
「
春
と
修
羅
」
第
三
集

「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察

煉
瓦
工
場
に
よ
せ
る
心
象
を
中
心
に

木
　
村

東
　
吉
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は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
］
に
な
る
。
一
方
、
こ
の
作
品
の
一
部
と
［
七
三
一
　
黄
い
ろ
な
花
も
さ
き
］
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
融
合
さ
れ
て
、
『
春
と
修
羅
　
詩
稿
補
遺
』
所
収
の
「
西
も
東
も
」
に
な
り
、
さ
ら

　
賢
治
の
詩
的
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
世
界
の
構
造
と
、
そ
の
形
成
お
よ
び
変
容
過
程
を
解
　
　
に
文
語
詩
に
改
作
さ
れ
る
と
未
定
稿
［
た
ジ
か
た
く
な
の
み
を
わ
ぶ
る
］
に
な
っ
て

明
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
「
第
三
集
」
の
「
煙
」
を
と
　
　
い
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
文
語
詩
稿
［
白
金
環
の
天
末
を
］
で
は
、
「
白
金
環
の
天

り
あ
げ
て
注
釈
し
、
考
察
し
て
み
た
い
。
筆
者
は
現
在
、
こ
の
企
図
に
従
っ
て
、
『
春
　
　
末
を
、
み
な
か
み
遠
く
め
ぐ
ら
し
つ
、
／
大
煙
突
は
ひ
さ
び
さ
に
、
く
ろ
き
け
む
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
修
羅
』
第
二
集
所
収
の
作
晶
を
中
心
に
注
釈
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
る
が
、
「
第
二
集
」
　
　
を
あ
げ
に
け
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
両
者
の
関
連
の
深
さ
を

に
お
い
て
、
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
北
上
川
河
畔
詩
群
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
　
　
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
と
「
煙
」
と
で
は
、
情
景
に
夜
と

「
第
三
集
」
所
収
の
こ
の
作
品
も
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
　
　
昼
と
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
賢
治
の
童
話
に
お
い
て
は
、
地
上
の
花
と
天
の
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
ら
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
主
な
契
機
は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
と
の
照
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
の
最
後
に
お
い
て
、
煉
瓦
工
場
か
ら
の
「
黒
い
け
む
り
が
ど
ん
ど
ん
た
　
　
　
澄
明
な
空
を
背
景
と
し
、
こ
れ
を
覆
う
よ
う
に
ま
っ
く
ろ
な
煙
が
た
つ
情
景
は
、

っ
て
／
そ
ら
い
っ
ぱ
い
の
雲
に
も
ま
ぎ
れ
／
白
金
い
ろ
の
天
末
も
／
だ
ん
だ
ん
狭
く
　
　
単
な
る
情
景
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
賢
治
童
話
の
蝿
か
ら
は
悔
悟
す
る
修
羅
の
イ
メ

ち
ゴ
ま
っ
て
行
く
」
と
描
か
れ
た
情
景
は
、
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
け
る
蝿
の
火
に
　
　
－
ジ
が
読
み
取
ら
れ
、
賢
治
詩
に
お
け
る
工
場
か
ら
は
、
し
ば
し
ば
杜
会
化
さ
れ
た

つ
い
て
描
か
れ
た
情
景
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
こ
の
蝿
の
火
の
場
面
は
、
ケ
ン
タ
ウ
　
　
近
代
的
自
我
と
通
底
す
る
彦
羅
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
み
取
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ル
祭
の
夜
、
「
青
じ
ろ
い
雲
が
ま
る
い
環
に
な
っ
て
后
光
の
や
う
に
か
か
っ
て
ゐ
る
」
　
　
る
と
こ
ろ
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

サ
ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
の
登
場
す
る
直
前
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
『
校
本
　
宮
沢
　
　
　
こ
の
作
品
に
対
す
る
先
行
研
究
に
は
、
小
沢
俊
郎
氏
の
「
煉
瓦
工
場
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

賢
治
全
集
』
に
よ
る
と
、
こ
の
「
煙
」
は
改
作
さ
れ
て
、
文
語
詩
［
白
金
環
の
天
末
　
　
小
沢
氏
は
、
「
一
ぺ
ん
す
っ
か
り
破
産
し
た
／
練
瓦
工
場
」
と
あ
る
の
を
「
負
債
整
理

　
　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）
第
二
十
三
巻
－
第
一
号
　
二
一
頁
⊥
二
二
頁
　
平
成
元
年
七
月
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『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

の
手
段
で
あ
る
偽
装
破
産
で
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
推
定
し
、
こ
こ
に
作
者
が
「
資
本

主
義
制
度
の
下
で
は
当
然
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
「
悪
ど
い
」
も
の
を
捉
え
て

い
る
と
し
、
作
者
の
社
会
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
を
想
定
し
て
い
る
。
現
実
の
会
杜

に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
噂
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
賢
治
詩
に
つ
い
て

見
る
か
ぎ
り
、
煉
瓦
工
場
の
破
産
を
、
偽
装
倒
産
と
す
る
表
現
は
な
く
、
『
校
本
　
宮

沢
賢
治
全
集
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
創
作
過
程
を
た
ど
っ
て
見
て
も
、
他
者

を
一
方
的
に
批
判
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
考

の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
作
者
が
詩
的
作
品
に
お
い
て
、
こ
の
煉
瓦
工
場
に
付
与
し
て
い
る
心
象

の
推
移
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
た
、
『
校
本
　
宮
沢
賢
治
全
集
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
創
作
過
程
を
た
ど
る
形
で
、
作
者
が
こ
の
作
品
に
付
与
し
た
心
象
を
確
か
め
、

作
者
の
構
想
し
て
い
た
イ
i
ハ
ト
ー
ブ
世
界
形
成
の
一
端
を
・
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。
こ
の
場
合
、
煉
瓦
工
場
の
煙
が
、
空
を
覆
う
黒
雲
と
混
じ
り
合
う
存
在
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ビ
ー

描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
作
者
の
「
昇
天
志
向
」
と
嫌
人
症
と
の
関
係

も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
校
本
　
宮
沢
賢
治
全
集
』
四
巻
に
、
『
第
三
集
』
定
稿
と
し
て
収
録
さ
れ
た
作
品

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

七
四
一
　
煙

川
上
の

マ
マ練

瓦
工
場
の
煙
突
か
ら

け
む
り
が
雲
に
つ
ゴ
い
て
ゐ
る

あ
の
脚
も
と
に
ひ
ろ
が
っ
た

一
九
二
六
⑧
一
〇
⑧
九
⑧

青
じ
ろ
い
頁
岩
の
盤
で

尖
っ
て
長
い
く
る
み
の
化
石
を
さ
が
し
た
り

古
い
け
も
の
の
足
痕
を

う
す
ら
濁
っ
て
つ
ぶ
や
く
水
の
な
か
か
ら
と
っ
た
り

二
夏
の
あ
ひ
だ

実
習
の
す
ん
だ
毎
日
の
午
后
を

生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に

い
ま
山
山
は
四
方
に
く
ら
く

一
ぺ
ん
す
っ
か
り
破
産
し
た

マ
マ練

瓦
工
場
の
煙
突
か
ら
は

何
を
た
い
て
ゐ
る
の
か

黒
い
け
む
り
が
ど
ん
ど
ん
た
っ
て

そ
ら
い
っ
ぱ
い
の
雲
に
も
ま
ぎ
れ

白
金
い
ろ
の
天
末
も

だ
ん
だ
ん
狭
く
ち
ジ
ま
っ
て
行
く

二
　
語
句
注
釈

51015

　
　
マ
マ

①
練
瓦
工
場
・
黒
い
け
む
り

　
　
「
練
瓦
」
は
、
賢
治
の
書
き
く
せ
。
関
連
す
る
全
用
例
に
お
い
て
、
一
貫
し
て

　
い
る
。
同
じ
工
場
を
、
作
者
は
「
瓦
工
場
」
と
し
た
り
、
「
練
瓦
会
社
」
と
表
現
し

　
た
り
す
る
。

　
　
煉
瓦
工
場
は
、
稗
貫
郡
花
巻
川
口
町
に
あ
っ
た
。
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マ
マ

