
井
上
靖
『
四
角
な
船
』
考

－
そ
の
選
ば
れ
た
者
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
ー

　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｙ
）

　
　
「
四
角
な
船
」
と
い
う
の
は
、
作
者
も
そ
の
「
自
作
解
題
」
に
《
旧

約
聖
書
の
創
世
記
に
出
て
く
る
ノ
ア
の
対
価
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
り
‘

ま
す
》
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
対
価
の
こ
と
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
創

世
記
第
六
章
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
、

　
　
　
即
ち
其
方
舟
の
長
は
三
百
キ
ュ
ビ
ト
祢
潤
は
五
十
キ
ュ
ビ
ト
其

　
　
高
は
三
十
キ
ュ
ビ
ト
、
又
方
舟
に
導
光
厠
を
作
り
上
一
キ
ュ
ビ
ト

　
　
に
之
を
作
り
終
べ
し
又
方
舟
の
戸
は
其
傍
に
設
く
べ
し
下
淋
と
二

　
　
階
と
三
階
と
に
之
を
作
る
べ
し

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
頻
出
す
る
キ
ュ
ビ
ト
と
は
、
長
さ
の
単
位

で
ひ
じ
か
ら
中
指
ま
で
の
長
さ
だ
と
、
あ
ら
か
わ
・
そ
う
べ
え
『
外
来

語
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
に
あ
る
。
わ
が
国
の
尋
に
似
た
単
位
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
方
舟
を
作
っ
た
の
が
、
ノ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
ノ
ア
は
《
義
人
に
し
て
揚
世
の
完
全
き
者
》
で
あ
り
、

　
《
神
と
偕
に
歩
》
み
《
エ
ホ
バ
の
目
の
ま
へ
に
恩
を
得
》
た
。
神
は
世

の
乱
れ
を
嘆
き
、
世
を
乱
し
た
人
々
を
世
と
と
も
に
滅
ぼ
す
た
め
に
大

洪
水
を
起
こ
す
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ノ
ア
に
告
げ
る

工
　
　
藤

茂

と
同
時
に
、
《
汝
聡
斜
を
も
て
汝
の
た
め
に
方
舟
を
造
り
方
舟
の
胆
に
一
聡

を
作
り
か
か
を
も
て
其
㈲
牢
を
お
る
べ
し
》
と
命
じ
ぺ

　
創
世
記
第
七
章
は
そ
の
方
舟
に
載
せ
る
も
の
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
エ
Ｅ
ｙ
’
ノ
ア
に
吉
た
ま
ひ
け
る
は
汝
と
汝
の
家
皆
方
舟
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
　
　
　
　
ま
へ
　
た
だ
し
き
　
　
　
　
　
　
　
１
１

　
　
る
べ
し
我
汝
が
こ
の
世
の
人
の
中
に
て
わ
が
前
に
義
を
視
た
れ
ば

　
　
な
り
　
諸
の
潔
き
獣
を
牝
牡
七
宛
汝
の
許
に
取
り
潔
ら
ぬ
獣
を
牝

　
　
牡
二
　
亦
天
空
の
鳥
を
雌
雄
七
妬
取
て
柩
を
金
地
の
面
に
生
の
こ

　
　
ら
し
む
べ
し

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ノ
ア
は
人
々
の
坤
か
ら
選
ば
れ
妻
、
子
等
、
子
等

の
妻
と
と
も
に
方
舟
に
乗
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
現
代
の
「
四
角
な
船
」
に
乗
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
「
神
」

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
、
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
井

上
靖
の
小
説
に
探
る
前
に
、
こ
の
小
説
の
執
華
中
に
生
ま
れ
た
詩
「
雨

期
」
に
お
い
て
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
者
た
ち
を
選
ん
で
い
る
の
か
を

そ
の
詩
に
見
て
置
き
た
い
。
「
雨
期
」
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ



