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な
っ
て
近
代
を
見
る
こ
と
で
、
人
間
本
来
の
姿
を
映
し
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ス
ト
ー

ン
ヘ
ン
ジ
に
つ
い
て
の
鶴
見
の
次
の
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
「
自
分
が
く
ず
れ
お
ち
た
あ
と
を
考
え
に
い
れ
て
何
か
を
数
千
年
の
後
に
つ
た
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
証
明
の
よ
う
な
も
の
を
表
現
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ

う
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
作
品
が
く
ず
れ
て
ゆ
く
な
り
ゆ
き
を
く
り
い
れ
て
、

四
〇
〇
〇
年
後
に
対
し
て
何
か
を
う
っ
た
え
よ
う
と
す
る
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
」
⑦
。

　

近
代
国
家
の
百
四
十
年
に
対
す
る
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
千
年
は
、は
る
か
に
遠
い
射
程
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
に
今
一
度
現
代
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
直
す
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
上
に
こ
の
言
葉
は
、
現
時
点
に
お
け
る
鶴
見
の
諦
観
に
近
い
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　　

註

　

①　

 

鶴
見
俊
輔
、ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
『
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
』、二
〇
〇
二
年
、

光
文
社
。
三
ペ
ー
ジ
。

　
　
　

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
グ
‐
三
）
等
と
表
記
す
る
。

　

②　

 

鶴
見
俊
輔
『
未
来
に
お
き
た
い
も
の
は
』、二
〇
〇
二
年
、晶
文
社
。
三
五
六
ペ
ー
ジ
。

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、（
未
‐
三
五
六
）
等
と
表
記
す
る
。

　

③　

 『
鶴
見
俊
輔
集
‐
九　

方
法
と
し
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』、
一
九
九
一
年
、
筑
摩
書
房
。

四
〇
七
ペ
ー
ジ
。　

　

④　

同
右
。

　

⑤　

 『
鶴
見
俊
輔
集
‐
十
一　

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』、
一
九
九
一
年
、
筑
摩
書
房
。

四
一
一
ペ
ー
ジ
。　

　

⑥　

同
書
、
四
一
五
ペ
ー
ジ
。

　

⑦　

同
書
、
四
〇
八
ペ
ー
ジ

ず
っ
と
底
の
方
ま
で
い
え
ば
、
地
球
の
資
源
の
再
配
分
に
対
す
る
要
求
な
ん
で
す
。
な
ぜ
、

ア
メ
リ
カ
人
は
あ
そ
こ
に
住
ん
で
い
て
、
な
ぜ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
こ
ち
ら
に
住
ん
で

い
る
の
か
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
が
、
ブ
ワ
ッ
と
出
て
き
て
い
る
」（
未
‐

三
六
三
）。

　

こ
の
こ
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
国
民
国
家
＝
明
治
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
視
点
で
の
話

と
な
っ
て
い
る
が
、
鶴
見
に
は
か
つ
て
、
こ
の
視
点
に
通
じ
る
感
想
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
を
訪
ね
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

　
「
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
は
、
私
た
ち
が
今
つ
く
る
も
の
も
、
や
が
て
こ
の
石
と
お
な
じ
よ
う

に
不
可
解
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。私
た
ち
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

す
べ
て
過
ぎ
さ
っ
て
、
死
の
世
界
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
⑤
。

　
「
人
間
の
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
す
る
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
ほ
ろ
び
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
。

　

実
現
し
た
も
の
の
す
べ
て
が
ほ
ろ
び
て
、
可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
、

可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
だ
け
が
の
こ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
に
す
ぎ
ず
、
存
在
に
足
場
を
も
た
な

い
が
、
そ
の
論
理
を
目
で
見
え
る
形
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
の

石
の
わ
く
ぐ
み
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
の
中
か
ら
、
私
た
ち
が
ふ
た
た
び
、
流
れ
出
し
て
、
こ
こ
に
あ

ら
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
」
⑥
。

　

こ
の
鶴
見
の
視
点
が
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
発
想
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
は
近
代
国
家
の
枠
組
み
以
前
に
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
、
人
間
の
も
と
も
と
か
ら
の
あ

り
方
こ
そ
が
基
底
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
現
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
問
題

解
決
へ
の
道
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

六

　　

以
上
こ
こ
ま
で
、
鶴
見
の
言
う
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
も
の
さ
し
と
、
近
代
国
家
と
し
て
の
明
治

国
家
＝
国
民
国
家
並
び
に
そ
れ
を
構
成
す
る
国
民
へ
の
批
判
の
視
点
を
検
討
し
て
き
た
。
鶴

見
の
視
点
は
、
近
代
国
民
国
家
の
支
配
に
対
し
て
抵
抗
し
て
い
く
拠
点
を
、
個
人
、
人
び
と

が
近
代
以
前
の
昔
か
ら
そ
れ
に
従
っ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
し
き
た
り
、
習
慣
に
見
出

す
。
そ
し
て
そ
れ
は
い
わ
ば
近
代
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
長
い
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
と
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こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
地
方
か
ら
武
士
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
決
着
の
つ
け
方
が
わ
か

ら
な
い
ま
ま
、
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
、
こ
の
千
年
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
、

と
い
う
気
は
し
ま
し
た
け
ど
ね
」（
未
‐
三
五
六
）。

　

近
代
国
民
国
家
へ
の
批
判
は
、
か
く
し
て
千
年
と
い
う
時
間
の
視
点
を
持
っ
て
進
め
ら
れ

る
べ
き
事
柄
に
な
る
が
、
そ
れ
は
鶴
見
自
身
の
側
で
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
い
か
に
続
け
て
生

き
る
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
再
び
、橋
本
と
の
対
話
の
中
か
ら
引
用
し
よ
う
。

「
鶴
見　
（
前
略
）
橋
本
さ
ん
の
方
法
は
、
編
み
直
し
の
方
法
。
自
分
の
前
の
千
年
、
目
前
に

あ
る
次
の
千
年
に
向
け
て
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
後
ろ
の
千
年
が
残
し
て
く
れ
た

も
の
を
、
現
在
の
自
分
の
必
要
に
応
じ
て
編
み
直
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
長

い
修
練
の
歴
史
が
あ
る
。

　

橋
本　

千
年
と
い
う
の
は
確
か
に
大
き
な
塊
で
す
け
れ
ど
、
い
ま
よ
り
前
の
千
年
と
い
う

の
は
、
千
年
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
藤
原
摂
関
家
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
日

本
列
島
の
千
年
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
千
年
と
い
う
の
は
大
き

な
流
れ
じ
ゃ
な
い
と
も
い
え
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
僕
が
何
を
考
え
る
か
と
い
え
ば
、
明
日

自
分
が
生
き
て
い
く
こ
と
は
今
日
の
う
ち
に
わ
か
る
け
れ
ど
、
あ
さ
っ
て
の
こ
と
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
か
ら
、
あ
さ
っ
て
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、
今
日
の
こ
と
を
考
え
よ
う
、
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
さ
っ
て
は
、
い
つ
の
間
に
か
千
年
く
ら
い
続
い
て
い

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
。

　

で
、
い
ま
考
え
て
い
る
の
は
と
り
あ
え
ず
自
分
一
人
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
明
日
に
な
っ
た

ら
も
う
一
人
『
自
分
と
関
係
あ
る
人
間
』
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
明
日
他
人
が

現
れ
た
時
に
、そ
の
他
人
と
合
意
が
と
れ
る
よ
う
な
方
向
で
あ
さ
っ
て
の
こ
と
を
考
え
よ
う
、

そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
な
ん
で
す
」（
未
‐
三
七
七
〜
三
七
八
）。

　

こ
れ
と
同
様
な
こ
と
を
鶴
見
は
、
別
の
個
所
で
述
べ
る
。

　
「（
前
略
）
私
は
明
日
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
生
き
て

い
く
よ
う
な
価
値
に
よ
っ
て
、
明
日
ま
で
の
二
十
四
時
間
を
生
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
の
価
値
っ
て
何
っ
て
い
わ
れ
る
と
ね
。
一
つ
は
、
私
は
生
き
た
い
。
こ

れ
は
、
原
罪
を
含
ん
で
い
る
。
私
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
い
ろ
ん
な
も
の
を
殺

し
て
る
ん
だ
か
ら
。
そ
の
次
に
、
私
個
人
じ
ゃ
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
、
何
人
か
の
人
と
一
緒

に
助
け
合
い
な
が
ら
生
き
た
い
。
そ
の
何
人
か
の
人
と
助
け
合
い
な
が
ら
、
と
い
う
の
が
、

点
線
で
地
球
全
体
に
つ
な
が
る
ん
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
地
球
の
資
源
の
再
配
分
の
問
題

と
、
論
理
的
に
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
結
局
、
あ
の
同
時
多
発
テ
ロ
と
い
う
の
は
、（
中
略
）

　
「
あ
の
『
九
月
十
一
日
』
の
事
件
、
あ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
と
千
年
の
関
係
を
私
に
呼
び

覚
ま
し
た
。
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
。
と
同
時
に
、
昔
の
千
年
、
五
千
年
も
呼
び
覚
ま
し
た
。

あ
れ
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
を
思
い
出
さ
せ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、『
人
類
五
千
年
』
と
い
っ
た
り
、『
千
年
先
』
な
ん
て
い
わ
れ
て
も
、
抽
象
的

な
概
念
で
ね
、
な
ん
か
進
歩
的
な
大
学
の
教
授
の
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
ま
っ
た
く
血
肉
に