　
こ
の
作
品
で
、
「
練
瓦
工
場
」
は
、
L
1
6
に
あ
る
通
り
、
雲
に
ま
で
達
す
る
「
黒

い
け
む
り
」
を
出
す
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
脚
も
と
に
」
「
青
じ
ろ
い
頁
岩
」

の
盤
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
と
、
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
こ
れ
が
作
者
に
よ
っ

て
「
修
羅
の
な
ぎ
さ
」
と
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
を
指
す
こ
と
は
、
容
易
に

推
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
を
「
脚
も
と
に
」
控
え
て
立
つ
こ
の
工
場
は
、
L
1
3

∫
L
1
5
で
二
ぺ
ん
す
っ
か
り
破
産
し
」
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
作
者
は
今
、
こ

れ
に
「
何
を
た
い
て
ゐ
る
の
か
」
と
、
そ
内
面
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
。
一
度
挫

折
を
経
験
し
た
も
の
が
「
黒
い
け
む
り
」
を
あ
げ
て
い
る
姿
に
、
作
者
の
共
感
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。

　
そ
の
理
由
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
み
れ
ば
、
作
者
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
煉
瓦

工
場
を
詩
材
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
冬
の
ス
ケ
ツ
チ
　
補
遺
」
で
は
、
「
小
さ
き

マ
　
　
　
マ

練
瓦
場
に
人
は
居
ず
／
ま
る
め
ろ
の
に
ほ
い
た
ジ
よ
ひ
／
火
あ
か
あ
か
と
燃
え
た

り
」
と
し
、
『
第
二
集
』
の
「
鳥
の
遷
移
」
「
北
上
川
は
榮
気
を
な
が
し
イ
」
で
は
、

こ
の
煉
瓦
工
場
を
と
り
ま
く
松
林
付
近
を
、
亡
妹
と
し
子
の
幻
影
が
現
わ
れ
る
場

所
と
し
、
あ
る
い
は
、
異
界
に
接
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
、
特
殊
な
場
所
と
し
て
捉

　
　
（
5
）

え
て
い
る
。

　
『
第
三
集
』
の
「
は
る
か
な
作
業
」
の
下
書
き
稿
「
風
と
合
唱
」
で
も
、
「
黒
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

け
む
り
を
わ
づ
か
に
あ
げ
る
／
練
瓦
工
場
の
向
ふ
の
は
う
で
／
冴
え
冴
え
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
i
ラ
ス

ま
た
ひ
ゴ
く
の
は
／
組
合
倉
庫
の
地
堅
め
に
／
み
ん
な
で
つ
く
る
合
唱
だ
」
と
歌

わ
れ
、
「
熟
し
た
雲
や
く
わ
り
ん
の
匂
／
無
色
な
風
の
一
聯
が
／
中
略
／
交
々
こ
＞

を
通
っ
て
行
け
ば
」
と
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
果
実
の
匂
い
を
伴
う
と
こ
ろ
に
も
、

「
冬
の
ス
ケ
ツ
チ
」
以
来
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
詩
作
品

で
は
な
い
が
、
天
沢
退
二
郎
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の

　
　
　
　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

網
」
に
お
い
て
は
、
「
ま
る
め
ろ
に
似
た
か
ほ
り
」
は
「
天
の
空
間
」
の
香
り
に
通

　
　
　
　
　
（
6
一

う
も
の
で
も
あ
る
。

　
ま
た
「
は
る
か
な
作
業
」
定
稿
で
は
、
こ
の
煉
瓦
工
場
の
「
向
こ
う
」
の
「
台
」

で
行
わ
れ
る
共
同
作
業
は
、
遠
目
に
は
「
楽
し
く
明
る
さ
う
な
」
仕
事
に
見
え
る

け
れ
ど
も
、
「
晩
に
は
そ
こ
か
ら
忠
一
が
／
つ
か
れ
て
慣
っ
て
帰
っ
て
く
る
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
小
沢
俊
郎
氏
は
、
＝
ぺ
ん
す
っ
か
り
破
産
し
た
／
練
瓦

工
場
」
と
あ
る
の
を
、
「
負
債
整
理
の
手
段
と
し
て
の
偽
装
破
産
で
も
あ
ろ
う
か
」

と
推
定
し
、
「
資
本
主
義
制
度
の
下
で
は
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
」
「
悪
ど

い
話
」
と
捉
え
、
「
黒
い
け
む
り
」
に
つ
い
て
も
、
「
人
問
の
不
誠
実
を
象
徴
す
る

『
黒
い
煙
』
と
し
て
い
る
が
、
作
品
の
創
作
過
程
に
即
し
て
み
れ
ば
、
そ
う
と
は

い
え
な
い
。

　
「
は
る
か
な
作
業
」
に
お
い
て
、
下
書
稿
を
参
照
し
て
見
る
と
、
作
業
が
行
な

わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
組
合
倉
庫
の
地
固
め
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
煉
瓦
工

場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
「
冴
え
冴
え
と
し
て
ま
た
ひ
ゴ
く
の
は
」
「
み

　
　
　
　
　
　
コ
ー
ラ
ス

ん
な
で
つ
く
る
合
唱
」
で
あ
り
、
「
つ
か
れ
て
慣
っ
て
帰
っ
て
く
る
」
忠
一
の
怒
り

の
理
由
と
し
て
も
、
共
同
作
業
の
中
で
の
不
公
平
・
不
平
等
の
問
題
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
も
充
分
知
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
共
同

作
業
中
の
不
快
さ
の
問
題
を
捉
え
た
「
饗
宴
」
の
制
作
日
は
、
一
九
二
六
一
九
⑧

三
で
、
「
は
る
か
な
作
業
」
の
制
作
日
の
、
わ
ず
か
一
週
問
前
で
あ
る
。

　
作
品
に
即
し
て
見
て
も
、
作
者
の
居
る
「
こ
こ
の
畑
」
を
中
心
と
す
る
「
こ
ち

ら
側
の
空
間
」
と
は
「
な
に
か
ち
が
っ
た
風
の
品
種
が
鳴
っ
て
ゐ
る
」
「
向
う
側
の

空
間
」
で
、
共
同
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
は
作
者
に
、
理
想
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

な
空
問
と
見
え
て
い
る
。
下
書
稿
の
場
合
、
こ
の
工
場
は
「
そ
ら
を
う
つ
し
て
空

ろ
マ
マ
、
、
、
、
、
、

虚
な
川
や
／
黒
い
け
む
り
を
わ
づ
か
に
あ
げ
る
／
練
瓦
工
場
の
向
ふ
の
は
う
で
／

sokyu
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『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
一

冴
え
冴
え
と
し
て
ま
た
ひ
ゴ
く
の
は
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
っ
て
、
「
黒
い
け
む
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ろ

を
わ
づ
か
に
あ
げ
る
／
練
瓦
工
場
」
は
「
そ
ら
を
う
つ
し
て
空
虚
な
川
」
と
一
体

の
も
の
と
し
て
、
そ
の
「
向
う
側
の
空
問
」
と
は
別
の
、
中
間
の
空
問
を
成
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
忠
一
の
労
働
と
直
接
関
係
の
な
い
煉
瓦
工
場
の
倒
産
に
、