る

　Ｏ

深
夜
、
依
然
と
し
て
降
り
続
い
て
い
る
烈
し
い
雨
の
音
／
で
眼
覚

め
る
と
、
い
つ
も
私
の
寝
室
兼
書
斎
の
小
さ
い
／
部
屋
は
方
舟
に

な
っ
て
い
る
。
松
脂
と
歴
青
で
塗
り
固
／
め
た
あ
の
ノ
ア
の
方
舟
。

た
だ
私
の
方
舟
は
ノ
ア
が
神
／
の
命
に
よ
っ
て
造
っ
た
あ
ん
な
大

き
な
も
の
で
は
な
／
い
。
私
製
の
小
さ
い
奴
だ
。

私
は
己
が
方
舟
に
収
め
る
も
の
を
物
色
す
る
作
業
に
と
／
り
か
か

る
。
―
－
―
―
花
と
い
う
花
が
死
に
絶
え
た
中
で
ひ
／
と
り
神
韻
を
帯

び
て
、
わ
が
家
の
庭
に
咲
き
続
け
て
い
／
る
あ
じ
さ
い
。
長
雨
の

た
め
に
野
性
を
取
り
戻
し
、
何
／
も
の
を
も
信
じ
な
い
孤
独
な
眼

付
き
に
な
っ
て
い
る
白
／
い
紀
州
犬
。
同
じ
よ
う
に
雨
に
叩
か
れ

て
、
廃
園
と
し
／
て
の
不
逞
な
相
貌
を
帯
び
て
来
た
浜
木
綿
の
花

壇
。
そ
／
し
て
創
世
記
の
童
女
の
面
輪
と
純
潔
な
魂
を
併
せ
待
っ

／
て
い
る
五
歳
の
孫
娘
。

未
明
、
私
は
や
が
て
来
る
愛
す
る
者
た
ち
と
の
別
離
の
／
悲
し
み

で
心
を
濡
ら
す
。
私
が
己
が
方
舟
に
乗
り
込
む
／
資
格
を
持
っ
て

い
な
い
か
ら
だ
。
私
は
耳
を
す
ま
す
。
／
何
も
の
か
が
天
地
に
充

満
し
、
移
動
し
て
い
る
。
季
節
／
の
、
と
言
う
よ
り
、
正
し
く
は

業
の
よ
う
な
も
の
の
エ
ノ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
そ
の
場
所
を
変
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
／
だ
。
美
し
い
も
の
だ
け
を
乗
せ
た
小
さ
い
方
舟

を
、
私
／
が
両
の
千
で
暁
闇
の
中
に
押
し
出
す
時
は
刻
々
迫
り
つ

／
つ
あ
る
。
－
１
‐
‐
こ
う
し
た
時
な
の
で
あ
る
。
私
を
別
離
／
の
悲

し
み
の
中
で
眠
ら
せ
る
た
め
に
、
終
夜
烈
し
く
降
／
り
続
い
た
雨

が
突
然
霧
の
よ
う
な
静
か
な
そ
れ
に
変
る
／
の
は
。

　
右
の
詩
で
は
「
私
」
が
神
と
ノ
ア
を
兼
ね
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

　
「
私
」
は
《
己
が
方
舟
に
乗
り
こ
む
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
》
と
、
厳

し
く
自
己
を
裁
く
。
そ
の
上
で
、
あ
じ
さ
い
、
紀
州
犬
、
浜
木
綿
の
花

壇
、
そ
し
て
五
歳
の
孫
娘
に
、
方
舟
に
乗
り
こ
む
資
格
を
与
え
る
。
そ

れ
ら
は
、
た
だ
単
な
る
あ
じ
さ
い
の
花
で
も
な
け
れ
ば
、
紀
州
犬
で
も

な
い
。
《
ひ
と
り
神
韻
を
帯
び
て
、
わ
が
家
の
庭
に
咲
き
続
け
て
い
る
あ

じ
さ
い
》
で
あ
り
、
《
長
雨
の
た
め
に
野
性
を
取
竺
尻
し
、
何
も
の
を
も

信
じ
な
い
孤
独
な
眼
什
き
に
な
っ
て
い
る
白
い
紀
州
犬
》
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
浜
木
綿
の
花
壇
は
《
廃
園
と
し
て
の
不
逞
の
相
貌
を
帯
び

て
来
》
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
五
歳
の
孫
娘
は
《
創
世
紀
の
童
女
の

面
輪
と
純
潔
な
魂
を
併
せ
持
っ
て
い
》
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ

も
そ
の
美
し
さ
故
に
「
私
」
の
愛
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。

　
詩
の
中
に
登
場
す
る
「
私
」
は
、
作
者
井
上
靖
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り

は
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
右
の
者
た
ち
は
作
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
た

ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
資
格
は
《
美
し
い
も
の
》
で
あ
る
。
《
美
し
い
も
の
》

だ
け
が
現
代
の
方
舟
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

神
と
ノ
ア
を
演
じ
る
作
者
は
、
自
ら
乗
船
を
拒
否
し
、
愛
別
離
苦
の
悲

し
み
に
甘
ん
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
小
説
『
四
角
な
船
』
で
神
と
ノ
ア
の
役
割
を
演
し
る
の
は
、
蔓
で
あ

る
。
現
代
の
社
会
で
大
洪
水
を
予
言
し
、
方
舟
を
作
ら
せ
る
と
言
え
ば

誰
で
も
そ
れ
を
狂
人
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
作
者
は
蔓
を
狂
人
と

し
て
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
狂
人
を
追
う
人
間
と
し
て
新
聞
記
者

２



丸
子
束
平
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
設
定
に
よ
っ
て
小
説
『
四

角
な
船
』
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
蔓
の
後

に
は
作
者
井
上
靖
か
お
り
、
’
蔓
の
選
ぶ
人
間
た
ち
は
全
て
井
上
に
よ
っ

て
造
形
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
「
雨
期
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
ま
た
、
井
上
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
者
た
ち
だ
と

言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
に
は
井
上
靖
の
人
間
観

が
色
濃
く
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
罷
が
最
初
に
四
角
な
船
に
載
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
牛
と
鶏

で
あ
っ
た
。
丸
子
束
平
が
や
っ
と
の
こ
と
で
蔓
に
会
っ
た
日
、
苑
は
牛

と
鶏
を
罷
家
の
内
部
に
残
し
た
ま
ま
、
四
角
な
船
に
乗
せ
る
人
を
求
め
‘

て
家
を
出
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
蔓
家
は
大
騒
動
と
な
る
。