響
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の
事
件
で
は
、『
あ
っ
』
と
思
っ
て
ね
、
千
年
先
が
ぶ
わ
っ

と
立
ち
上
が
っ
て
き
た
ん
だ
」（
未
‐
三
五
三
）。

　
「
私
が
、
あ
の
時
喚
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
ま
ま
で
自
分
の
中
で
抽
象
語
で
し
か
な

か
っ
た
『
ミ
レ
ニ
ア
ム
』
と
い
う
の
が
、
パ
ッ
と
現
れ
た
。
そ
の
時
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ

る
『
私
の
坐●

●る
場
所
』
は
、
も
し
明
日
死
ぬ
と
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
千
年
生
き
る
価
値
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
生
き
た
い
と
私
は
思
っ
た
」（
未
‐
三
五
四
）。

　

そ
し
て
こ
れ
に
関
連
し
て
鶴
見
の
脳
裏
に
登
っ
た
と
す
る
の
が
、
原
爆
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。

　
「
私
が
考
え
た
の
は
、
原
爆
。
原
爆
を
思
い
出
し
た
。
原
爆
の
嘘
を
、
こ
の
先
千
年
、
ア

メ
リ
カ
は
隠
し
通
せ
る
か
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
戦
略

爆
撃
調
査
団
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
日
本
の
上
を
い
つ
も
平
気
で
飛
ん
で
い
た
か
ら
、
日
本

の
工
業
力
が
全
滅
し
た
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
た
ん
で
す
。（
中
略
）
ど
う
し
て
原
爆
を
落

と
し
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
生
命
を
救
う
た
め
と
か
、
接
戦
だ
っ
た
と
か
、

嘘
を
書
い
た
ん
だ
け
ど
、
理
由
は
一
つ
し
か
な
い
ん
だ
。
あ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
金
を
使
っ

た
ん
だ
か
ら
、
ど
こ
か
で
ち
ゃ
ん
と
そ
の
効
果
を
見
せ
な
い
と
、
議
会
が
承
知
し
な
い
。
つ

ま
り
、
金
の
た
め
な
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
千

年
、
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
私
の
疑
問
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
あ
の
、
ビ
ル

の
崩
壊
す
る
映
像
を
見
な
が
ら
考
え
た
」（
未
‐
三
五
三
〜
三
五
四
）。

　

こ
こ
で
鶴
見
は
、「
バ
ベ
ル
の
塔
」、「
原
爆
」、
イ
ス
ラ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
を
絡
め

て
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
行
き
着
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
同
感
す
る
形
で
橋
本
が
、
自
分
の
対

象
分
野
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
語
る
。

　
「
橋
本　

そ
う
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
偶
然
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
僕
、『
源

氏
物
語
』
を
や
っ
て
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
あ
れ
が
だ
い
た
い
、
い
ま
か
ら
千
年
前
く
ら
い
だ

か
ら
、
そ
の
『
源
氏
』
か
ら
あ
と
が
一
千
年
紀
な
ん
だ
な
、
と
い
う
の
は
、
二
十
世
紀
の
終

わ
り
く
ら
い
に
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
部
の
特
権
階
級
の
文
化
が
都
で
貴

族
を
作
り
、『
あ
と
の
全
部
は
地
方
』
と
い
う
形
で
、
都
以
外
は
な
く
て
も
同
じ
、
と
い
う
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い
、
と
鶴
見
は
強
調
す
る
。

　
「
明
治
国
家
を
キ
チ
ン
と
ゆ
っ
く
り
解
体
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
う
っ
か
り
す

る
と
、
ま
だ
使
え
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
戦
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
来
た

で
し
ょ
う
。
彼
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
合
理
的
だ
っ
た
と
思
う
け
ど
、
い
ま
ま
で
の
型
を
利
用
し

た
。
天
皇
と
文
部
省
と
東
大
、三
つ
と
も
、ア
メ
リ
カ
に
全
然
な
い
も
の
。
で
、こ
れ
を
使
っ

て
、
指
導
者
養
成
を
す
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
を
し
た
か
ら
、
同
じ
仕
方
で
明
治
国
家
と
同

じ
タ
イ
プ
の
官
僚
が
次
々
出
て
く
る
。（
後
略
）

　

そ
の
型
は
、
一
九
〇
五
年
に
決
ま
っ
た
ん
で
す
。
日
露
戦
争
の
終
わ
り
、
あ
そ
こ
で
型
を

決
め
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
。
そ
し
て
受
験
戦
争
で
勝
ち
残
っ
て
く
る
人
を
官
僚
に
す

る
。
一
九
〇
五
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
百
年
の
型
が
、い
ま
も
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

敗
戦
の
一
九
四
五
年
で
解
体
作
業
が
終
わ
っ
た
と
誤
認
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
け
ど
、
実

は
し
て
な
い
ん
だ
。
ま
だ
続
い
て
い
る
ん
だ
」（
未
‐
三
五
九
〜
三
六
〇
）。

　

鶴
見
の
こ
の
指
摘
は
、
従
来
ま
で
の
主
張
で
あ
る
「
自
分
を
守
る
も
の
は
、
個
人
の
内
面

性
で
あ
り
、自
分
た
ち
の
く
ら
し
て
い
る
土
地
で
の
自
治
の
慣
習
で
あ
る
」③
、あ
る
い
は「
個

人
の
想
像
力
と
個
人
の
（
で
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
）
し
き
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
と
土
地

で
の
し
き
た
り
が
、
世
界
国
家
に
対
し
て
自
由
を
守
る
と
り
で
と
な
る
。
ひ
と
つ
の
世
界
に

達
す
る
前
に
行
き
悩
ん
で
い
る
、今
の
個
別
主
権
を
持
つ
国
家
の
行
き
す
ぎ
に
対
し
て
、も
っ

と
は
っ
き
り
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
し
き
た
り
を
守
っ
て
対
抗
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
再
出
発

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
④
と
い
う
主
張
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
が
問
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

五

　

右
の
よ
う
に
国
民
国
家
へ
の
疑
義
を
呈
し
た
鶴
見
は
、国
民
国
家
の
百
四
十
年
に
対
し
て
、

ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
と
い
う
も
の
さ
し
を
持
ち
出
す
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
は
、
初
代
キ
リ

ス
ト
教
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い
た
説
で
あ
り
、
そ
の
出
所
は
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
あ
る
。
地

上
に
キ
リ
ス
ト
が
再
来
し
て
正
し
き
人
（
義
人
）
を
復
活
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
が
支
配
す
る
至

福
の
千
年
が
実
現
す
る
と
い
う
説
で
あ
り
、キ
リ
ス
ト
教
で
は
正
統
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
れ
を
信
じ
る
も
の
は
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
発
想
は
、
鶴
見
に
よ
れ
ば
、
九
月
十
一
日
の
事
件
か
ら
出
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
辺

り
の
事
情
は
、
前
出
の
橋
本
と
の
対
話
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

悲
劇
を
つ
く
り
だ
し
て
、
そ
れ
が
二
十
世
紀
の
歴
史
の
破
綻
の
原
因
で
す
」（
グ
‐
三
〇
）。

　

鶴
見
は
、
国
民
国
家
の
問
題
点
と
歴
史
を
集
約
し
て
、
日
本
の
場
合
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

　
「
日
本
も
、
明
治
国
家
を
つ
く
る
の
は
一
八
六
八
年
で
、
一
九
〇
五
年
が
日
露
戦
争
の
終

わ
り
で
す
。
十
九
世
紀
に
明
治
国
家
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
幸
福
を
も

た
ら
し
た
し
、
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
ほ
か
の
国
々
と
同
様

に
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も
の
に
綻
び
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
惨
害
を
も
た
ら
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
か
、
ジ
プ
シ
ー
の
虐
殺
と
い
う
よ
う
な
六
〇
〇
万
人
単
位
、

五
〇
万
人
単
位
の
虐
殺
と
い
う
の
は
、
日
本
に
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ

て
、
大
変
な
数
の
人
間
が
中
国
人
、
日
本
人
と
も
死
ん
で
い
ま
す
」（
グ
‐
三
〇
〜
三
一
）。

　

前
述
の
戦
争
相
手
に
対
す
る
歌
に
例
を
と
れ
ば
、
明
治
国
家
の
始
め
に
は
、
敵
の
大
将
を

美
化
し
、
敵
の
兵
隊
を
美
化
し
て
い
た
の
が
、「
第
二
次
大
戦
で
の
日
本
は
そ
こ
か
ら
ず
り

落
ち
て
し
ま
っ
た
。『
出
て
こ
い
ニ
ミ
ッ
ツ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
、
出
て
く
り
ゃ
地
獄
に
さ
か

落
と
し
』
と
歌
っ
て
、
本
当
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
上
陸
し
て
き
た
ら
平
伏
し
ち
ゃ
う
ん
だ
か

ら
、
そ
の
凄
ま
じ
さ
に
、
ほ
と
ん
ど
感
動
す
ら
お
ぼ
え
る
」（
グ
‐
三
三
）。
こ
う
語
る
こ
と

で
鶴
見
は
、
国
民
国
家
へ
の
根
本
的
な
疑
義
を
打
ち
出
す
。

　
「
で
す
か
ら
、
二
十
世
紀
か
ら
何
を
学
ぶ
か
と
い
え
ば
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も

の
を
疑
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き
が
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
れ
が
い
つ
解
決
す