あ
え
て
偽
装
倒
産
の
「
悪
ど
」
さ
を
想
定
し
て
み
て
も
、
こ
れ
に
忠
一
の
「
慣
り
」

の
理
由
を
求
め
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

　
定
稿
で
は
、
「
向
ふ
の
は
う
で
」
が
「
う
し
ろ
の
台
に
」
と
改
稿
さ
れ
て
、
忠
一

の
作
業
し
て
い
る
場
所
と
川
お
よ
び
工
場
を
含
む
空
問
の
分
離
が
、
幾
分
不
明
瞭

に
な
っ
て
い
る
面
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
外
見
で
共
同
作

業
が
理
想
的
に
見
え
る
側
面
に
変
り
は
な
い
の
だ
か
ら
、
煉
瓦
工
場
が
資
本
主
義

体
制
の
「
悪
ど
い
」
面
を
現
わ
す
と
か
、
「
黒
い
け
む
り
」
が
「
人
間
の
不
誠
実
を

象
徴
す
る
」
と
は
い
え
ま
い
。

　
も
う
一
つ
の
関
連
作
品
で
あ
る
『
春
と
修
羅
　
詩
稿
補
遺
』
［
西
も
東
も
］
で
も
、

「
川
上
に
や
っ
と
一
き
れ
白
い
天
末
／
そ
の
こ
っ
ち
で
は
／
広
告
に
大
き
く
こ
さ

　
　
　
マ
マ

え
た
／
練
瓦
会
社
の
煙
突
が
幾
日
ぶ
り
か
で
／
黒
い
煙
を
吐
い
て
ゐ
る
／
（
中
略
）

／
（
四
字
さ
げ
）
（
た
ゴ
済
ま
な
い
と
思
ふ
ば
か
り
／
（
同
前
）
ど
う
し
て
恨
む
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

と
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
）
／
練
瓦
会
杜
の
煙
突
か
ら
／
黒
い
け
む
り
が
の
ぼ
っ

て
行
っ
て
／
し
づ
か
に
雨
の
雲
に
ま
ぶ
れ
る
」
と
あ
っ
て
、
情
景
と
し
て
は
「
煙
」

に
も
っ
と
近
似
す
る
が
、
こ
こ
に
も
、
作
者
に
杜
会
批
判
の
姿
勢
は
見
当
た
ら
な

い
。　

先
に
も
引
用
し
た
文
語
詩
［
白
金
環
の
天
末
を
］
で
は
、

け
む
り
停
ま
る
み
ぞ
れ
雲
、
峡
を
覆
ひ
て
ひ
く
け
れ
ば
、

　
　
　
　
さ
　
ま

大
工
業
の
光
景
な
り
と
、
技
師
も
出
で
た
ち
仰
ぎ
け
り

と
あ
る
。
［
西
も
東
も
］
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
強
い
自
已
顕
示
欲
を
示

す
工
場
に
対
す
る
郡
楡
の
姿
勢
は
、
あ
る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を

「
悪
ど
い
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
、
「
黒
い
け
む
り
」
つ
い
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
、
下
書
稿
か
ら
の
流
れ
の
中
で
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。
「
煙
」
の
下
書
稿
の
九
行

目
か
ら
、
十
七
行
目
ま
で
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
八
行
目
ま
で
は
、
改
稿
な
し
）

二
夏
の
あ
ひ
だ

生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に

い
ま
山
山
は
四
方
に
く
ら
く

み
ん
な
は
ど
こ
か
の

ま
が
り
く
ね
っ
た
樹
に
集
っ
て

黒
い
り
ん
ご
を
落
し
て
ゐ
れ
ば

マ
マ練

瓦
工
場
の
煙
突
か
ら
は

何
を
た
い
て
い
る
［
と
も
わ
か
ら
↓
削
除
］
の
か

黒
い
け
む
り
が
ど
ん
ど
ん
た
っ
て

（
以
下
、
改
稿
な
し
）

10　915

白
金
環
の
天
末
を
、
み
な
か
み
遠
く
め
ぐ
ら
し
つ
、

大
煙
突
は
ひ
さ
び
さ
に
、
く
ろ
き
け
む
り
を
あ
げ
に
け
り
。

　
こ
れ
に
対
し
、

と
い
う
。
、

第
一
稿
と
同
じ
太
さ
の
鉛
筆
で
次
の
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
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L
1
O
の
前
に
□
ナ
シ
↓
『
ナ
シ
↓
毎
日
↓
実
習
の
す
ん
だ
』
毎
日
『
ナ
シ
↓
の
』

　
　
午
后
『
ナ
シ
↓
を
』
］
と
い
っ
た
推
敲
を
経
て
、
一
行
を
挿
入
し
、

L
1
0
を
生
徒
ら
と
［
た
の
し
く
↓
む
な
し
く
↓
た
の
し
く
］
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た

　
　
［
の
に
↓
削
除
↓
の
に
］
［
ナ
シ
↓
そ
の
こ
と
は
↓
削
除
］
と
推
敲
し
、

L
1
2
，
1
3
，
1
4
を
削
除
し
て
、
か
わ
り
に
、
L
1
5
の
前
に
＝
ぺ
ん
す
っ
か
り
破

　
　
産
し
た
」
の
一
句
を
付
加
し
て
、
定
稿
を
得
て
い
る
と
い
う
。

　
賢
治
詩
で
は
、
下
書
稿
か
ら
定
稿
に
至
る
ま
で
、
主
題
が
常
に
一
貫
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
手
入
れ
の
筆
が
第
一
稿
と
同
じ
太
さ
の
鉛
筆
で
あ
る

こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
同
時
期
の
改
稿
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
下
書
稿
の
L
1
2
，
1
3
，
1
4
に
は
、
「
み
ん
な
は
ど
こ
か
の
／
ま
が

り
く
ね
っ
た
樹
に
集
っ
て
／
黒
い
り
ん
ご
を
落
し
て
ゐ
れ
ば
」
と
あ
り
、
こ
れ
は

「
い
ま
山
山
は
四
方
に
く
ら
く
」
を
受
け
て
、
そ
の
内
側
の
世
界
に
具
体
的
イ
メ

ー
ジ
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
が
「
生
徒
ら
と
」
「
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
」
こ
と
を
、

「
た
の
し
」
か
っ
た
こ
と
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
今
か
ら
見
る
と
「
む
な
し
く
」

も
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
L
1
0
の
推
敲
過
程
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に
」
の
「
の
に
」

に
は
、
そ
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
「
黒
い
け
む
り
」
は
、
こ
の
「
む

な
し
く
」
を
含
意
す
る
形
で
「
ど
ん
ど
ん
た
っ
て
」
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
む

な
し
」
さ
の
内
容
に
っ
い
て
は
、
次
の
雲
の
項
、
お
よ
び
、
⑥
の
項
で
取
り
上
げ

る
「
破
産
」
の
内
容
と
も
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
、
改

め
て
考
察
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
煉
瓦
工
場
の
吐
き
出
す
「
黒
い
け
む
り
」
に

は
、
幾
分
か
の
悔
恨
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
『
銀
河
鉄
道

の
夜
』
に
お
い
て
、
已
の
生
き
方
の
悔
悟
か
ら
「
黒
い
け
む
り
」
を
た
て
る
蝿
の

　
　
　
　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
火
に
近
い
心
象
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
は
、

　
「
楊
の
木
や
何
か
も
ま
っ
黒
に
す
か
し
出
さ
れ
見
え
な
い
天
の
川
の
波
も
と
き
ど

　
き
ち
ら
ち
ら
針
の
や
う
に
赤
ぐ
光
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
向
ふ
岸
の
野
原
に
大
き