　
　
　
「
若
の
部
屋
に
牛
が
は
い
っ
て
ま
す
」

　
　
　
お
た
き
さ
ん
は
言
っ
た
。

　
　
　
「
ど
う
し
て
、
牛
が
は
い
っ
た
ん
や
」

　
　
　
「
若
が
入
れ
た
ん
で
す
や
ろ
が
。
－
―
－
手
紙
に
書
い
て
あ
り
ま
し

　
　
た
。
そ
の
手
紙
、
あ
と
で
読
ん
で
下
さ
れ
。
ど
こ
ぞ
に
置
い
て
あ

　
　
る
。
電
燈
が
点
か
ん
こ
と
に
は
判
ら
し
ま
へ
ん
が
。
‐
‐
‐
－
牛
と
鶏

　
　
を
大
切
に
し
て
預
っ
て
お
く
よ
う
に
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
預

　
　
る
も
、
預
ら
ん
も
あ
ら
へ
ん
。
ち
ゃ
ん
と
、
若
の
部
屋
に
は
い
っ

　
　
て
ま
す
が
。
ま
ず
あ
れ
か
ら
始
末
し
て
く
れ
は
り
ま
せ
ん
か
。
え

　
　
ら
い
こ
っ
ち
や
」

　
　
　
お
た
き
さ
ん
は
言
っ
て
、
両
手
で
順
順
を
押
え
た
。

　
勘
左
、
耳
無
、
丸
子
が
入
っ
て
い
く
と
、

　
　
　
部
屋
の
中
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
机
の
上
に
Ｉ

　
　
羽
、
床
に
三
羽
、
ソ
フ
ァ
の
上
に
一
羽
、
－
１
部
屋
は
五
羽
の
鶏

　
　
に
占
領
さ
れ
て
い
る
。
床
の
絨
毯
は
牛
の
泥
脚
で
踏
み
に
じ
ら
れ
、

　
　
方
々
に
牛
の
排
出
物
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

と
い
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

　
後
に
苑
は
多
数
の
小
鳥
た
ち
を
四
角
な
船
に
載
せ
よ
う
と
す
る
。
こ

の
小
鳥
た
ち
同
様
、
何
故
彼
が
牛
や
鶏
を
船
に
載
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、

そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
旧
約
聖
書
に
な
ら
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
動
物
の
乗
船
資
格
を
、
こ
こ

で
あ
れ
こ
れ
詮
索
す
る
の
は
止
め
て
お
こ
う
。

　
次
に
葺
が
、
古
代
ア
ッ
カ
ド
心
七
で
、
《
－
‐
汝
、
船
に
乗
れ
》
と
書

い
た
紙
片
を
入
れ
た
カ
メ
オ
を
渡
し
だ
の
は
、
佐
渡
の
老
婆
で
あ
っ
た
。

　
蔓
の
後
を
追
っ
て
佐
渡
に
渡
っ
た
丸
子
は
、
案
内
さ
れ
た
浜
辺
に
そ

の
老
婆
を
見
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
置
き
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
《
な
ん

と
い
い
置
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
丸
子
は
思
っ
た
。
一
歩
一
歩
近
寄

っ
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
そ
の
置
き
も
の
は
素
晴
ら
し
く
見
え
た
。
瞼

だ
ら
け
の
く
し
や
く
し
ゃ
な
顔
を
し
て
い
る
。
潮
風
に
や
け
た
黒
い
顔

で
あ
る
。
そ
の
顔
を
俯
向
け
て
、
▽
心
に
網
を
つ
く
ろ
っ
て
い
る
。
ひ

と
握
り
に
で
き
そ
う
な
小
さ
い
体
を
、
漁
師
の
着
そ
う
な
仕
事
羞
で
包

ん
で
い
る
。
》

　
そ
の
老
婆
は
目
が
見
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
老
婆
に
は
い
ろ
い

ろ
な
も
の
が
見
え
て
い
た
。

　
　
　
「
今
日
は
特
に
海
が
き
れ
い
で
す
」

　
　
　
「
き
れ
い
で
す
か
」

　
　
　
（
丸
子
が
）
思
わ
ず
質
問
の
口
調
に
な
る
と
、

３



　
　
　
「
き
れ
い
で
す
」

　
　
　
そ
う
言
っ
て
か
ら
、
ふ
い
に
笑
顔
に
な
っ
て
、

　
　
　
「
見
え
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
き
れ
い
な
ど
と
言
う
か
と
お
考
え

　
　
で
し
ょ
う
。
‐
‐
－
ｉ
‐
‐
で
も
、
見
え
る
ん
で
す
よ
、
青
い
海
が
。
小
さ

　
　
い
時
か
ら
海
の
燃
で
暮
し
、
毎
日
波
の
音
を
聞
き
、
暖
い
日
は
こ

　
　
う
し
て
浜
に
出
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
海
は
見
え
ま
す
。
眼
は
な
‘