る
か
、
二
十
一
世
紀
に
希
望
を
つ
な
ぐ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
然
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ

ど
も
、
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
は
そ
う
い
う
意
味
で
残
虐
な
歴
史
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家
と

い
う
考
え
方
を
明
治
初
年
の
人
の
よ
う
に
い
い
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
り
、
そ
の
現
実
の
な
か
に
平
和
憲
法
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」（
グ
‐
三
一
）。

　

鶴
見
は
さ
ら
に
、
作
家
橋
本
治
と
の
対
話
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
国
民
国
家
に
対
す
る
見

直
し
を
、「
編
み
直
し
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

　
「
古
い
セ
ー
タ
ー
が
、
う
ま
く
着
こ
な
せ
な
く
な
っ
た
。
自
分
に
体
型
も
変
わ
っ
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
全
部
糸
に
し
ち
ゃ
っ
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
編
み
直
す
。
そ
れ
が
必
要
な
ん
で

す
ね
、い
ま
。
国
会
議
員
と
か
大
臣
が
『
明
治
は
偉
大
だ
っ
た
。
明
治
に
帰
れ
』
な
ん
て
い
っ

て
る
け
れ
ど
、
明
治
国
家
な
ん
て
、
た
か
だ
か
百
五
十
年
足
ら
ず
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
遡
っ

て
、
明
治
国
家
以
前
に
戻
っ
て
編
み
直
し
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
も
う
少
し

有
効
な
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
人
は
少
な
い
ね
」
②
。

　

こ
の
視
点
か
ら
明
治
国
家
か
ら
続
い
て
い
る
現
在
の
型
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
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こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
地
方
か
ら
武
士
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
決
着
の
つ
け
方
が
わ
か

ら
な
い
ま
ま
、
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
、
こ
の
千
年
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
、

と
い
う
気
は
し
ま
し
た
け
ど
ね
」（
未
‐
三
五
六
）。

　

近
代
国
民
国
家
へ
の
批
判
は
、
か
く
し
て
千
年
と
い
う
時
間
の
視
点
を
持
っ
て
進
め
ら
れ

る
べ
き
事
柄
に
な
る
が
、
そ
れ
は
鶴
見
自
身
の
側
で
は
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
い
か
に
続
け
て
生

き
る
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
再
び
、橋
本
と
の
対
話
の
中
か
ら
引
用
し
よ
う
。

「
鶴
見　
（
前
略
）
橋
本
さ
ん
の
方
法
は
、
編
み
直
し
の
方
法
。
自
分
の
前
の
千
年
、
目
前
に

あ
る
次
の
千
年
に
向
け
て
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
後
ろ
の
千
年
が
残
し
て
く
れ
た

も
の
を
、
現
在
の
自
分
の
必
要
に
応
じ
て
編
み
直
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
長

い
修
練
の
歴
史
が
あ
る
。

　

橋
本　

千
年
と
い
う
の
は
確
か
に
大
き
な
塊
で
す
け
れ
ど
、
い
ま
よ
り
前
の
千
年
と
い
う

の
は
、
千
年
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
藤
原
摂
関
家
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
の
日

本
列
島
の
千
年
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
千
年
と
い
う
の
は
大
き

な
流
れ
じ
ゃ
な
い
と
も
い
え
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
僕
が
何
を
考
え
る
か
と
い
え
ば
、
明
日

自
分
が
生
き
て
い
く
こ
と
は
今
日
の
う
ち
に
わ
か
る
け
れ
ど
、
あ
さ
っ
て
の
こ
と
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
か
ら
、
あ
さ
っ
て
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、
今
日
の
こ
と
を
考
え
よ
う
、
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
さ
っ
て
は
、
い
つ
の
間
に
か
千
年
く
ら
い
続
い
て
い

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
。

　

で
、
い
ま
考
え
て
い
る
の
は
と
り
あ
え
ず
自
分
一
人
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
明
日
に
な
っ
た

ら
も
う
一
人
『
自
分
と
関
係
あ
る
人
間
』
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
明
日
他
人
が

現
れ
た
時
に
、そ
の
他
人
と
合
意
が
と
れ
る
よ
う
な
方
向
で
あ
さ
っ
て
の
こ
と
を
考
え
よ
う
、

そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
な
ん
で
す
」（
未
‐
三
七
七
〜
三
七
八
）。

　

こ
れ
と
同
様
な
こ
と
を
鶴
見
は
、
別
の
個
所
で
述
べ
る
。

　
「（
前
略
）
私
は
明
日
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
生
き
て

い
く
よ
う
な
価
値
に
よ
っ
て
、
明
日
ま
で
の
二
十
四
時
間
を
生
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
の
価
値
っ
て
何
っ
て
い
わ
れ
る
と
ね
。
一
つ
は
、
私
は
生
き
た
い
。
こ

れ
は
、
原
罪
を
含
ん
で
い
る
。
私
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
い
ろ
ん
な
も
の
を
殺

し
て
る
ん
だ
か
ら
。
そ
の
次
に
、
私
個
人
じ
ゃ
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
、
何
人
か
の
人
と
一
緒

に
助
け
合
い
な
が
ら
生
き
た
い
。
そ
の
何
人
か
の
人
と
助
け
合
い
な
が
ら
、
と
い
う
の
が
、

点
線
で
地
球
全
体
に
つ
な
が
る
ん
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
地
球
の
資
源
の
再
配
分
の
問
題

と
、
論
理
的
に
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
結
局
、
あ
の
同
時
多
発
テ
ロ
と
い
う
の
は
、（
中
略
）

　
「
あ
の
『
九
月
十
一
日
』
の
事
件
、
あ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
と
千
年
の
関
係
を
私
に
呼
び

覚
ま
し
た
。
新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
。
と
同
時
に
、
昔
の
千
年
、
五
千
年
も
呼
び
覚
ま
し
た
。

あ
れ
『
バ
ベ
ル
の
塔
』
を
思
い
出
さ
せ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、『
人
類
五
千
年
』
と
い
っ
た
り
、『
千
年
先
』
な
ん
て
い
わ
れ
て
も
、
抽
象
的

な
概
念
で
ね
、
な
ん
か
進
歩
的
な
大
学
の
教
授
の
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
ま
っ
た
く
血
肉
に

響
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の
事
件
で
は
、『
あ
っ
』
と
思
っ
て
ね
、
千
年
先
が
ぶ
わ
っ

と
立
ち
上
が
っ
て
き
た
ん
だ
」（
未
‐
三
五
三
）。

　
「
私
が
、
あ
の
時
喚
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
ま
ま
で
自
分
の
中
で
抽
象
語
で
し
か
な

か
っ
た
『
ミ
レ
ニ
ア
ム
』
と
い
う
の
が
、
パ
ッ
と
現
れ
た
。
そ
の
時
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ

る
『
私
の
坐●

●る
場
所
』
は
、
も
し
明
日
死
ぬ
と
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
千
年
生
き
る
価
値
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
生
き
た
い
と
私
は
思
っ
た
」（
未
‐
三
五
四
）。

　

そ
し
て
こ
れ
に
関
連
し
て
鶴
見
の
脳
裏
に
登
っ
た
と
す
る
の
が
、
原
爆
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。

　
「
私
が
考
え
た
の
は
、
原
爆
。
原
爆
を
思
い
出
し
た
。
原
爆
の
嘘
を
、
こ
の
先
千
年
、
ア

メ
リ
カ
は
隠
し
通
せ
る
か
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
戦
略

爆
撃
調
査
団
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
日
本
の
上
を
い
つ
も
平
気
で
飛
ん
で
い
た
か
ら
、
日
本

の
工
業
力
が
全
滅
し
た
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
た
ん
で
す
。（
中
略
）
ど
う
し
て
原
爆
を
落

と
し
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
生
命
を
救
う
た
め
と
か
、
接
戦
だ
っ
た
と
か
、

嘘
を
書
い
た
ん
だ
け
ど
、
理
由
は
一
つ
し
か
な
い
ん
だ
。
あ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
金
を
使
っ

た
ん
だ
か
ら
、
ど
こ
か
で
ち
ゃ
ん
と
そ
の
効
果
を
見
せ
な
い
と
、
議
会
が
承
知
し
な
い
。
つ

ま
り
、
金
の
た
め
な
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
千

年
、
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
私
の
疑
問
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
あ
の
、
ビ
ル

の
崩
壊
す
る
映
像
を
見
な
が
ら
考
え
た
」（
未
‐
三
五
三
〜
三
五
四
）。

　

こ
こ
で
鶴
見
は
、「
バ
ベ
ル
の
塔
」、「
原
爆
」、
イ
ス
ラ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
を
絡
め

て
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
行
き
着
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
同
感
す
る
形
で
橋
本
が
、
自
分
の
対

象
分
野
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
語
る
。

　
「
橋
本　

そ
う
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
偶
然
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
僕
、『
源

氏
物
語
』
を
や
っ
て
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
あ
れ
が
だ
い
た
い
、
い
ま
か
ら
千
年
前
く
ら
い
だ

か
ら
、
そ
の
『
源
氏
』
か
ら
あ
と
が
一
千
年
紀
な
ん
だ
な
、
と
い
う
の
は
、
二
十
世
紀
の
終

わ
り
く
ら
い
に
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
部
の
特
権
階
級
の
文
化
が
都
で
貴

族
を
作
り
、『
あ
と
の
全
部
は
地
方
』
と
い
う
形
で
、
都
以
外
は
な
く
て
も
同
じ
、
と
い
う
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い
、
と
鶴
見
は
強
調
す
る
。

