と
し
た
。
 
 

（
2
4
）
 
同
注
 
（
2
1
）
 
 

（
空
柴
原
彬
「
「
科
学
」
的
言
説
に
よ
る
霊
的
次
元
の
解
体
構
築
－
大
本
数
へ
の
ま
な
 
 

ぎ
し
」
 
（
小
田
晋
（
ほ
か
）
霜
∵
召
変
態
心
理
』
 
と
中
村
古
峡
‥
大
正
文
化
へ
の
 
 

析
視
角
』
不
二
出
版
、
二
〇
∩
二
・
一
）
 
 

（
2
6
）
 
復
刻
版
 
『
変
態
心
理
 
解
説
・
総
目
次
・
索
引
 
（
一
九
一
七
・
血
∴
－
～
二
九
二
 
 

六
・
一
〇
）
』
不
二
出
版
、
一
九
九
九
・
一
二
そ
の
ほ
か
に
、
芥
川
の
近
辺
に
 
 

い
る
文
学
者
た
ち
の
作
品
が
雑
誌
這
変
態
心
理
』
の
文
芸
欄
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
 
 

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
鮫
人
」
」
 
（
五
巻
二
号
、
一
九
二
〔
U
・
 
 

二
）
、
佐
藤
奉
安
の
「
あ
る
男
の
話
」
（
同
上
）
、
室
生
犀
星
の
「
結
婚
社
の
手
記
」
 
 

（
五
肇
二
号
、
山
九
二
ロ
∴
二
）
、
葡
池
魔
の
「
盗
看
破
盗
者
」
 
（
五
巻
五
号
、
一
 
 

九
二
〇
・
五
）
久
米
正
雄
の
「
工
廠
裳
に
て
」
 
（
同
上
）
 
な
ど
で
あ
る
。
 
 

（
2
7
）
大
江
志
乃
夫
 
（
ほ
か
）
絹
「
植
民
地
帝
国
日
本
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
・
十
山
 
 

（
2
8
）
関
口
安
義
絹
『
芥
川
馳
之
介
新
辞
典
』
翰
柿
書
房
、
二
〇
〇
三
・
十
二
 
 

（
空
山
路
勝
彦
F
台
湾
の
植
民
地
統
治
‥
「
無
主
の
野
蛮
人
」
と
い
う
言
説
の
展
開
』
 
 

日
本
国
番
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
二
 
（
学
術
叢
酋
）
。
 
 

（
3
0
）
立
川
昭
二
『
明
治
医
轟
往
来
』
新
潮
社
、
一
九
八
六
・
四
、
三
九
三
頁
。
 
 

（
3
1
）
 
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
 
ヘ
ン
リ
『
「
野
生
」
の
誕
生
－
未
開
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
』
世
爽
 
 

思
想
社
、
二
〇
〔
〕
三
・
十
 
二
十
七
頁
 
 

（
コ
ウ
 
ゲ
ツ
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
総
合
文
学
）
 
 

40   


	0028.tif
	0029.tif
	0030.tif
	0031.tif
	0032.tif
	0033.tif
	0034.tif
	0035.tif
	0036.tif
	0037.tif
	0038.tif
	0039.tif
	0040.tif
	0041.tif