　
　
く
て
も
、
ち
ゃ
あ
ん
と
海
は
見
え
ま
す
」

　
　
　
「
ほ
う
」

　
　
　
す
る
と
、
老
婆
は
何
と
も
言
え
ず
邪
気
の
な
い
い
い
顔
を
少
し

　
　
仰
向
け
て
、

　
　
　
「
海
も
見
え
ま
す
。
魚
も
見
え
ま
す
。
メ
バ
ル
は
こ
ん
な
魚
で
、

　
　
カ
レ
イ
は
こ
ん
な
魚
と
、
ち
ゃ
ん
と
区
別
し
て
見
え
ま
す
。
浜
も

　
　
見
え
ま
す
。
岩
も
見
え
ま
す
。
村
の
人
の
一
人
一
人
の
顔
も
見
え

　
　
ま
す
」

　
　
　
と
言
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
老
婆
だ
か
ら
、
蔓
の
よ
さ
も
見
え
る
。
彼
女
は
丸
子
に

　
「
い
い
お
方
で
す
も
の
な
。
あ
ん
な
い
い
お
方
は
な
い
」
と
、
蔓
の
こ

と
を
言
う
の
で
あ
る
。
丸
子
は
そ
の
老
婆
の
顔
を
《
生
れ
つ
き
の
盲
人

の
顔
は
暗
い
も
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
の
暗
さ
も
な
く
、
幼
児
の
顔

の
持
つ
あ
ど
け
な
さ
が
あ
っ
た
》
と
見
、
そ
の
笑
顔
を
く
き
れ
い
だ
っ

た
。
一
瞬
花
で
も
開
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
笑
い
方
だ
っ
た
》
と
思
う
の

で
あ
る
。
こ
の
老
婆
の
美
し
さ
を
、
作
者
は
丸
子
の
感
動
を
通
し
て
、

次
の
よ
う
に
描
い
て
み
せ
る
。

　
　
　
丸
子
は
ご
が
心
に
立
ち
こ
め
て
い
る
感
動
に
身
を
任
せ
て
い
た
。

　
　
い
い
な
、
と
思
う
。
こ
れ
ほ
ど
、
い
い
な
と
思
う
こ
と
は
、
一
生

　
　
の
間
に
そ
う
度
々
は
経
験
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。
狂
人
は
老
婆

　
　
の
た
め
に
、
針
に
糸
を
さ
し
て
や
り
、
そ
し
て
、
時
折
、
口
に
す

　
　
る
言
葉
と
言
え
ば
、
老
婆
を
ほ
め
る
言
葉
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際

　
　
に
ま
た
、
老
婆
は
ほ
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
生
れ
つ
き
の

　
　
盲
目
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
と
美
し
く
生
き
て
き
た
こ
と
か
。

　
　
誰
を
恨
む
で
も
な
く
、
誰
を
羨
む
で
も
な
く
、
己
が
運
命
を
素
直

　
　
に
受
け
と
っ
て
、
長
い
人
生
を
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ

　
　
う
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
美
し
い
顔
は
で
き
あ
が
ら
な
か
っ
た

　
　
に
違
い
な
い
。
こ
ん
な
美
し
い
笑
い
を
笑
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ

　
　
た
部
だ
。
え
ら
い
も
の
で
あ
る
。
発
で
な
く
て
も
、
え
ら
い
と
言

　
　
う
以
外
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

　
老
婆
の
美
し
さ
は
、
『
傍
観
者
』
の
詩
人
井
上
靖
の
こ
と
ば
を
借
り
る

な
ら
ば
、
《
天
命
》
に
従
順
に
生
き
て
き
た
人
間
の
美
し
さ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
現
代
の
人
間
か
ら
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
美
し
さ

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
、
彼
女
は
現
代
の
方
舟
に
乗
る
資

格
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
罷
の
姿
を
求
め
て
、
中
野
の
風
ヶ
丘
ア
パ
ー
ト
を
訪
ね
た
丸
子
の
前

に
姿
を
現
し
た
の
は
、
蔓
で
は
な
く
七
条
み
や
こ
・
み
ど
り
と
い
う
奇

妙
な
母
子
で
あ
っ
た
。
葺
は
既
に
、
例
の
乗
船
証
を
一
つ
こ
の
母
子
に

渡
し
た
う
え
で
、
姿
を
消
し
て
い
た
。

　
七
条
み
や
こ
は
ク
ラ
ブ
・
エ
ベ
レ
ス
ト
に
勤
め
て
い
て
、
そ
の
名
刺

４



を
丸
子
に
示
す
。
丸
子
が
「
シ
チ
ジ
ョ
ウ
で
す
か
、
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
で
す

か
」
と
訊
く
と
、
「
ど
っ
ち
で
も
い
い
ん
で
す
。
い
い
加
減
に
つ
け
た
名

前
で
す
か
ら
」
と
答
え
る
。
従
っ
て
、
彼
女
の
本
名
は
不
明
の
ま
ま
で

あ
る
。

　
彼
女
は
「
で
も
、
わ
た
し
た
ち
、
生
き
身
で
し
ょ
う
、
お
互
い
に
。

た
ま
に
遊
び
た
く
な
っ
て
も
ふ
し
ぎ
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
か
、