　
「
明
治
国
家
を
キ
チ
ン
と
ゆ
っ
く
り
解
体
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
う
っ
か
り
す

る
と
、
ま
だ
使
え
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
戦
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
来
た

で
し
ょ
う
。
彼
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
合
理
的
だ
っ
た
と
思
う
け
ど
、
い
ま
ま
で
の
型
を
利
用
し

た
。
天
皇
と
文
部
省
と
東
大
、三
つ
と
も
、ア
メ
リ
カ
に
全
然
な
い
も
の
。
で
、こ
れ
を
使
っ

て
、
指
導
者
養
成
を
す
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
を
し
た
か
ら
、
同
じ
仕
方
で
明
治
国
家
と
同

じ
タ
イ
プ
の
官
僚
が
次
々
出
て
く
る
。（
後
略
）

　

そ
の
型
は
、
一
九
〇
五
年
に
決
ま
っ
た
ん
で
す
。
日
露
戦
争
の
終
わ
り
、
あ
そ
こ
で
型
を

決
め
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
っ
た
。
そ
し
て
受
験
戦
争
で
勝
ち
残
っ
て
く
る
人
を
官
僚
に
す

る
。
一
九
〇
五
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
百
年
の
型
が
、い
ま
も
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

敗
戦
の
一
九
四
五
年
で
解
体
作
業
が
終
わ
っ
た
と
誤
認
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
け
ど
、
実

は
し
て
な
い
ん
だ
。
ま
だ
続
い
て
い
る
ん
だ
」（
未
‐
三
五
九
〜
三
六
〇
）。

　

鶴
見
の
こ
の
指
摘
は
、
従
来
ま
で
の
主
張
で
あ
る
「
自
分
を
守
る
も
の
は
、
個
人
の
内
面

性
で
あ
り
、自
分
た
ち
の
く
ら
し
て
い
る
土
地
で
の
自
治
の
慣
習
で
あ
る
」③
、あ
る
い
は「
個

人
の
想
像
力
と
個
人
の
（
で
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
）
し
き
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
と
土
地

で
の
し
き
た
り
が
、
世
界
国
家
に
対
し
て
自
由
を
守
る
と
り
で
と
な
る
。
ひ
と
つ
の
世
界
に

達
す
る
前
に
行
き
悩
ん
で
い
る
、今
の
個
別
主
権
を
持
つ
国
家
の
行
き
す
ぎ
に
対
し
て
、も
っ

と
は
っ
き
り
と
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
し
き
た
り
を
守
っ
て
対
抗
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
再
出
発

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
④
と
い
う
主
張
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
が
問
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

五

　

右
の
よ
う
に
国
民
国
家
へ
の
疑
義
を
呈
し
た
鶴
見
は
、国
民
国
家
の
百
四
十
年
に
対
し
て
、

ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
と
い
う
も
の
さ
し
を
持
ち
出
す
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
と
は
、
初
代
キ
リ

ス
ト
教
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い
た
説
で
あ
り
、
そ
の
出
所
は
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
あ
る
。
地

上
に
キ
リ
ス
ト
が
再
来
し
て
正
し
き
人
（
義
人
）
を
復
活
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
が
支
配
す
る
至

福
の
千
年
が
実
現
す
る
と
い
う
説
で
あ
り
、キ
リ
ス
ト
教
で
は
正
統
説
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
れ
を
信
じ
る
も
の
は
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
発
想
は
、
鶴
見
に
よ
れ
ば
、
九
月
十
一
日
の
事
件
か
ら
出
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
辺

り
の
事
情
は
、
前
出
の
橋
本
と
の
対
話
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

悲
劇
を
つ
く
り
だ
し
て
、
そ
れ
が
二
十
世
紀
の
歴
史
の
破
綻
の
原
因
で
す
」（
グ
‐
三
〇
）。

　

鶴
見
は
、
国
民
国
家
の
問
題
点
と
歴
史
を
集
約
し
て
、
日
本
の
場
合
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

　
「
日
本
も
、
明
治
国
家
を
つ
く
る
の
は
一
八
六
八
年
で
、
一
九
〇
五
年
が
日
露
戦
争
の
終

わ
り
で
す
。
十
九
世
紀
に
明
治
国
家
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
幸
福
を
も

た
ら
し
た
し
、
よ
か
っ
た
ん
で
す
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
ほ
か
の
国
々
と
同
様

に
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も
の
に
綻
び
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
惨
害
を
も
た
ら
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
か
、
ジ
プ
シ
ー
の
虐
殺
と
い
う
よ
う
な
六
〇
〇
万
人
単
位
、

五
〇
万
人
単
位
の
虐
殺
と
い
う
の
は
、
日
本
に
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ

て
、
大
変
な
数
の
人
間
が
中
国
人
、
日
本
人
と
も
死
ん
で
い
ま
す
」（
グ
‐
三
〇
〜
三
一
）。

　

前
述
の
戦
争
相
手
に
対
す
る
歌
に
例
を
と
れ
ば
、
明
治
国
家
の
始
め
に
は
、
敵
の
大
将
を

美
化
し
、
敵
の
兵
隊
を
美
化
し
て
い
た
の
が
、「
第
二
次
大
戦
で
の
日
本
は
そ
こ
か
ら
ず
り

落
ち
て
し
ま
っ
た
。『
出
て
こ
い
ニ
ミ
ッ
ツ
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
、
出
て
く
り
ゃ
地
獄
に
さ
か

落
と
し
』
と
歌
っ
て
、
本
当
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
上
陸
し
て
き
た
ら
平
伏
し
ち
ゃ
う
ん
だ
か

ら
、
そ
の
凄
ま
じ
さ
に
、
ほ
と
ん
ど
感
動
す
ら
お
ぼ
え
る
」（
グ
‐
三
三
）。
こ
う
語
る
こ
と

で
鶴
見
は
、
国
民
国
家
へ
の
根
本
的
な
疑
義
を
打
ち
出
す
。

　
「
で
す
か
ら
、
二
十
世
紀
か
ら
何
を
学
ぶ
か
と
い
え
ば
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
そ
の
も

の
を
疑
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き
が
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
れ
が
い
つ
解
決
す

る
か
、
二
十
一
世
紀
に
希
望
を
つ
な
ぐ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
全
然
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ

ど
も
、
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
は
そ
う
い
う
意
味
で
残
虐
な
歴
史
で
あ
っ
て
、
国
民
国
家
と

い
う
考
え
方
を
明
治
初
年
の
人
の
よ
う
に
い
い
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
り
、
そ
の
現
実
の
な
か
に
平
和
憲
法
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
」（
グ
‐
三
一
）。

　

鶴
見
は
さ
ら
に
、
作
家
橋
本
治
と
の
対
話
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
国
民
国
家
に
対
す
る
見

直
し
を
、「
編
み
直
し
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

　
「
古
い
セ
ー
タ
ー
が
、
う
ま
く
着
こ
な
せ
な
く
な
っ
た
。
自
分
に
体
型
も
変
わ
っ
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
全
部
糸
に
し
ち
ゃ
っ
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
編
み
直
す
。
そ
れ
が
必
要
な
ん
で

す
ね
、い
ま
。
国
会
議
員
と
か
大
臣
が
『
明
治
は
偉
大
だ
っ
た
。
明
治
に
帰
れ
』
な
ん
て
い
っ

て
る
け
れ
ど
、
明
治
国
家
な
ん
て
、
た
か
だ
か
百
五
十
年
足
ら
ず
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
遡
っ

て
、
明
治
国
家
以
前
に
戻
っ
て
編
み
直
し
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
も
う
少
し

有
効
な
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
人
は
少
な
い
ね
」
②
。

　

こ
の
視
点
か
ら
明
治
国
家
か
ら
続
い
て
い
る
現
在
の
型
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
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（
グ
‐
三
八
）。

　

鶴
見
の
言
葉
の
国
民
に
関
わ
る
部
分
│
│
個
人
対
国
民
の
問
題
│
│
は
、
き
わ
め
て
重
要

な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
戦
前
の
国
民
国
家
が
国
民
自
身
を
抑
圧
し
、
甚
大

な
被
害
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
が
、
戦
後
の
国
民
国
家
が
有
す
る
平
和
憲

法
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
議
論
の
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
平
和
憲
法
が
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
よ
る
支
え
で
は
な
く
、
鶴
見
の
言
う
よ

う
に
、
国
民
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
る
支
え
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、「
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
も
変
え
ら
れ
る
飴
細
工
み
た
い
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
グ
‐
三
三
）
に
よ
っ
て
先
行
き
が
不
明
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

四

　

そ
れ
で
は
国
民
国
家
は
、
何
故
形
成
さ
れ
、
問
題
を
残
し
た
の
か
。
鶴
見
は
こ
う
語
る
。

　
「
国
民
国
家
は
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
え
ば
、
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
相

当
に
幸
福
を
も
た
ら
す
考
え
方
だ
っ
た
。
と
く
に
イ
タ
リ
ア
で
は
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
と
い
う

の
が
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
の
支
配
を
排
し
て
国
民
国
家
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
」

（
グ
‐
二
九
）。

　
「
と
こ
ろ
が
、
国
民
国
家
に
は
も
と
も
と
綻
び
が
あ
っ
た
。
そ
の
綻
び
は
少
数
民
族
の
中

に
あ
っ
て
、
い
ち
じ
る
し
い
形
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝

国
の
な
か
で
虐
げ
ら
れ
て
い
る
少
数
民
族
で
す
。
そ
の
火
種
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ
か
ら
発
火
し
た
ん
で
す
」（
グ
‐
二
九
〜
三
〇
）。