　
な
ま
っ
赤
な
火
が
燃
さ
れ
そ
の
黒
い
け
む
り
は
高
く
桔
梗
い
ろ
の
つ
め
た
さ
う
な

　
天
を
も
焦
が
し
さ
う
で
し
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

②
雲

　
　
賢
治
詩
に
お
い
て
は
、
天
象
の
表
現
が
心
象
の
全
体
的
印
象
を
反
映
す
る
こ
と

　
が
多
い
。
L
1
7
に
も
あ
る
通
り
、
「
そ
ら
い
っ
ぱ
い
の
雲
」
が
広
が
り
、
こ
れ
が
「
黒

　
い
け
む
り
」
と
と
も
に
L
1
8
∫
1
9
で
「
白
金
い
ろ
の
天
末
」
を
「
だ
ん
だ
ん
狭
く

　
ち
ゴ
」
め
て
い
く
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
地
上
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
黒
い
煙
と
ま
じ

　
わ
っ
て
一
つ
に
な
る
存
在
で
あ
る
。
作
者
の
気
持
を
暗
く
し
て
い
く
黒
雲
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
そ
れ
は
、
一
方
で
、
作
者
が
雲
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
遍
歴
を
経
た

　
後
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
『
第
二
集
』
所
収
の
「
一
九
八
　
雲
」
で
、
作
者
は
雲
に
向
っ
て
呼
び
か
け
て

　
い
る
。

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も

ね
ご
と
み
た
い
な

に
ご
り
さ
け
み
た
い
な
こ
と
だ

　
　
…
…
ぬ
れ
た
夜
な
か
の
焼
き
ぼ
っ
杭
に
よ
っ
か
か
り
…
…

お
い
　
き
ゃ
う
だ
い

へ
ん
じ
し
て
く
れ

そ
の
ま
っ
く
ろ
な
雲
の
な
か
か
ら
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『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

　
自
已
の
懸
命
な
努
力
に
対
し
て
さ
え
、
厳
し
く
問
い
直
し
て
い
れ
ば
こ
そ
発
せ

ら
れ
る
声
だ
が
、
む
な
し
さ
の
自
覚
を
持
つ
声
で
あ
る
。
こ
の
徒
労
感
の
根
底
に
、

挫
折
感
が
あ
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
。
こ
の
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
失
意
の
時
、
作
者
が
、
雲
に
こ
う
し
た
親
近
感
を
寄
せ
る
の
は
、
『
詩
ノ
ー
ト
』

所
収
二
〇
三
〇
　
あ
の
雲
が
ア
ツ
ト
ラ
ク
テ
ヴ
だ
と
い
ふ
の
か
ね
］
で
、
雲
を

次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
野
原
の
幾
千
の
わ
か
も
の
た
ち
の

う
ら
が
な
し
く
も
な
つ
か
し
い
お
も
ひ
が

す
べ
て
あ
の
雲
に
か
か
っ
て
ゐ
る
の
だ

（
中
略
）

そ
れ
こ
そ
恋
愛
自
身
な
の
で
あ
る

　
ま
た
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
形
で
、
『
疾
中
』
の
［
そ
の
恐
ろ
し
い
黒
雲
が
］
に

お
い
て
は
、
「
そ
の
恐
ろ
し
い
黒
雲
が
／
ま
た
わ
た
し
を
と
ら
う
と
く
れ
ば
／
わ
た

く
し
は
切
な
く
熱
く
ひ
と
り
も
だ
え
る
」
と
い
う
が
、
そ
こ
に
は
、
作
者
自
身
の
、

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
な
心
情
が
あ
っ
た
。
作
者
は
、
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

北
上
の
河
谷
を
覆
ふ

あ
の
雨
雲
と
婚
す
る
と
云
ひ

森
と
野
原
を
こ
も
ご
も
載
せ
た

そ
の
洪
積
の
大
地
を
恋
ふ
と

な
か
ば
は
戯
れ
に
人
に
も
寄
せ

な
か
ば
は
気
を
負
っ
て
ほ
ん
た
う
に
さ
う
も
思
ひ

③
　
作
者
に
は
、
「
雨
雲
と
婚
す
る
」
気
持
ち
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
天
の
微
塵

と
ち
ら
ば
ら
う
」
と
い
う
意
識
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
ざ
、
そ
の
黒
雲
が
「
ま
た
ま
の
あ
た
り
に
近
づ
け
ば
」
「
あ
〉
父
母
よ
弟
よ
／
あ

ら
ゆ
る
恩
顧
や
好
意
の
后
に
／
ど
う
し
て
わ
た
く
し
は
／
そ
の
恐
ろ
し
い
黒
雲
に

／
か
ら
だ
を
投
げ
る
こ
と
が
で
き
や
う
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
黒
雲
に
ま
じ
わ
る
煙
に
、
作
者
が
内
面
の
挫
折
感
を
噛
み
し
め
て
の
希
願
を
込

め
、
白
身
の
影
を
捉
え
て
い
た
の
は
、
こ
れ
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
挫
折

感
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
改
め
て
考
え
た
い
。

　
青
白
い
頁
岩
⑧
尖
っ
て
長
い
く
る
み
・
古
い
け
も
の
の
足
痕

　
頁
岩
（
ケ
ツ
ガ
ン
一
は
地
質
学
用
語
で
泥
板
岩
の
一
種
。
粘
土
が
凝
固
し
て
出

来
た
も
の
で
、
や
わ
ら
か
く
板
状
を
な
す
。
賢
治
が
イ
ギ
リ
ス
海
岸
と
名
づ
け
た

北
上
川
の
河
岸
や
そ
の
付
近
の
川
底
に
は
、
こ
の
岩
が
露
出
し
て
い
る
。

　
賢
治
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
海
岸
に
つ
い
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
の
歌
」
で
、
次
の
よ

う
に
歌
っ
て
い
る
。

弓
①
斗
武
q
ま
①
＜
8
■
σ
q
胃
け
①
ヰ
ー
ρ
q
ま
⑦
＜
o
■
■
潟
『

↓
實
け
サ
＜
ま
①
＜
◎
目
目
胴
胃
昌
■
q
吻
8
⇒

あ
を
じ
ろ
日
破
れ
　
あ
を
じ
ろ
日
破
れ

あ
を
じ
ろ
日
破
れ
に
お
れ
の
か
げ

↓
①
斗
酎
q
ま
①
く
◎
自
箏
①
q
胃
け
①
斗
－
ρ
q
ま
①
＜
◎
■
■
①
q
g

↓
①
斗
宣
＜
庄
①
＜
◎
白
⇒
①
q
實
昌
仁
庄
再
◎
目

な
み
は
あ
を
ざ
め
支
流
は
そ
そ
ぎ

た
し
か
に
こ
こ
は
彦
羅
の
な
ぎ
さ
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同
時
に
作
者
の
体
験
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る
童
話
『
イ
ギ
リ
ス
海
岸
』
に
は
、

「
あ
る
時
私
た
ち
は
四
十
近
く
の
半
分
炭
化
し
た
く
る
み
の
実
を
拾
ひ
ま
し
た
。

そ
れ
は
長
さ
が
二
寸
位
、
幅
が
一
寸
ぐ
ら
ゐ
、
非
常
に
細
長
く
尖
っ
た
形
で
し
た

の
で
、
は
じ
め
は
私
ど
も
は
上
の
重
い
地
層
に
押
し
潰
さ
れ
た
の
だ
ら
う
と
も
思

ひ
ま
し
た
が
、
縦
に
埋
ま
っ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
ま
し
た
し
、
や
っ
ぱ
り
は
じ
め
か