あ
る
い
は
、
み
ど
り
の
た
め
な
ら
部
屋
代
や
権
利
金
が
少
々
高
く
て
も

大
丈
夫
、
「
い
や
な
人
で
も
我
慢
し
て
、
一
、
二
晩
つ
き
合
う
気
に
な
れ

ば
、
権
利
金
ぐ
ら
い
へ
っ
ち
ゃ
ら
よ
。
あ
と
で
体
に
石
鹸
つ
け
て
ご
し

ご
し
洗
っ
て
し
ま
え
ば
、
た
い
し
た
こ
と
な
い
わ
」
な
ど
と
危
険
な
こ
‘

と
を
言
う
。
そ
の
一
方
で
は
ま
た
、
「
大
洪
水
が
未
た
ら
さ
っ
ぱ
り
す
る

と
思
う
わ
。
種
痘
が
い
い
の
、
悪
い
の
。
粉
ミ
ル
ク
が
ど
う
の
、
こ
う

の
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
母
乳
ま
で
変
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
し
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
。
子
供
ぐ
ら
い
、
心
配
し
な
い
で
、
育
て
て
行
け
る
世
の
中
で

な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
人
な
ん
て
、
少
し
ぐ
ら
い
ど
う
な

っ
て
も
い
い
け
ど
、
子
供
だ
け
は
ね
。
－
１
み
ど
り
ち
ゃ
ん
に
少
し
で

も
変
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
わ
た
し
、
承
知
し
ま
せ
ん
わ
。
だ
ん
だ
ん

変
な
世
の
中
に
な
っ
て
く
る
か
ら
、
洪
水
も
い
い
と
思
う
の
」
と
、
母

親
と
し
て
の
ま
っ
と
う
な
感
想
も
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
後
に
触
れ
る
よ

う
に
、
実
は
み
ど
り
は
み
や
こ
の
本
当
の
子
供
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

　
さ
て
、
作
者
は
み
や
こ
を
丸
子
の
眼
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
描

い
て
み
せ
る
。

　
　
《
七
条
み
や
こ
の
痩
せ
ぎ
す
の
小
柄
の
体
躯
は
、
少
し
離
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
見
て
い
る
と
少
女
で
あ
る
、
》
《
十
八
・
九
ぐ
ら
い
に
し
か
見
え
な

い
。
（
略
）
茶
色
が
か
っ
た
頭
髪
を
大
き
く
波
打
た
せ
て
い
る
。
》
《
眼
を

見
張
る
と
、
な
か
な
か
い
い
眼
を
し
て
い
る
。
》
《
眼
が
き
ら
き
ら
し
て
、

い
や
に
魅
力
的
で
あ
る
。
》

　
　
《
丸
子
は
訪
問
を
受
け
る
度
に
、
七
条
み
や
こ
の
顔
を
仔
細
に
検
討

し
た
。
口
か
ら
は
容
易
な
ら
ぬ
言
葉
を
発
射
し
て
い
た
が
、
二
つ
の
眼

は
そ
れ
と
無
関
係
に
澄
ん
で
お
り
、
時
折
、
そ
の
横
顔
は
ベ
ラ
ス
ケ
ス

描
く
ス
ペ
イ
ン
貴
族
の
お
姫
さ
ま
み
た
い
に
見
え
た
り
し
た
。
奇
妙
な

こ
と
で
あ
っ
た
。
》

　
丸
子
は
こ
の
み
や
こ
の
言
動
に
接
し
《
言
う
こ
と
は
す
さ
ま
し
い
こ

と
も
あ
り
、
上
品
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
が
、
さ
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

感
じ
は
な
か
っ
た
。
ど
こ
か
で
相
反
す
る
雑
多
な
も
の
が
統
一
さ
れ
て

い
た
。
》
と
い
う
感
想
を
待
つ
の
で
あ
っ
た
。

　
み
や
こ
の
子
み
ど
り
は
、
み
や
こ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ

て
い
く
。

　
　
「
こ
の
子
の
お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
よ
く
は
判
り
ま
せ
ん
。
拾
っ

た
ん
で
す
も
の
、
わ
た
し
」

　
　
「
い
ま
は
、
わ
た
し
の
子
供
よ
。
で
も
、
わ
た
し
が
生
ん
だ
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
そ
ん
な
こ
と
ど
っ
ち
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
生
も

う
と
、
生
む
ま
い
と
、
同
じ
よ
う
な
も
の
よ
。
（
略
）
」

　
　
「
み
ど
り
ち
ゃ
ん
は
本
当
は
吉
村
み
ど
り
っ
て
言
う
の
。
本
籍
は

九
州
の
肝
倣
で
す
け
ど
、
ア
パ
ー
ト
の
御
主
人
が
役
場
に
昭
会
し
て

も
、
引
き
と
り
千
が
現
れ
な
い
し
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
み
ど

り
ち
ゃ
ん
が
生
れ
た
時
は
別
れ
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
大
体

５



二
人
と
も
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
判
ら
な
い
の
。
－
－
そ
れ
で
、
わ
た
し
、