　

こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
は
、
一
方
に
お
い
て
国
民
の
希
望
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
に

少
数
民
族
と
い
う
火
種
を
抱
え
た
ま
ま
成
立
し
た
。
し
か
し
こ
の
火
種
が
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
に
燃
え
広
が
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
戦
争
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
国
民
国
家
に
対
し
て
不
信
を
持
ち
、
絶
望
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
ま
だ
現
実
感
を
持
た

な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
「
民
族
自
決
」
を
唱
え
、
こ
れ
が
国
民
国
家
を
ま
だ
支
え
る

雰
囲
気
と
な
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
火
種

は
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
国
民
国
家
の
ほ
う
で
は
、
国
民
を
よ
り
均
質
・
純

粋
化
し
て
い
く
道
を
進
む
。

　
「
こ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
導
火
線
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
十
九
世
紀
は
と
も
か
く

二
十
世
紀
と
い
う
の
は
国
民
国
家
を
純
粋
化
し
て
い
く
と
い
う
ヒ
ト
ラ
ー
な
ん
か
の
運
動
が

　
「
と
こ
ろ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
が
エ
リ
ク
ソ
ン
か
ら
入
っ
て
き
た
ら
、
突

然
そ
れ
が
流
行
っ
て
き
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
個
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
っ
た
の
が
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
す
り
替
え
ら
れ
て
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
い
う
話
に
な
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
意

味
で
恐
ろ
し
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ほ
う
は
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

と
は
ち
が
っ
て
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
り
得
る
ん
で
す
よ
。
国
民
と
い
う
の
っ

ぺ
ら
ぼ
う
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
グ
‐
二
八
〜
二
九
）。

　

国
民
国
家
の
形
成
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
民
族
、
地
域
等
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
国

家
領
域
に
居
住
し
て
い
た
人
び
と
が
否
応
な
し
に
国
民
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
く
。
従
っ
て

そ
こ
に
は
従
来
の
伝
統
、習
慣
は
、隅
に
追
い
や
ら
れ
、近
代
国
家
の
無
性
格
な
国
民
が
徐
々

に
表
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
に
国
家
は
、
教
育
、
制
度
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
等
を
総
動
員
し
て
国
民
の
形
成
を
強
化
し
て
い
く
。

　
「
明
治
の
末
か
ら
日
本
に
近
代
都
市
を
つ
く
ろ
う
と
な
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
つ
く

る
で
し
ょ
う
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
、
均
質
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
均
質
都
市
を
つ
く
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
国
民
と
い
う
の
も
、
ま
ず
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
均
質
の
単
位
を
つ
く
る
こ

と
か
ら
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
国
民
と
い
う
均
質
性
へ
の
固
執
が
、
日
本
に
は
強
く
出
て
き

た
。
し
か
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ま
ず
い
と
思
う
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
な
る
前
の
伝
統
と
い

う
も
の
が
明
治
時
代
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

（
グ
‐
二
九
）。

　

こ
の
よ
う
に
鶴
見
は
、
国
民
以
前
に
存
在
し
て
い
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
、
地
域
、
家
ご

と
の
伝
統
が
あ
っ
た
事
実
を
、
す
べ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塗
り
固
め
て
し
ま
っ
て
、
国
民
が

形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
結
果
出
現
し
た
国
民
が
、
先
ほ
ど
の
高
度
国

防
国
家
↓
平
和
国
家
↓
「
普
通
の
国
家
」
と
三
転
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
と
指
摘
す
る
。

　
「
こ
れ
で
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
国
家
の
号
令
で
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
程
度
の
国
に

見
え
ま
す
。
こ
の
国
の
内
側
に
い
る
個
人
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
が
国
家
に
何
を
さ
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
、
相
当
恐
ろ
し
い
国
家
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
、

国
中
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
平
和
国
家
、
平
和
憲
法

は
個
人
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
個
人
対
国
民
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ

が
問
題
だ
と
、
私
に
は
思
え
ま
す
」（
グ
‐
二
七
）。

　
「
平
和
憲
法
は
占
領
軍
経
由
で
、
占
領
下
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
が
、

そ
れ
の
十
分
な
受
け
皿
を
、日
本
人
は
個
人
と
し
て
は
持
っ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」
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高
度
国
防
国
家
を
国
民
と
い
う
単
位
全
部
が
一
億
一
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ

ま
で
の
明
治
憲
法
を
重
ん
じ
る
方
式
と
、
敗
戦
後
の
平
和
を
重
ん
じ
る
方
式
と
あ
わ
せ
て

一
四
〇
年
を
見
る
と
、通
時
的
に
は
い
ろ
は
が
る
た
の
つ
ぎ
は
ぎ
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

共
時
的
に
は
い
ろ
は
が
る
た
ふ
う
か
ら
遠
い
形
で
す
」（
グ
‐
二
七
）。

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
で
の
鶴
見
の
指
摘
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、「
共
時
的
に
は
」
と
い

う
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
象
形
態
と
し
て
は
通
底
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
国
民
と
い
う
も
の
が
持
つ
特
徴
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

三

　

こ
こ
で
鶴
見
が
持
ち
出
し
た
問
題
は
、
国
民
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
に
は
、
高
度
国
防
国
家
の
方
式
と
平
和
国
家
の
方
式
に
通
底
す
る
特

徴
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
平
和
国
家
、
平
和
憲
法
は
個
人
に
支
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
個
人
対
国
民
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
が
問
題
だ
と
、
私
に
は

思
え
ま
す
」（
グ
‐
二
七
）
と
い
う
鶴
見
の
問
題
意
識
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」（integrity

）と
い
う
語
を
持
ち
出
す
。「
イ

ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
本
来
、
正
義
、
誠
実
、
全
体
性
、
無
欠
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、

鶴
見
は
こ
の
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
明
治
半
ば
か
ら
英
文
学
な
ん
か
で
接
触

し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
日
本
語
に
は
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
後
か
ら
き

た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ほ
ど
に
は
つ
い
に
流
行
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ど
う
い
う
ば
ら
ば
ら

な
も
の
が
あ
っ
て
も
、
自
分
と
い
う
個
人
は
変
わ
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
自
分
と
い
う
個
人
の

な
か
に
消
化
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
現
在
の
学
問
か
ら
見

る
と
少
し
時
代
お
く
れ
の
言
葉
な
ん
で
す
」（
グ
‐
二
七
〜
二
八
）。

　
「
そ
れ
は
、
明
治
以
前
で
言
え
ば
、『
あ
の
村
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』
と
か
、『
あ
の
土

地
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』『
あ
の
家
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
、

イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
な
ん
で
す
」（
同
）。

　

右
に
あ
げ
た
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
国
民
国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前

の
人
び
と
の
伝
統
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
と
土
地
に
お
け
る
習
慣
、
し
き
た
り
に
関
わ
る
。
と
こ

ろ
が
国
民
国
家
は
、
こ
れ
と
は
関
係
な
し
に
人
び
と
を
組
み
込
ん
で
い
く
。
そ
の
象
徴
的
な

語
と
さ
れ
る
の
が
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

二

　

鶴
見
は
国
民
国
家
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
総
括
的
に
語
る
。

　
「
私
の
子
ど
も
の
頃
は
、
日
本
は
国
民
精
神
総
動
員
で
、
国
民
は
高
度
国
防
国
家
の
た
め

に
一
所
懸
命
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
四
五
年
以
後
は
平
和
国

家
、
文
化
国
家
に
な
っ
た
。
戦
争
を
放
棄
し
た
か
ら
、
も
う
戦
争
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
信

じ
て
国
民
は
ま
た
い
っ
そ
う
努
力
し
た
。

　

そ
し
て
今
度
は
『
普
通
の
国
家
』
に
な
っ
て
、ま
た
日
本
の
防
備
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ

て
、
周
り
の
国
々
と
も
軍
事
的
に
も
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ど

の
場
合
に
も
単
位
は
国
民
な
ん
で
す
。
国
民
と
い
う
単
位
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
」（
グ
‐
二
六
）。

　

こ
こ
で
鶴
見
は
、
わ
れ
わ
れ
が
当
然
の
事
と
見
な
し
て
い
る
国
民
国
家
、
国
民
に
対
し

て
、根
本
的
な
疑
義
を
は
さ
む
。
す
な
わ
ち
高
度
国
防
国
家
↓
平
和
国
家
↓
「
普
通
の
国
家
」

と
三
転
し
た
状
況
の
根
源
を
「
日
本
で
は
明
治
半
ば
か
ら
学
校
制
度
が
で
き
て
、
い
ち
ば
ん

頂
上
に
あ
る
東
京
帝
国
大
学
で
は
ド
イ
ツ
式
の
純
粋
の
思
想
方
式
で
、
国
家
理
念
に
自
分
を

近
づ
け
る
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
」（
グ
‐
二
六
〜
二
七
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
す
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
思
考
方
式
は
、
明
治
国
家
の
創
設
期
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、