ら
そ
ん
な
形
だ
と
し
か
思
は
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
描
き
、
ま
た
、
「
白
い
火
山
灰

層
の
ひ
と
と
こ
ろ
が
、
平
ら
に
水
で
剥
が
さ
れ
て
、
浅
い
幅
の
広
い
谷
の
や
う
に

な
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
そ
の
底
に
二
つ
づ
つ
の
蹄
の
痕
の
あ
る
大
さ
五
寸
ば
か
り

の
足
あ
と
が
、
幾
つ
か
続
い
た
り
ぐ
る
っ
と
ま
は
っ
た
り
、
大
き
い
の
や
小
さ
い

の
や
、
実
に
め
ち
や
く
ち
や
に
つ
い
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
中
に
は

薄
く
酸
化
鉄
が
沈
澱
し
て
あ
た
り
の
岩
か
ら
実
に
は
っ
き
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
た

し
か
に
足
痕
が
泥
に
つ
く
や
否
や
、
火
山
灰
が
や
っ
て
来
て
そ
れ
を
そ
の
ま
＞
保

存
し
た
の
で
す
」
と
描
い
て
い
る
。

　
『
校
本
　
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
十
四
巻
の
年
譜
で
は
、
『
イ
ギ
リ
ス
海
岸
』
を
一

九
二
二
年
八
月
九
日
の
成
立
と
す
る
。
ま
た
、
作
中
で
は
、
足
痕
の
化
石
を
発
見

し
、
翌
日
こ
れ
を
発
掘
し
た
の
を
「
昨
日
の
こ
と
で
す
」
と
し
て
い
る
。
年
譜
の

大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
一
一
月
二
三
日
の
項
で
は
、
作
者
の
発
見
し
た
バ
タ

グ
ル
ミ
の
化
石
に
つ
い
て
、
東
北
大
学
地
質
古
生
物
教
室
の
早
坂
一
郎
教
授
の
調

査
に
協
カ
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
作
者
が
自
分
の
過
去
の
甘
さ
を
責
め
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
、
美
し
い
も
の
と
見

て
い
た
も
の
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
に
自
省
的

言
辞
を
示
す
の
は
、
『
第
二
集
』
の
「
雲
」
で
も
見
た
し
、
序
に
も
見
え
る
。
ま
た
、

「
水
は
水
銀
で
／
風
は
か
む
ば
し
い
か
ほ
り
を
持
っ
て
く
る
と
／
さ
う
い
ふ
型
の

考
へ
方
も
／
や
っ
ぱ
り
鬼
神
の
範
購
で
あ
る
」
（
［
一
〇
六
日
は
ト
パ
ー
ズ
の
か

　
　
　
　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

　
け
ら
を
そ
＞
ぎ
］
）
と
い
っ
た
形
で
示
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
深
化
し
た

　
修
羅
意
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
も
、
悔
恨
の
対
象

　
と
な
っ
て
不
思
議
は
な
い
。

　
　
こ
れ
を
受
け
て
『
第
三
集
』
に
な
る
と
、
［
黄
い
ろ
な
花
も
さ
き
］
で
「
川
は
あ

　
す
こ
の
瀬
の
と
こ
ろ
で
／
毎
秒
九
噸
の
針
を
な
が
す
」
と
表
現
し
、
先
に
見
た
『
銀

　
河
鉄
道
の
夜
』
（
初
期
形
）
で
も
、
川
波
の
光
を
「
針
」
と
し
て
い
た
。

④
二
夏
の
あ
ひ
だ

　
　
賢
治
が
県
立
花
巻
農
学
校
（
一
九
二
三
年
三
月
ま
で
は
稗
貫
郡
郡
立
）
に
勤
務

　
し
た
の
は
、
一
九
二
一
年
二
一
月
三
日
か
ら
一
九
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
で
あ

　
る
か
ら
、
夏
は
四
回
経
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
た
め
表
現
の
意
図
が
、
多
少

　
付
度
さ
れ
る
。
作
者
の
伝
記
的
事
実
と
の
照
合
を
あ
ま
り
重
視
す
る
こ
と
に
は
疑

　
問
な
し
と
し
な
い
が
、
あ
え
て
伝
記
的
事
実
に
即
し
て
、
意
を
汲
ん
で
み
れ
ば
、

　
一
九
二
一
二
年
の
夏
は
青
森
・
北
海
道
経
由
の
樺
太
旅
行
を
し
て
い
る
し
、
一
九
二

　
五
年
の
夏
に
は
、
す
で
に
翌
年
の
退
職
を
決
意
し
て
い
た
か
ら
、
「
実
習
の
す
ん
だ

　
毎
日
の
午
后
を
／
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に
」
と
表
現
す
る

　
に
相
応
し
い
夏
は
、
〕
一
夏
の
あ
ひ
だ
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に

　
　
作
者
は
『
第
二
集
』
の
序
に
「
わ
た
く
し
は
毎
日
わ
づ
か
二
時
間
乃
至
四
時
間

　
の
あ
か
る
い
授
業
と
／
二
時
問
ぐ
ら
ゐ
の
軽
い
実
習
を
も
っ
て
／
わ
た
く
し
に
と

　
っ
て
は
相
当
の
量
の
俸
給
を
保
証
さ
れ
て
居
り
ま
し
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

　
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
」
「
実
習
の
す
ん
だ
毎
日
の
午
后
」
の

　
様
子
を
描
い
た
童
話
に
『
イ
ギ
リ
ス
海
岸
』
が
あ
る
こ
と
は
、
前
項
で
述
べ
た
。

　
　
こ
の
部
分
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た

　
の
に
」
の
「
の
に
」
に
、
多
様
な
逆
説
関
係
を
複
合
さ
せ
な
が
ら
、
解
釈
が
な
さ
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『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

　
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
つ
に
は
、
過
去
に
お
い
て
は
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く

　
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に
」
、
「
い
ま
山
山
は
四
方
に
く
ら
」
い
と
い
う
自
覚
で
あ

　
る
。
二
つ
に
は
、
過
去
に
お
い
て
は
、
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た

　
の
に
」
、
そ
れ
を
今
か
ら
思
え
ば
「
青
じ
ろ
い
頁
岩
の
盤
」
や
「
う
す
ら
濁
っ
て
つ

　
ぶ
や
く
水
の
な
か
」
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
三
つ
に
は
、
過

　
去
に
お
い
て
は
「
生
徒
ら
と
た
の
し
く
あ
そ
ん
で
過
ご
し
た
の
に
」
、
現
在
の
自
分

　
は
煉
瓦
工
場
と
同
様
に
「
黒
い
け
む
り
」
を
ど
ん
ど
ん
立
て
て
い
る
存
在
だ
と
い

　
う
自
覚
で
あ
る
。

⑥
一
っ
ぺ
ん
す
っ
か
り
破
産
し
た

　
　
小
沢
俊
郎
氏
が
指
摘
す
る
偽
装
破
産
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
一
度
挫

　
折
を
経
験
し
た
も
の
を
あ
え
て
取
り
上
げ
て
、
同
情
を
寄
せ
て
い
る
の
が
注
目
さ

　
れ
る
。
「
何
を
た
い
て
ゐ
る
の
か
」
と
い
う
表
現
に
は
、
批
難
や
懐
疑
の
意
で
は
な

　
く
、
同
情
と
共
感
が
読
み
取
れ
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
工

　
場
の
「
破
産
」
と
再
生
の
「
黒
い
け
む
り
」
を
見
て
、
そ
こ
に
作
者
が
自
身
の
姿

　
を
捉
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
作
者
の
内
部
で
体
験
さ
れ
て
い
た
挫
折
と
は
ど
の
よ