頁
っ
ち
ゃ
っ
た
」

　
つ
ま
り
み
ど
り
は
、
み
や
こ
に
と
っ
て
は
赤
の
他
人
で
あ
る
。
そ
の

点
で
、
後
に
紹
介
す
る
大
城
寺
之
進
と
虎
の
関
係
に
似
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
み
や
こ
は
、
実
の
子
以
上
に
み
ど
り
を
大
切
に
育
て
よ
う
と
し
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
「
こ
の
子
、
将
来
は
大
音
楽
家
に
な
る
と
ソ
フ
カ
ち
ゃ
ん
（
苑
の
こ

と
）
に
大
鼓
ば
ん
を
お
し
て
貰
い
ま
し
た
。
ど
こ
か
の
国
の
土
の
中
か

ら
出
て
来
た
大
昔
の
石
の
彫
刻
に
、
こ
の
子
と
同
じ
顔
を
し
た
の
が
あ

る
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
音
楽
の
女
の
神
さ
ま
な
の
で
、
み
ど
り
ち

ゃ
ん
も
そ
う
な
る
と
言
う
ん
で
す
。
（
略
）
」

　
み
や
こ
は
蔓
の
こ
と
ば
を
信
じ
て
、
み
ど
り
を
音
楽
家
に
育
て
よ
う

と
懸
命
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
功
利
も
打
算
も
な
い
。
自
分
の
身
を
挺
し

て
、
み
ど
り
に
尽
そ
う
と
し
て
い
る
。
丸
子
は
そ
の
こ
と
を
同
僚
の
瀬

宮
に
「
（
略
）
葺
大
人
が
、
み
ど
り
ち
ゃ
ん
に
音
楽
の
天
分
が
あ
る
と
い

う
ご
託
宣
を
く
だ
し
て
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
に
、
七

条
女
史
は
い
ま
苦
労
し
て
い
る
。
い
ま
苦
労
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

み
ど
り
ち
ゃ
ん
を
大
音
楽
家
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
若
い
マ
マ
さ
ん
は

一
生
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
略
）
」
と
言
う
。

　
七
条
み
や
こ
・
み
ど
り
母
子
の
こ
の
図
式
は
、
こ
の
小
説
で
次
に
葺

か
ら
乗
船
証
を
貰
う
、
大
城
寺
之
進
と
虎
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
私
に
は
作
者
の
遠
い
過
去
、
お
か
の
婆
さ
ん
と
幼
少

時
の
靖
の
構
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
て
く
る
。
も
っ
と
も
井
上
は

こ
の
時
の
愛
の
体
験
を
も
と
に
し
て
、
後
年
愛
に
取
引
き
の
に
お
い
を

嗅
ぐ
の
だ
け
れ
ど
も
。
そ
れ
が
『
四
角
な
船
』
の
七
条
み
や
こ
・
み
ど

り
の
愛
に
は
そ
の
に
お
い
が
な
い
。
む
し
ろ
、
献
身
の
美
し
さ
が
そ
こ

か
ら
放
射
し
て
く
る
。
こ
れ
は
井
上
靖
の
孫
体
験
に
よ
っ
て
新
し
く
も

た
ら
さ
れ
た
愛
の
形
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。
あ

の
「
雨
期
」
と
い
う
詩
に
登
場
す
る
五
歳
の
孫
娘
へ
の
。

　
七
条
み
や
こ
・
み
ど
り
の
ど
ち
ら
が
乗
船
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
、

作
者
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
し
か
し
丸
子
束
平
は
、
二
人
一
組

と
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
ど
り
の
附
添
人
と
し
て
乗
れ
ば
い

い
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
み
や
こ
は
「
心
の
き
れ
い
な
人
だ
け
が
そ

の
お
船
に
乗
れ
る
」
と
発
が
言
っ
て
い
た
と
い
い
、
「
わ
た
し
、
自
信
な

い
わ
。
ず
い
ぶ
ん
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す
も
の
」
と
言
う
。
し

か
し
み
や
こ
は
ヽ
自
分
を
犠
牲
に
し
て
で
も
み
ど
り
を
立
派
に
育
て
た
　
　
６

い
と
い
う
、
き
れ
い
な
心
を
持
っ
て
い
る
。
十
分
に
そ
の
資
格
を
持
っ

た
女
性
で
あ
っ
た
。

　
蔓
に
「
七
人
目
だ
」
と
言
っ
て
カ
メ
オ
（
乗
船
証
）
を
渡
さ
れ
た
の

は
、
動
物
園
で
虎
の
飼
育
係
を
し
て
い
る
大
城
寺
之
違
と
い
う
男
で
あ

っ
た
。
《
七
条
み
や
こ
・
寺
さ
ん
、
佐
渡
の
老
婆
》
の
三
人
は
小
説
に
登

場
す
る
。
し
か
し
他
の
四
人
は
出
て
来
な
い
。
出
て
こ
な
く
て
も
、
《
心

の
き
れ
い
な
》
人
々
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
現

代
社
会
か
ら
は
む
し
ろ
疎
外
さ
れ
て
生
き
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
登
場