創
設
期
に
は
ま
だ
そ
れ
以
前
の
考
え
方
が
残
っ
て
い
た
と
す
る
。鶴
見
に
よ
れ
ば
そ
の
例
は
、

明
治
政
府
最
初
の
戦
争
で
あ
る
西
南
戦
争
時
の
軍
歌
に
表
れ
て
い
る
。

　
「
明
治
国
家
は
、
は
じ
め
か
ら
悪
い
の
で
は
な
く
て
、
つ
く
る
と
き
は
大
変
い
い
も
の
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
最
初
の
明
治
国
家
の
遭
遇
し
た
戦
争
を
う
た
っ
た
『
抜
刀
隊
』
で
は
、『
わ

れ
は
官
軍
わ
が
敵
は
』
と
言
い
、『
敵
の
大
将
た
る
も
の
は
、
古
今
無
双
の
英
雄
で
・
・
・
』

と
い
う
。
私
は
そ
こ
に
感
激
す
る
ん
で
す
。
敵
を
小
さ
く
し
て
い
な
い
。『
こ
れ
に
従
う
つ

わ
も
の
は
・
・
・
』
敵
に
で
す
よ
。『
と
も
に
剽
悍
決
死
の
士
・
・
・
』
と
、
敵
は
一
騎
当

千
の
決
死
の
兵
隊
だ
と
い
っ
て
い
る
。
敵
の
大
将
西
郷
南
洲
を
美
化
す
る
し
、
敵
の
兵
隊
も

美
化
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
歌
で
す
」（
グ
‐
三
二
〜
三
三
）。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
、日
本
が
国
民
と
い
う
単
位
に
な
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、様
々

な
特
徴
が
消
滅
し
て
、
一
色
に
染
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
今
か
ら
見
れ
ば
、
国
民
一

色
と
い
う
視
点
で
は
、
右
も
左
も
似
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

　
「
日
本
に
は
『
い
ろ
は
が
る
た
』
風
の
折
衷
的
な
考
え
方
の
伝
統
が
明
治
以
前
か
ら
ず
っ

と
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
国
家
が
そ
れ
と
無
関
係
な
純
粋
主
義
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
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（
グ
‐
三
八
）。

　

鶴
見
の
言
葉
の
国
民
に
関
わ
る
部
分
│
│
個
人
対
国
民
の
問
題
│
│
は
、
き
わ
め
て
重
要

な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
戦
前
の
国
民
国
家
が
国
民
自
身
を
抑
圧
し
、
甚
大

な
被
害
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
が
、
戦
後
の
国
民
国
家
が
有
す
る
平
和
憲

法
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
議
論
の
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
平
和
憲
法
が
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
よ
る
支
え
で
は
な
く
、
鶴
見
の
言
う
よ

う
に
、
国
民
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
る
支
え
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、「
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
も
変
え
ら
れ
る
飴
細
工
み
た
い
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
グ
‐
三
三
）
に
よ
っ
て
先
行
き
が
不
明
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

四

　

そ
れ
で
は
国
民
国
家
は
、
何
故
形
成
さ
れ
、
問
題
を
残
し
た
の
か
。
鶴
見
は
こ
う
語
る
。

　
「
国
民
国
家
は
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
え
ば
、
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
相

当
に
幸
福
を
も
た
ら
す
考
え
方
だ
っ
た
。
と
く
に
イ
タ
リ
ア
で
は
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
と
い
う

の
が
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
の
支
配
を
排
し
て
国
民
国
家
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
」

（
グ
‐
二
九
）。

　
「
と
こ
ろ
が
、
国
民
国
家
に
は
も
と
も
と
綻
び
が
あ
っ
た
。
そ
の
綻
び
は
少
数
民
族
の
中

に
あ
っ
て
、
い
ち
じ
る
し
い
形
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝

国
の
な
か
で
虐
げ
ら
れ
て
い
る
少
数
民
族
で
す
。
そ
の
火
種
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ
か
ら
発
火
し
た
ん
で
す
」（
グ
‐
二
九
〜
三
〇
）。

　

こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
は
、
一
方
に
お
い
て
国
民
の
希
望
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
に

少
数
民
族
と
い
う
火
種
を
抱
え
た
ま
ま
成
立
し
た
。
し
か
し
こ
の
火
種
が
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
に
燃
え
広
が
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
戦
争
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
国
民
国
家
に
対
し
て
不
信
を
持
ち
、
絶
望
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
ま
だ
現
実
感
を
持
た

な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
「
民
族
自
決
」
を
唱
え
、
こ
れ
が
国
民
国
家
を
ま
だ
支
え
る

雰
囲
気
と
な
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
火
種

は
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
国
民
国
家
の
ほ
う
で
は
、
国
民
を
よ
り
均
質
・
純

粋
化
し
て
い
く
道
を
進
む
。

　
「
こ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
導
火
線
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
十
九
世
紀
は
と
も
か
く

二
十
世
紀
と
い
う
の
は
国
民
国
家
を
純
粋
化
し
て
い
く
と
い
う
ヒ
ト
ラ
ー
な
ん
か
の
運
動
が

　
「
と
こ
ろ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
が
エ
リ
ク
ソ
ン
か
ら
入
っ
て
き
た
ら
、
突

然
そ
れ
が
流
行
っ
て
き
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
個
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
っ
た
の
が
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
す
り
替
え
ら
れ
て
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
い
う
話
に
な
っ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
意

味
で
恐
ろ
し
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ほ
う
は
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ

と
は
ち
が
っ
て
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
り
得
る
ん
で
す
よ
。
国
民
と
い
う
の
っ

ぺ
ら
ぼ
う
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（
グ
‐
二
八
〜
二
九
）。

　

国
民
国
家
の
形
成
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
民
族
、
地
域
等
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
国

家
領
域
に
居
住
し
て
い
た
人
び
と
が
否
応
な
し
に
国
民
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
く
。
従
っ
て

そ
こ
に
は
従
来
の
伝
統
、習
慣
は
、隅
に
追
い
や
ら
れ
、近
代
国
家
の
無
性
格
な
国
民
が
徐
々

に
表
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
に
国
家
は
、
教
育
、
制
度
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
等
を
総
動
員
し
て
国
民
の
形
成
を
強
化
し
て
い
く
。

　
「
明
治
の
末
か
ら
日
本
に
近
代
都
市
を
つ
く
ろ
う
と
な
る
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
つ
く

る
で
し
ょ
う
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
、
均
質
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
均
質
都
市
を
つ
く
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
国
民
と
い
う
の
も
、
ま
ず
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
均
質
の
単
位
を
つ
く
る
こ

と
か
ら
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
国
民
と
い
う
均
質
性
へ
の
固
執
が
、
日
本
に
は
強
く
出
て
き

た
。
し
か
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ま
ず
い
と
思
う
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
な
る
前
の
伝
統
と
い

う
も
の
が
明
治
時
代
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

（
グ
‐
二
九
）。

　

こ
の
よ
う
に
鶴
見
は
、
国
民
以
前
に
存
在
し
て
い
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
、
地
域
、
家
ご

と
の
伝
統
が
あ
っ
た
事
実
を
、
す
べ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塗
り
固
め
て
し
ま
っ
て
、
国
民
が

形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
結
果
出
現
し
た
国
民
が
、
先
ほ
ど
の
高
度
国

防
国
家
↓
平
和
国
家
↓
「
普
通
の
国
家
」
と
三
転
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
と
指
摘
す
る
。

　
「
こ
れ
で
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
国
家
の
号
令
で
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
程
度
の
国
に

見
え
ま
す
。
こ
の
国
の
内
側
に
い
る
個
人
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
が
国
家
に
何
を
さ
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
、
相
当
恐
ろ
し
い
国
家
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
、

国
中
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
平
和
国
家
、
平
和
憲
法

は
個
人
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
個
人
対
国
民
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ

が
問
題
だ
と
、
私
に
は
思
え
ま
す
」（
グ
‐
二
七
）。

　
「
平
和
憲
法
は
占
領
軍
経
由
で
、
占
領
下
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
が
、

そ
れ
の
十
分
な
受
け
皿
を
、日
本
人
は
個
人
と
し
て
は
持
っ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」
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高
度
国
防
国
家
を
国
民
と
い
う
単
位
全
部
が
一
億
一
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ

ま
で
の
明
治
憲
法
を
重
ん
じ
る
方
式
と
、
敗
戦
後
の
平
和
を
重
ん
じ
る
方
式
と
あ
わ
せ
て

一
四
〇
年
を
見
る
と
、通
時
的
に
は
い
ろ
は
が
る
た
の
つ
ぎ
は
ぎ
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

共
時
的
に
は
い
ろ
は
が
る
た
ふ
う
か
ら
遠
い
形
で
す
」（
グ
‐
二
七
）。

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
で
の
鶴
見
の
指
摘
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、「
共
時
的
に
は
」
と
い

う
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
象
形
態
と
し
て
は
通
底
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
国
民
と
い
う
も
の
が
持
つ
特
徴
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

三

　

こ
こ
で
鶴
見
が
持
ち
出
し
た
問
題
は
、
国
民
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
に
は
、
高
度
国
防
国
家
の
方
式
と
平
和
国
家
の
方
式
に
通
底
す
る
特

徴
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
平
和
国
家
、
平
和
憲
法
は
個
人
に
支
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
個
人
対
国
民
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
が
問
題
だ
と
、
私
に
は

思
え
ま
す
」（
グ
‐
二
七
）
と
い
う
鶴
見
の
問
題
意
識
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」（integrity

）と
い
う
語
を
持
ち
出
す
。「
イ

ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
本
来
、
正
義
、
誠
実
、
全
体
性
、
無
欠
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、