　
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
第
四
節
で
考
え
た

　
い
。

⑦
白
金
い
ろ
の
天
末

　
　
「
汽
車
は
触
媒
の
白
金
を
噴
い
て
」
（
「
清
明
ど
き
の
駅
長
」
）
と
い
っ
た
比
楡
を

　
用
い
る
作
者
で
あ
る
か
ら
、
白
く
輝
く
雲
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

　
同
時
に
、
文
語
詩
に
改
稿
さ
れ
た
場
合
、
「
白
金
環
の
天
末
を
、
　
み
な
か
み
遠
く

　
め
ぐ
ら
し
つ
、
」
と
な
る
の
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
日
さ
へ
ま
も
な
く
か
く
さ
れ

　
る
／
か
く
さ
れ
る
前
に
は
感
応
に
よ
り
／
か
く
さ
れ
た
后
に
は
威
神
力
に
よ
り
／

　
　
　
　
　
は
く
き
ん
く
わ
ん

　
ま
ば
ゆ
い
白
金
環
が
で
き
る
の
だ
／
（
二
字
さ
げ
）
（
ナ
モ
サ
ダ
ル
マ
プ
フ
ン
ダ
リ

カ
サ
ス
ー
ト
ラ
」
（
「
樺
太
鉄
道
」
一
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
こ
と
は
、
白
金
環
の
実

態
を
知
る
う
え
で
、
ま
た
作
者
が
こ
れ
に
託
し
て
い
る
心
象
を
知
る
う
え
で
参
考

に
な
ろ
う
。
「
（
二
字
下
げ
）
ど
う
だ
雲
が
地
平
線
に
す
れ
す
れ
で
／
そ
こ
に
一
す

じ
白
金
環
さ
へ
つ
く
っ
て
ゐ
る
」
（
「
一
七
　
丘
陵
地
を
過
ぎ
る
」
『
第
二
集
』
収
）

と
い
っ
た
表
現
も
見
ら
れ
る
。
「
白
金
い
ろ
の
天
末
」
に
、
作
者
が
最
終
的
に
祈
念

す
る
も
の
が
、
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
構
成

A
　
L
1
S
3

　
　
川
上
に
向
っ
て
見
る
と
、
遠
く
煉
瓦
工
場
か
ら
煙
が
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
雲
ま

　
で
つ
づ
い
て
い
る
情
景
。
作
品
世
界
の
空
間
的
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

B
　
L
4
S
u

　
　
A
に
触
発
さ
れ
、
作
者
の
回
想
・
想
念
が
展
開
さ
れ
る
。
視
線
が
遠
く
を
望
む

　
こ
と
と
、
思
い
が
遠
い
過
去
に
向
う
こ
と
が
呼
応
し
て
い
る
。
工
場
の
脚
下
に
、

　
修
羅
の
な
ぎ
さ
と
も
い
え
る
川
原
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
、
そ
こ
で
作
者

自
身
が
、
か
つ
て
は
コ
一
夏
の
あ
ひ
だ
」
教
師
と
し
て
楽
し
い
生
活
を
体
験
し
た

　
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
時
は
そ
れ
と
し
て
楽
し
い
経
験
で

　
あ
っ
た
も
の
が
、
今
か
ら
思
え
ば
、
そ
の
体
験
も
「
青
じ
ろ
い
頁
岩
の
盤
」
の
上

　
で
の
こ
と
で
あ
り
、
「
う
す
ら
濁
っ
て
つ
ぶ
や
く
水
の
な
か
」
で
の
こ
と
で
あ
っ
た

　
と
自
覚
さ
れ
る
。
こ
の
修
羅
と
し
て
の
自
已
の
自
覚
か
ら
す
る
共
感
が
、
「
黒
い
け

　
む
り
」
を
あ
げ
る
煉
瓦
工
場
に
注
目
さ
せ
、
ま
た
、
「
白
金
い
ろ
の
天
末
」
を
狭
め

　
て
い
く
雲
と
混
じ
り
合
う
け
む
り
を
凝
視
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

C
　
L
1
2
∫
1
9
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A
，
B
を
踏
ま
え
て
、
現
在
の
自
分
の
周
囲
の
状
況
が
、
そ
し
て
自
分
自
身
の

こ
と
が
、
振
り
返
ら
れ
る
。
現
在
の
周
囲
の
状
況
は
、
明
る
く
楽
し
か
っ
た
過
去

に
比
べ
て
暗
惰
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
思
え
ば
、
過
去
の
挫
折
の
体
験
が
思
い

起
こ
さ
れ
、
脚
下
に
修
羅
の
な
ぎ
さ
を
控
え
て
立
つ
工
場
は
、
け
っ
し
て
作
者
と

別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
工
場
で
は
、
今
な
に
を
た
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

黒
い
け
む
り
を
立
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
空
の
雲
に
ま
ぎ
れ
て
い
く
姿
に
、
作
者

は
自
已
の
志
向
の
一
面
を
見
る
。
が
、
そ
の
雲
は
、
作
者
の
志
向
の
一
面
で
あ
り

な
が
ら
、
空
の
一
角
に
の
み
残
る
白
金
い
ろ
の
輝
き
さ
え
、
覆
い
隠
し
て
し
ま
い

そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
複
雑
に
屈
折
し
て
、
苦
渋
に
満
ち
た
作
者
の
心
情
が
、

伝
わ
っ
て
来
る
作
品
で
あ
る
。

　
『
春
と
彦
羅
』
第
三
集
の
二
番
め
に
収
め
ら
れ
た
「
七
〇
九
　
春
」
（
制
作
日
付
一

九
二
六
・
五
二
丁
）
に
お
い
て
、
作
者
は
陽
が
照
っ
て
鳥
が
蹄
き
／
あ
ち
こ
ち
の

檜
の
林
も
、
／
け
む
る
と
き
／
ぎ
ち
ぎ
ち
と
鳴
る
　
汚
い
掌
を
、
お
れ
は
こ
れ
か
ら

も
つ
こ
と
に
な
る
」
と
、
一
種
の
覚
悟
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
半
年

後
の
「
七
四
一
　
煙
」
に
お
い
て
、
か
つ
て
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
程
に
大
き
く

展
開
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
「
七
〇
九
　
春
」
の
「
ぎ
ち
ぎ
ち
と
鳴
る

汚
い
掌
」
は
、
あ
く
ま
で
明
る
い
陽
光
の
下
で
の
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
「
煙
」
の
「
黒
い
け
む
り
」
は
、
「
そ
ら
い
っ
ぱ
い
の
雲
に
」
ま
ぎ
れ
つ
つ
、
「
白

金
い
ろ
の
天
末
」
さ
え
「
だ
ん
だ
ん
狭
く
ち
ジ
」
め
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
黒
い
煙
に
修
羅
の
表
象
と
志
向
の
投
影
を
見
、
天
上
の
雲
と
の
ま
じ
わ
り

を
想
定
し
つ
つ
、
同
時
に
こ
れ
を
「
白
金
い
ろ
の
天
末
」
を
覆
う
も
の
と
自
覚
す
る

の
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、

関
連
作
品
も
含
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
i

嫌
人
症
と

「
昇
天
志
向
」

　
語
句
注
釈
の
中
で
も
多
少
ふ
れ
た
が
、
「
煙
」
と
の
関
連
作
品
と
し
て
、
［
西
も
東

も
］
が
あ
る
。
煙
と
悔
恨
の
心
象
と
の
関
係
を
見
る
う
え
で
興
味
深
い
作
品
な
の
で
、

以
下
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
主
題
の
重
点
の
置
き
方
に
違
い
は
あ