す
る
三
人
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
。

　
さ
て
、
大
城
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
文



か
ら
そ
の
箇
所
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　
《
一
見
す
る
と
、
お
っ
さ
ん
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
る
が
、
よ
く
見
る

と
、
案
外
ま
だ
若
い
。
中
年
に
は
違
い
な
い
が
、
せ
い
ぜ
い
三
十
七
、

八
歳
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
の
に
、
お
っ
さ
ん
と
い
う

感
じ
が
す
る
の
は
、
そ
の
身
辺
に
漂
っ
て
い
る
象
限
気
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
粗
末
な
作
業
衣
に
身
を
包
み
、
虎
の
子
の
歩
く
方
に
い
っ
し
ょ
に

歩
い
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ど
う
見
て
も
浮
世
離
れ
し
た
も
の
で

あ
る
。
顔
が
ま
た
い
い
。
何
と
も
言
え
ず
お
だ
や
か
で
、
温
か
く
て
、

素
朴
で
あ
る
》

　
こ
れ
は
丸
子
の
眼
を
通
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
後
半
の
部
分
は
佐
渡
〃

の
老
婆
を
ふ
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
争
、
難
産
で

ひ
よ
わ
か
っ
た
幼
い
虎
を
飼
育
し
て
い
る
。
そ
の
虎
の
母
親
は
四
十
三

頭
の
子
供
を
生
み
、
そ
の
度
に
彼
が
面
倒
を
見
て
き
た
。

　
　
「
私
は
よ
く
（
蔓
に
）
言
っ
た
ん
で
す
。
私
は
自
分
の
家
内
の
お
産

の
方
は
人
に
任
せ
て
、
虎
の
方
に
つ
き
添
っ
て
や
っ
た
、
そ
の
く
ら
い

で
な
い
と
だ
め
だ
と
。
－
－
ｊ
人
間
の
方
は
病
院
に
入
れ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん

と
世
話
を
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
ね
。
虎
の
方
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
私

で
な
い
と
、
だ
め
で
す
」
と
彼
は
丸
子
に
言
う
。
そ
う
言
う
だ
け
あ
っ

て
、
虎
は
、
子
供
の
虎
は
勿
論
の
こ
と
、
母
親
の
虎
も
父
親
の
虎
も
、

彼
と
は
気
心
が
通
じ
合
っ
て
い
て
、
彼
の
姿
を
見
る
と
甘
え
て
、
大
き

い
描
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
丸
子
は
寺
之
進
を
呼
び
に
来
た
他
の
飼
育
係
に
、
寺
之
進
が
去
っ
た

あ
と
で
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
。

　
　
「
寺
さ
ん
の
よ
う
な
人
は
何
人
か
居
ま
す
か
」

す
る
と
彼
は
、

　
　
「
居
な
い
で
し
ょ
う
な
。
特
別
で
す
よ
」

と
答
え
る
。
さ
ら
に

　
　
「
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
特
別
な
ん
で
す
か
」

と
丸
子
が
質
問
す
る
と
、

　
　
「
判
り
ま
せ
ん
な
。
ど
こ
か
が
違
う
ん
だ
。
ま
あ
、
ひ
と
口
に
言
え

ば
、
虎
の
気
持
が
よ
く
判
る
ん
で
し
ょ
う
な
。
そ
れ
に
ま
た
虎
の
方
も

寺
さ
ん
の
気
持
が
よ
く
判
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
特
別
な
ん
で
し
ょ

う
な
」

と
答
え
る
。

　
鈎
括
弧
の
会
話
の
部
分
が
引
用
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
大
城

寺
之
進
は
虎
に
愛
情
を
持
ち
、
虎
と
交
感
で
き
る
特
別
な
男
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
彼
は
虎
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い

る
人
間
で
も
あ
る
。

　
　
回
般
に
虎
は
ラ
イ
オ
ン
よ
り
気
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
く
ら
い
だ
か
ら
、
嘘
は
言
わ
な
い
し
、
素
直
だ
し
、
思
慮
は
あ
る
し
、

判
断
も
正
確
で
す
。
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
を
考
え
る
し
、
遠
慮
深

い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
澱
宏
で
も
あ
る
。
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
す
っ
き
り

し
た
性
格
で
、
義
侠
心
も
あ
る
。
恩
義
の
た
め
に
は
、
い
つ
で
も
生
命

を
投
げ
出
す
で
し
ょ
う
」

　
大
城
の
話
を
間
い
て
丸
子
は
く
な
る
ほ
ど
》
と
思
い
、
七
条
み
や
こ

は
「
ま
る
で
み
ど
り
ち
や
ん
み
た
い
ね
」
と
言
う
。
こ
の
話
に
よ
る
と

虎
は
現
代
人
が
失
っ
た
美
質
を
み
ん
な
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
み
ど
り
も
。
こ
の
美
質
に
よ
っ
て
み
ど
り
と
虎
は
「
四
角
な
船
」



へ
の
乗
船
証
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
一
人
と
一
匹
は
、
一

人
あ
る
い
は
｝
匹
で
乗
船
し
て
は
そ
れ
か
ら
が
困
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
付
添
者
と
し
て
の
七
条
み
や
こ
並
び
に
大
城
寺
之
進
の
必
要
性
が
生