鶴
見
は
こ
の
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
明
治
半
ば
か
ら
英
文
学
な
ん
か
で
接
触

し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
日
本
語
に
は
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
後
か
ら
き

た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ほ
ど
に
は
つ
い
に
流
行
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ど
う
い
う
ば
ら
ば
ら

な
も
の
が
あ
っ
て
も
、
自
分
と
い
う
個
人
は
変
わ
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
自
分
と
い
う
個
人
の

な
か
に
消
化
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、
現
在
の
学
問
か
ら
見

る
と
少
し
時
代
お
く
れ
の
言
葉
な
ん
で
す
」（
グ
‐
二
七
〜
二
八
）。

　
「
そ
れ
は
、
明
治
以
前
で
言
え
ば
、『
あ
の
村
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』
と
か
、『
あ
の
土

地
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』『
あ
の
家
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
』
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
、

イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
な
ん
で
す
」（
同
）。

　

右
に
あ
げ
た
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
国
民
国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前

の
人
び
と
の
伝
統
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
と
土
地
に
お
け
る
習
慣
、
し
き
た
り
に
関
わ
る
。
と
こ

ろ
が
国
民
国
家
は
、
こ
れ
と
は
関
係
な
し
に
人
び
と
を
組
み
込
ん
で
い
く
。
そ
の
象
徴
的
な

語
と
さ
れ
る
の
が
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

二

　

鶴
見
は
国
民
国
家
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
総
括
的
に
語
る
。

　
「
私
の
子
ど
も
の
頃
は
、
日
本
は
国
民
精
神
総
動
員
で
、
国
民
は
高
度
国
防
国
家
の
た
め

に
一
所
懸
命
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
四
五
年
以
後
は
平
和
国

家
、
文
化
国
家
に
な
っ
た
。
戦
争
を
放
棄
し
た
か
ら
、
も
う
戦
争
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
信

じ
て
国
民
は
ま
た
い
っ
そ
う
努
力
し
た
。

　

そ
し
て
今
度
は
『
普
通
の
国
家
』
に
な
っ
て
、ま
た
日
本
の
防
備
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ

て
、
周
り
の
国
々
と
も
軍
事
的
に
も
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ど

の
場
合
に
も
単
位
は
国
民
な
ん
で
す
。
国
民
と
い
う
単
位
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
」（
グ
‐
二
六
）。

　

こ
こ
で
鶴
見
は
、
わ
れ
わ
れ
が
当
然
の
事
と
見
な
し
て
い
る
国
民
国
家
、
国
民
に
対
し

て
、根
本
的
な
疑
義
を
は
さ
む
。
す
な
わ
ち
高
度
国
防
国
家
↓
平
和
国
家
↓
「
普
通
の
国
家
」

と
三
転
し
た
状
況
の
根
源
を
「
日
本
で
は
明
治
半
ば
か
ら
学
校
制
度
が
で
き
て
、
い
ち
ば
ん

頂
上
に
あ
る
東
京
帝
国
大
学
で
は
ド
イ
ツ
式
の
純
粋
の
思
想
方
式
で
、
国
家
理
念
に
自
分
を

近
づ
け
る
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
」（
グ
‐
二
六
〜
二
七
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
す
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
思
考
方
式
は
、
明
治
国
家
の
創
設
期
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、

創
設
期
に
は
ま
だ
そ
れ
以
前
の
考
え
方
が
残
っ
て
い
た
と
す
る
。鶴
見
に
よ
れ
ば
そ
の
例
は
、

明
治
政
府
最
初
の
戦
争
で
あ
る
西
南
戦
争
時
の
軍
歌
に
表
れ
て
い
る
。

　
「
明
治
国
家
は
、
は
じ
め
か
ら
悪
い
の
で
は
な
く
て
、
つ
く
る
と
き
は
大
変
い
い
も
の
だ
っ

た
ん
で
す
よ
。
最
初
の
明
治
国
家
の
遭
遇
し
た
戦
争
を
う
た
っ
た
『
抜
刀
隊
』
で
は
、『
わ

れ
は
官
軍
わ
が
敵
は
』
と
言
い
、『
敵
の
大
将
た
る
も
の
は
、
古
今
無
双
の
英
雄
で
・
・
・
』

と
い
う
。
私
は
そ
こ
に
感
激
す
る
ん
で
す
。
敵
を
小
さ
く
し
て
い
な
い
。『
こ
れ
に
従
う
つ

わ
も
の
は
・
・
・
』
敵
に
で
す
よ
。『
と
も
に
剽
悍
決
死
の
士
・
・
・
』
と
、
敵
は
一
騎
当

千
の
決
死
の
兵
隊
だ
と
い
っ
て
い
る
。
敵
の
大
将
西
郷
南
洲
を
美
化
す
る
し
、
敵
の
兵
隊
も

美
化
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
歌
で
す
」（
グ
‐
三
二
〜
三
三
）。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
、日
本
が
国
民
と
い
う
単
位
に
な
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、様
々

な
特
徴
が
消
滅
し
て
、
一
色
に
染
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
今
か
ら
見
れ
ば
、
国
民
一

色
と
い
う
視
点
で
は
、
右
も
左
も
似
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

　
「
日
本
に
は
『
い
ろ
は
が
る
た
』
風
の
折
衷
的
な
考
え
方
の
伝
統
が
明
治
以
前
か
ら
ず
っ

と
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
国
家
が
そ
れ
と
無
関
係
な
純
粋
主
義
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
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鶴見俊輔と自立の思想

鶴
見
俊
輔
と
自
立
の
思
想
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Shunsuke TSURUMI’s Independent Viewpoint
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tsuneyuki  KIMURA

　

一

　
「
千
年
の
も
の
さ
し
を
も
っ
て
、人
間
と
し
て
く
ら
し
て
ゆ
き
た
い
。そ
う
い
う
生
き
方
は
、

現
代
に
も
あ
る
は
ず
だ
」。
①

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
社
会
で
一
貫
し
て
民
主
主
義
を
擁
護
し
て
き
た
思
想
家
、
鶴

見
俊
輔
が
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
後
の
座
談
会
で
語
っ
た
言
葉
で
あ

る
。
鶴
見
は
こ
れ
ま
で
、「
思
想
の
科
学
」、「
ベ
平
連
（
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
）」、

「
反
戦
自
衛
官
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」、「
九
条
の
会
」
等
の
運
動
を
通
じ
て
、
国
家
権
力
に
対
す

る
抵
抗
の
思
想
を
「
私
的
な
根
」
を
根
拠
に
堅
持
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
影
響
は
大
き
く
、

現
在
な
お
現
役
の
思
想
家
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

そ
の
鶴
見
が
、九
・
一
一
テ
ロ
を
境
に
、ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
と
い
う
も
の
さ
し
を
使
っ

て
時
代
を
考
察
す
る
こ
と
を
強
調
し
始
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
こ
う
語
る
。

　
「
な
ぜ
こ
の
尺
度
が
私
に
と
っ
て
新
し
い
か
と
い
う
と
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
が
突

然
に
私
の
中
に
ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千
年
紀
）
と
い
う
言
葉
を
呼
び
お
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
世

界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
崩
壊
は
、
旧
約
聖
書
の
バ
ベ
ル
の
塔
崩
壊
が
眼
の
前
で
お
こ
っ
た

よ
う
に
、
数
千
年
を
と
び
こ
え
る
実
感
を
私
に
あ
た
え
た
」（
グ
‐
二
）。

　

こ
こ
か
ら
鶴
見
は
、
自
分
の
老
い
と
の
重
ね
合
わ
せ
を
通
じ
て
、
近
代
国
家
と
し
て
の
明

治
国
家
＝
国
民
国
家
を
超
え
る
視
点
を
導
き
出
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
明
治
国

家
と
そ
れ
を
構
成
す
る
国
民
の
概
念
、
そ
の
特
質
と
さ
れ
て
き
た
進
歩
の
概
念
へ
の
疑
い
へ

と
展
開
さ
れ
る
。

　
「
私
は
老
人
で
あ
る
。
現
在
八
十
歳
。
こ
こ
ま
で
老
い
て
く
る
途
上
で
、
こ
ど
も
の
こ
ろ

よ
く
あ
っ
た
老
人
を
思
い
出
し
、
自
分
の
身
ぶ
り
が
こ
の
老
人
た
ち
に
似
て
来
た
こ
と
を
感

じ
た
。
そ
の
人
た
ち
は
明
治
国
家
の
で
き
る
前
に
う
ま
れ
そ
だ
っ
た
人
た
ち
で
あ
り
、
明
治

国
家
の
百
四
十
年
を
ふ
ろ
し
き
で
つ
つ
む
よ
う
な
身
ぶ
り
を
も
っ
て
い
た
。
は
た
し
て
明
治

以
後
の
百
四
十
年
は
進
歩
だ
け
だ
っ
た
の
か
。
私
は
そ
れ
を
つ
よ
く
う
た
が
う
よ
う
に
な
っ

た
。
私
の
使
っ
て
い
る
日
本
語
に
し
て
も
、
国
語
と
な
っ
た
百
四
十
年
よ
り
も
前
に
、
千
年

を
こ
え
る
日
本
語
と
し
て
の
生
命
を
も
っ
て
い
る
。そ
の
日
本
語
で
書
か
れ
た『
万
葉
集
』を
、

私
た
ち
は
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ
ら
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
グ
‐
二
〜
三
）。

　