る
が
、
素
材
的
に
は
、
「
煙
」
と
ほ
ぼ
同
じ
場
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
春
と

修
羅
　
詩
稿
補
遺
』
収
録
の
定
稿
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

［
西
も
東
も
］

西
も
東
も

山
の
脚
ま
で
雲
が
澱
ん
で

野
は
ら
へ
暗
い
蓋
を
し
た

　
　
…
…
レ
ー
キ
は
削
る
ぢ
し
ば
り
、
ぢ
し
ば
り
、

　
　
　
　
川
は
億
千
の
針
を
な
が
す
…
…

川
上
に
や
っ
と
一
き
れ
白
い
天
末

そ
の
こ
っ
ち
で
は

広
告
に
大
き
く
こ
さ
え
た

マ
マ練

瓦
会
杜
の
煙
突
が
　
幾
日
ぶ
り
か
で

黒
い
煙
を
吐
い
て
ゐ
る

　
　
…
…
ぢ
し
ば
り
も
い
ま
、

　
　
　
　
や
っ
ぱ
り
冬
に
は
い
ら
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
あ
　
　
を

　
　
　
　
緑
や
辛
果
青
や
紅
、
紫
、

　
　
　
　
あ
ら
ゆ
る
色
彩
を
支
度
す
る

ぢ
し
ば
り

510
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『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

　
　
　
　
そ
れ
を
が
り
が
り
削
い
て
と
る
…
…
　
　
　
　
　
　
1
5

も
ず
が
一
む
れ
湖
っ
て
く
る

矢
羽
を
そ
ら
で
た
＞
い
て
ゐ
て

足
ぶ
み
を
す
る
や
う
な
の
は

岸
の
小
松
か
何
か
の
中
へ

お
り
た
い
と
で
も
い
ふ
の
だ
ら
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　
　
　
（
た
ゴ
済
ま
な
い
と
思
ふ
ば
か
り

　
　
　
　
ど
う
し
て
も
う
恨
む
こ
と
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
う
）

マ
マ練

瓦
会
杜
の
煙
突
か
ら

黒
い
け
む
り
が
の
ぼ
っ
て
行
っ
て

し
づ
か
に
雨
の
雲
に
ま
ぶ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5

　
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
行
下
げ
の
な
い
部
分
は
、
作
者
が
視
線
を
上
げ
て
捉
え

た
情
景
で
あ
り
、
行
下
げ
を
し
て
い
る
部
分
は
、
作
者
が
視
線
を
さ
げ
て
、
農
作
業

を
し
な
が
ら
捉
え
た
情
景
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
行
下
げ
の

な
い
部
分
で
は
周
囲
の
情
景
を
捉
え
て
こ
れ
に
心
象
を
仮
託
し
、
行
下
げ
を
し
て
い

る
部
分
は
、
こ
れ
に
対
し
て
内
攻
す
る
作
者
の
心
象
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
L
1
6
の
「
も
ず
」
は
、
む
く
ど
り
の
こ
と
ら
し
い
が
、
作
者
は
、
し
ば
し
ば
、
こ

の
「
も
ず
」
に
、
錯
綜
す
る
自
已
の
心
情
を
託
し
て
い
る
。
L
u
∫
1
4
の
「
ぢ
し
ば

り
」
の
「
あ
ら
ゆ
る
色
彩
」
と
呼
応
し
つ
っ
、
作
者
の
胸
に
込
み
上
げ
て
く
る
も
の

を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
受
け
る
形
で
書
か
れ
た
、
行
下
げ
を
し

て
一
一
で
包
ん
だ
L
2
1
5
2
2
に
は
、
作
者
の
心
情
が
直
接
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
も
、
「
も
ず
」
の
「
岸
の
小
松
か
何
か
の
中
へ
／
お
り
た
い
と
で
も
い
ふ
の

だ
ら
う
」
と
見
ら
れ
た
動
き
を
受
け
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
時
の
「
（
た
ゴ
済
ま
な
い
と
思
ふ

ば
か
り
／
ど
う
し
て
も
う
恨
む
こ
と
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
、
白
省
し
自
已
を
抑

制
す
る
の
と
呼
応
し
て
、
か
え
っ
て
逆
に
作
者
の
目
は
、
反
転
し
て
、
静
か
に
「
雲

に
ま
ぶ
れ
る
」
「
黒
い
け
む
り
」
を
凝
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
、
人
問
関

係
に
お
い
て
何
か
の
出
来
事
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
今
、
作
者
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
思

い
返
さ
れ
て
い
る
。
「
ど
う
し
て
も
う
恨
む
こ
と
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
作
者
が
恨
み
に
思
う
こ
と
も
あ
り
得
る
人
間
関
係
が
過
去
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
を
自
制
し
て
、
「
た
ゴ
済
ま
な
い
と
思
ふ
ば
か
り
」
と
い
っ
た
時
、
「
黒

い
け
む
り
が
の
ぼ
っ
て
行
」
く
姿
に
目
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
恨
み
と
そ
れ
に
対
す
る
自
制
を
契
機
と
す
る
「
昇
天
志
向
」
は
、
賢

治
作
品
の
主
題
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
で
、
『
よ
た
か
の
星
』
の
よ
だ
か
に
も
、

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
作

晶
で
は
、
こ
の
天
上
的
な
も
の
へ
の
転
化
を
、
そ
の
ま
ま
自
已
救
済
に
結
び
つ
け
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
、
昇
華
し
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
『
よ
だ
か
の
星
』
の

よ
う
に
、
「
昇
天
志
向
」
を
美
化
し
な
い
だ
け
、
厳
し
い
自
已
認
識
が
ひ
そ
め
ら
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
。

　
で
は
、
作
者
が
恨
み
に
思
っ
て
も
自
然
な
人
間
関
係
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
生
活
上
の
具
体
的
な
こ
と
は
、
今
の
筆
者
に
不
明
だ
が
、

詩
的
作
品
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
も
、
関
連
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
つ
作
品
は
幾
つ
か

　
　
　
　
　
　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
ー

見
出
さ
れ
る
。
嫌
人
症
を
扱
っ
た
作
品
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
と
し
て
、
一
九
二
五
二
丁
五
の
制
作
日
付
を
持
つ
「
四
〇
九
　
冬
」

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「
が
ら
に
も
な
い
商
略
な
ん
ぞ
た
て
や
う
と
し
た
か
ら
／
そ
ん

　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
i

な
嫌
人
症
に
と
っ
つ
か
ま
っ
た
ん
だ
」
云
々
と
記
し
て
い
る
し
、
天
沢
退
二
郎
氏
の

指
摘
が
す
で
に
あ
る
よ
う
に
、
一
九
二
五
二
丁
一
九
日
付
森
佐
一
氏
宛
書
簡
（
書
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簡
番
号
二
〇
二
）
に
も
「
い
ま
く
－
ω
竃
庄
8
睾
が
氷
の
や
う
に
わ
た
く
し
を
襲
っ
て

ゐ
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
現
実
的
に
も
何
か
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
九
二
四
・
四
一
一
九
一
の
創
作
日
付
を
持
つ
［
い
ま
来
た
角

に
］
の
下
書
稿
一
一
）
お
よ
び
一
三
一
の
手
入
稿
に
は
、
こ
の
夜
間
行
を
素
材
と
し

た
作
晶
に
お
い
て
、
夜
問
行
の
契
機
が
花
巻
農
学
校
の
校
長
や
同
僚
と
の
問
の
間
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
云
え
ば
、
「
四
〇
九
　
冬
」
に
お
い
て
、
作
者
は
「
い
っ
ぱ
い
あ
か
り
を

載
せ
て
電
車
が
く
る
」
の
を
凝
視
し
て
い
る
し
、
同
じ
作
品
番
号
を
持
つ
、
n
四
〇
九

今
日
も
ま
た
し
や
う
が
な
い
な
］
に
は
、
「
ま
る
で
わ
れ
わ
れ
職
員
が
／
タ
イ
タ
ニ
ツ

ク
の
甲
板
で
／
オ
8
屋
『
昌
＜
胴
a
か
何
か
う
た
う
悲
壮
な
船
客
ま
が
ひ
で
あ
る
」
と

い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
天
上
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
ー

旅
の
底
流
に
も
、
疎
外
感
と
嫌
人
症
的
感
情
が
あ
っ
た
の
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
に

も
モ
テ
ィ
i
フ
の
近
接
関
係
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
ー

　
そ
し
て
、
こ
の
嫌
人
症
は
、
一
時
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
『
春
と
修
羅

詩
稿
補
遺
』
所
収
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
／
林
中
乱
思
」
で
は
、
農
学
校
退
職
後
の
作

品
で
あ
る
の
に
、
「
白
菜
を
ま
い
て
／
金
も
う
け
の
方
は
ど
う
で
す
か
な
ど
と
云
っ
て

ゐ
た
／
普
藤
な
ん
ぞ
を
つ
れ
て
来
て
／
こ
の
塩
汁
を
ぶ
っ
か
け
て
や
り
た
い
／
誰
が

の
ろ
の
ろ
農
学
校
の
教
師
な
ど
し
て
／
一
人
前
の
仕
事
を
し
た
と
云
は
れ
る
か
／
そ

れ
が
つ
ら
い
と
云
ふ
の
な
ら
／
ぜ
ん
た
い
じ
ぶ
ん
が
低
能
な
の
だ
」
と
さ
え
い
っ
て

い
る
。

　
先
述
の
通
り
、
［
西
も
東
も
］
は
、
文
語
詩
の
未
定
稿
［
た
ゴ
か
た
く
な
の
み
を
わ

ぶ
る
］
に
改
稿
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

…
…
た
ジ
か
た
く
な
の
み
を
わ
ぶ
る

　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察

（
木
村
）

な
に
を
か
ひ
と
に
う
ら
む
べ
き
…
…

ま
し
ろ
き
そ
ら
に
は
ゴ
た
き
て

ま
し
ろ
き
そ
ら
に
た
ゆ
た
ひ
て

百
舌
は
い
こ
ひ
を
お
も
ふ
ら
し

　
未
定
稿
と
し
て
の
保
留
条
件
は
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
部
分
を
見
た

だ
け
で
も
、
百
舌
の
「
は
ジ
た
き
」
と
「
た
ゆ
た
ひ
」
を
見
つ
め
、
「
い
こ
ひ
を
お
も

ふ
」
姿
を
捉
え
る
作
者
の
心
の
根
底
に
、
「
ひ
と
に
う
ら
む
」
思
い
を
持
つ
自
已
の
「
か

た
く
な
」
を
「
わ
ぶ
る
」
緊
張
感
は
、
明
ら
か
に
持
続
さ
れ
て
い
る
。

　
「
煙
」
が
、
こ
う
し
た
作
品
群
の
中
の
一
編
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
見
れ
ば
、

煉
瓦
工
場
と
そ
れ
の
た
て
る
「
黒
い
け
む
り
」
は
、
け
っ
し
て
作
者
と
別
の
も
の
で

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註
123
　
拙
稿
「
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
私
註
と
考
察
（
そ
の
一
）
で
は
「
空
明
と
傷
痩
」

（
「
島
大
国
文
」
第
1
6
号
　
昭
6
2
⑤
u
）
を
、
（
そ
の
二
）
で
は
「
薙
露
青
」
（
「
島

根
大
学
教
育
学
部
紀
要
〈
人
文
一
社
会
科
学
〉
」
第
2
1
巻
　
昭
6
2
⑧
1
2
）
を
、
（
そ

の
三
一
で
は
n
北
上
川
は
榮
気
を
な
が
し
イ
］
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
〈
人

文
・
社
会
科
学
〉
」
第
2
2
巻
－
第
－
号
昭
6
3
③
1
0
）
を
、
（
そ
の
四
）
で
は
「
一

八
四
　
春
」
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
〈
人
文
⑧
杜
会
科
学
〉
」
第
2
2
巻
－
第

2
号
昭
6
3
⑧
1
2
）
を
取
り
上
げ
た
。
参
照
し
て
し
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
天
沢
退
二
郎
『
〈
宮
沢
賢
治
〉
鑑
』
（
昭
6
1
・
9
、
筑
摩
書
房
刊
）
」
宮
沢
賢

治
と
『
星
』
の
章
、
参
照
。

　
拙
稿
「
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
私
註
と
考
察
一
そ
の
一
）
「
空
明
と
傷
湊
」
（
「
島
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9 　
　
　
　
　
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
　
「
煙
」
に
関
す
る
私
註
と
考
察
（
木
村
）

大
国
文
」
第
1
6
号
昭
6
2
⑧
u
）
参
照
。

　
小
沢
俊
郎
『
宮
沢
賢
治
論
集
　
2
口
語
詩
研
究
』
一
昭
6
2
・
4
、
有
精
堂
出
版

刊
）
「
煉
瓦
工
場
」
の
章
、
参
照
。

　
拙
稿
「
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
私
註
と
考
察
（
そ
の
三
）
［
北
上
川
は
榮
気
を

な
が
し
イ
］
一
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
〈
人
文
亀
杜
会
科
学
〉
」
第
2
2
巻
－
第

－
号
昭
6
3
・
1
0
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
前
稿
で
は
、
燥
瓦
工
場
に
対
し
て
抱
い

て
い
た
作
者
の
心
象
が
、
『
第
二
集
』
ま
で
と
『
第
三
集
』
以
下
と
で
変
化
し
た

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
稿
の
通
り
改
め
た
い
。

　
天
沢
退
二
郎
『
〈
宮
沢
賢
治
〉
鑑
』
（
昭
6
1
・
9
、
筑
摩
書
房
刊
）
「
プ
ル
ー

ス
ト
と
宮
沢
賢
治
」
の
章
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

　
佐
藤
泰
正
「
『
空
明
と
傷
痩
』
＝
本
木
野
』
」
（
佐
藤
泰
正
編
『
宮
沢
賢
治
必

携
』
昭
5
6
・
3
、
学
燈
杜
刊
収
）
参
照
。

　
賢
治
作
品
に
登
場
す
る
「
も
ず
」
「
百
舌
」
は
、
群
を
な
し
て
飛
ぶ
な
ど
、
普

通
の
モ
ズ
と
生
態
を
異
に
す
る
。
日
本
野
鳥
の
会
の
森
下
英
美
子
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
と
、
賢
治
童
話
『
鳥
を
と
る
や
な
ぎ
』
等
に
見
ら
れ
る
「
モ
ズ
」
は
、

「
ム
ク
ド
リ
で
は
な
い
か
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
東
北
方
言
で
は
、

モ
ク
ド
リ
の
こ
と
を
「
も
ぐ
」
「
も
く
」
と
も
い
う
よ
う
で
あ
る
。

　
天
沢
退
二
郎
『
〈
宮
沢
賢
治
〉
鑑
』
一
昭
6
1
・
9
、
筑
摩
書
房
刊
）
「
宮
沢
賢

　
　
ミ
ザ
ン
ス
ロ
ピ
ー

治
の
嫌
人
症
」
の
、
章
参
照
。