小
論
は
、
こ
の
鶴
見
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
も
の
さ
し
と
、
近
代
国
家
と
し
て
の
明
治
国
家
＝

国
民
国
家
並
び
に
そ
れ
を
構
成
す
る
国
民
へ
の
批
判
の
視
点
を
検
討
す
る
。
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小
論
に
は
十
分
な
か
た
ち
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、「
み
ず
か
ら
」
を
手
放
さ
ず
に
「
お

の
ず
か
ら
」
を
生
き
よ
う
と
す
る
志
賀
直
哉
の
「〈
自
己
〉
へ
の
態
度
」
は
、
そ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る

田
山
花
袋
や
高
村
光
太
郎
の
よ
う
な
「『
あ
わ
い
』
を
消
し
て
行
こ
う
と
す
る
方
向
」
で
も
、
ま
た
「『
み

ず
か
ら
』
を
無
に
し
て
全
的
に
『
お
の
ず
か
ら
』
へ
と
参
入
す
る
か
た
ち
」
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
。

21 　

浅
田
隆
／
和
田
博
文
編
『
古
代
の
幻　

日
本
近
代
文
学
の
〈
奈
良
〉』（
世
界
思
想
社
、二
○
○
一
年
）

第
Ⅰ
章
所
収
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
浅
田
隆
の
発
題
、
お
よ
び
近
代
の
奈
良
の
歴
史
と
近
代
文

学
と
の
関
係
に
つ
い
て
三
期（「
鉄
道
網
の
整
備
と
紀
行
文
学
」「
近
代
観
光
都
市
と
古
都
巡
礼
」「
十
五

年
戦
争
下
の
日
本
回
帰
」）
に
分
け
て
な
さ
れ
た
討
議
が
く
わ
し
い
。

22 　

志
賀
直
哉
「
奈
良
」（
昭
和
十
三
年
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
七
巻
』
所
収
）。

23 　

志
賀
直
哉
「
早
春
の
旅
」（
昭
和
十
六
年
）『
志
賀
直
哉
全
集 

第
四
巻
』
所
収
、
一
九
七
三
年
）。

24 　

志
賀
直
哉
は
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
京
都
山
科
か
ら
奈
良
市
幸
町
に
移
り
住
む
。
以
降
、
昭

和
十
三（
一
九
三
八
）年
に
東
京
に
移
る
ま
で
の
約
十
三
年
間
、志
賀
は
一
時
期
を
除
き
寡
作
で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
主
な
出
来
事
を
列
挙
す
る
と
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
『
座
右
宝
』
刊
行
、
昭
和

三
年
小
林
秀
雄
奈
良
に
移
り
住
む
、
昭
和
四
年
父
直
温
死
去
、
高
畑
に
新
築
・
転
居
、
昭
和
五
年
内

村
鑑
三
死
去
、昭
和
六
年
小
林
多
喜
二
来
訪
、義
母
浩
奈
良
に
住
む
、昭
和
八
年
小
林
多
喜
二
拷
問
死
、

昭
和
十
年
浩
死
去
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
『
暗
夜
行
路
』
脱
稿
、
と
な
る
。

25　

前
掲
書
21
参
照
。

26　

志
賀
直
哉
／
橋
本
基
編
『
座
右
寶
』（
座
右
寶
刊
行
會
、
一
九
二
六
年
）。

27 　

山
崎
正
和
『
不
機
嫌
の
時
代
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）
は
、
こ
の
「
不
機
嫌
」
が
明
治
末
期

か
ら
大
正
期
に
お
け
る
一
つ
の
時
代
的
気
分
で
あ
る
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
て
い
る
。

28 　

夏
目
漱
石
「
写
生
文
」（
明
治
四
十
年
）（『
夏
目
漱
石
全
集 

第
十
六
巻
』
所
収
）。

29　

志
賀
直
哉
「『
漱
石
全
集
』
推
薦
」（
昭
和
三
年
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
八
巻
』
所
収
）。

30 　

志
賀
直
哉
「『
現
代
日
本
文
学
全
集
・
志
賀
直
哉
集
』
序
」（
改
造
社
、
一
九
二
八
年
）（『
志
賀
直

哉
全
集 

第
八
巻
』
所
収
）。

付
記　

小
論
は
、
平
城
遷
都
一
三
○
○
年
記
念
事
業
と
共
催
す
る
か
た
ち
で
実
施
さ
れ
た
平
成
二
十
二

年
度
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
公
開
講
座
「
日
本
文
学
講
座
Ⅲ　

奈
良
一
三
○
○
年
の
文
学
」
第
二
回

「
奈
良
と
近
代
文
学　

志
賀
直
哉
と
亀
井
勝
一
郎
」（
八
月
六
日
実
施
）
に
お
け
る
講
演
を
も
と
に
大
幅

に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
志
賀
直
哉
に
お
け
る
「
自
己
本
位
」
と
「
去
私
」
に
つ
い
て
、
あ
ら

た
め
て
考
え
る
場
を
与
え
て
下
さ
っ
た
参
加
者
の
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

己
観
、
隣
接
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
多
角
的
な
視
点
か
ら
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。

6 　

こ
の
比
喩
は
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
刊
行
年
は
少
し
古
い
が
、
今
年
度
の
高
等
学

校
国
語
検
定
教
科
書
も
採
録
し
て
い
る
河
合
隼
雄
「
こ
こ
ろ
の
新
鉱
脈
を
掘
り
当
て
よ
う
」（『
心
の

処
方
箋
』
所
収
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。

7 　

武
者
小
路
実
篤
「
自
分
の
筆
で
す
る
仕
事
」『
三
つ
』（「
白
樺
」
明
治
四
十
四
年
三
月
）。

8 　

本
多
秋
五
（『
志
賀
直
哉
』
上
、
岩
波
新
書
、
一
九
九
○
年
、
一
二
九
頁
）
は
、「
逃
げ
場
」
と
い

う
自
己
放
棄
の
文
章
と
セ
ッ
ト
で
は
じ
め
て
武
者
小
路
は
彼
の
〈
自
己
〉
を
表
現
（
主
張
）
す
る
こ

と
が
で
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

9　

夏
目
漱
石
「
文
展
と
芸
術
」（
大
正
元
年
）（『
夏
目
漱
石
全
集 

第
十
六
巻
』
所
収
）。

10 　

芥
川
龍
之
介
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な 

五 

志
賀
直
哉
氏
」（
昭
和
二
年
）（『
芥
川
龍
之
介

全
集 

第
十
五
巻
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

11 　

志
賀
直
哉
『
范
の
犯
罪
』（
大
正
二
年
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
二
巻
』
所
収
、
一
九
七
三
年
）。

12 　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
』（
佐
藤
嘉
幸
＋
清
水
知
子
訳
、
月
曜
社
、

二
○
○
八
年
、
二
四
三
〜
二
四
四
頁
）。

13 　

Ｊ
・
バ
ー
ナ
ウ
ア
ー
／
Ｄ
・
ラ
ズ
ミ
ュ
ッ
セ
ン
『
最
後
の
フ
ー
コ
ー
』（
山
本
学
／
滝
本
住
人
訳
、

三
交
社
、
一
九
九
○
年
、
三
六
頁
）。

14 　

志
賀
直
哉
「
手
帳
６
」（
昭
和
五
年
三
月
二
十
一
日
付
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
八
巻
』
所
収
、

一
九
七
四
年
）。

15 　

夏
目
漱
石
「
模
倣
と
独
立
」（
大
正
二
年
、
講
演
）（『
夏
目
漱
石
全
集 

第
二
十
五
巻
』
所
収
、

一
九
九
六
年
）。

16 　

夏
目
漱
石
『
硝
子
戸
の
中
』（
大
正
四
年
）（『
夏
目
漱
石
全
集 

第
十
二
巻
』
所
収
、一
九
九
四
年
）。

17 　

志
賀
直
哉
「
手
帖
か
ら
」（
昭
和
八
年
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
七
巻
』
所
収
、
一
九
七
四
年
）。

18 　

志
賀
直
哉
「
昭
和
六
年
八
月
七
日
付
小
林
多
喜
二
宛
書
簡
」（『
志
賀
直
哉
全
集 

第　

十
二
巻
』
所

収
、
一
九
七
四
年
）。

19 　

志
賀
直
哉
『
佐
々
木
の
場
合
』（
大
正
六
年
）（『
志
賀
直
哉
全
集 

第
二
巻
』
所
収
）。

20 　

竹
内
整
一
／
金
泰
昌
編
『「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
あ
わ
い
―
公
共
す
る
世
界
を
日

本
思
想
に
さ
ぐ
る
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
○
一
○
年
）
所
収
の
発
題
Ⅰ
竹
内
整
一「『
み
ず
か
ら
』と『
お

の
ず
か
ら
』
の
『
あ
わ
い
』」
を
脱
稿
直
前
に
知
り
、「『
み
ず
か
ら
』
は
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
『
お
の

ず
か
ら
』
と
い
う
，
お
の
れ
を
超
え
た
働
き
と
い
う
も
の
を
介
さ
な
け
れ
ば
，『
み
ず
か
ら
』
の
価
値
な

り
意
味
な
り
を
，
ま
た
ひ
い
て
は
，
他
者
の
価
値
な
り
意
味
な
り
荘
厳
な
り
を
感
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
．」と
の
指
摘
に
示
唆
を
受
け
た
が
、両
者
の
相
関
と
し
て
の「
あ
わ
い
」に
つ
い
て
は
未
消
化
の
ま
ま
で
、