れ
て
く
る
。
し
か
も
こ
の
二
人
は
、
み
ど
り
、
あ
る
い
は
虎
に
献
身
的

な
愛
情
を
持
っ
て
い
る
《
心
の
き
れ
い
》
な
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
故
苑

は
、
こ
れ
ら
の
奇
妙
な
カ
ッ
プ
ル
を
乗
船
者
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
‘

　
小
説
『
四
角
な
船
』
の
批
評
性
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た

よ
う
に
、
現
代
の
社
会
で
は
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
間
の
美
質
を

持
っ
た
人
々
を
、
現
代
の
方
舟
の
乗
船
資
格
者
と
し
て
描
い
て
み
せ
る

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
美
し
さ
を

失
っ
て
利
の
た
め
に
あ
く
せ
く
し
て
い
る
現
代
人
と
そ
の
文
明
を
、
笑

っ
て
見
せ
た
小
説
で
あ
っ
た
。
『
夜
の
声
』
も
『
棒
の
本
』
も
、
そ
の
点

に
お
い
て
同
系
列
の
小
説
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
『
四
角
な

船
』
は
、
そ
の
最
後
に
位
置
す
る
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
に
小
説
『
四
角
な
船
』
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
言
及
し
た
も
の
に
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

田
　
高
橋
英
夫
「
寓
話
と
な
っ
て
い
く
現
代
－
―
‐
井
上
靖
著
『
四
角

　
な
船
』
卦
こ
」

づ
ド
高
田
欣
一
「
正
常
人
の
怒
り
ー
井
上
靖
著
『
四
角
な
船
』
書

　
評
」

(3)(4)

『
井
上
靖
小
説
全
集
3
0
』
（
昭
4
9
・
新
潮
社
）
「
自
作
解
題
」

『
井
上
靖
小
説
全
集
3
1
』
（
昭
5
0
・
新
潮
社
）
「
自
作
解
題
」

㈲
　
福
ｍ
宏
年
「
解
説
」
（
「
井
上
靖
小
説
全
集
3
1
付
録
」
一
九
七
五
・

　
２
・
新
潮
社
）

㈲
　
福
田
宮
年
「
解
説

閉
　
村
上
嘉
隆
「
四
角

訴

２　潮
文
庫
『
四
角
な
船
』
昭
5
2
・
1
2
）

　
右
の
う
ち
福
田
の
㈲
の
「
解
説
」
が
、
『
四
角
な
船
』
の
作
品
の
特
質

を
的
確
に
捉
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
《
『
四
角
な
船
』
も
ま
た
、
『
夜
の
声
』
や
『
悸
の
木
』
と
同
じ
よ
う
に

現
代
の
メ
ル
ヘ
ン
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
単

に
メ
ル
ヘ
ン
風
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
話
的
な
趣
も
加
わ
り
、
ま

た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
要
素
も
ひ
と
き
わ
強
く
感
じ
ら
れ

る
。
社
会
批
判
の
鋭
さ
と
深
刻
さ
が
増
す
に
つ
れ
て
、
そ
れ
と
正
比
例

し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
の
度
も
増
し
て
行
き
、
そ
の
対
立
と
バ

ラ
ン
ス
が
こ
の
作
品
を
通
念
を
越
え
た
文
学
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
》

　
さ
て
、
右
の
田
か
ら
閉
ま
で
の
間
隔
を
縫
う
よ
う
に
し
て
、
私
も
以

下
の
エ
ッ
セ
イ
や
小
論
を
書
い

㈲（9）（8）

ｙ
セ
イ
や
小
論
を
書
い
て
き
た
。

「
『
四
角
な
船
』
へ
の
馴
」
　
　
（
７
）

「
挽
歌
の
系
譜
―
－
‐
―
井
上
靖
の
文
学
世
界
」

「
罷
の
造
形
－
小
説
『
四
角
な
船
』
ふ
に
占
」

　
圓
は
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
文
明
批
評
の
系
譜
に
『
四
角
な
船
』

を
位
置
づ
け
よ
う
と
、
作
者
の
批
評
性
を
追
っ
て
み
た
論
考
。
㈲
は
井

上
靖
の
文
学
の
一
特
性
で
あ
る
挽
歌
の
発
想
か
ら
な
る
小
説
の
Ｉ
つ
と

し
て
、
『
四
角
な
船
』
を
考
え
て
み
た
エ
ッ
セ
イ
。
そ
し
て
・
�
は
、
登
場

人
物
「
蔓
」
の
造
形
を
伝
説
の
そ
れ
に
よ
っ
た
作
者
の
工
夫
に
つ
い
て
、

８



実
証
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
論
考
は
、
一
応
本

橋
で
終
結
す
る
。
本
橋
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
四
角
な
船
』

の
中
に
、
作
者
の
人
間
観
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
注
１
〉

（
―
）
　
『
井
上
靖
小
説
全
集
3
1
・
四
角
な
船
』
（
昭
5
0
・
新
潟
社
）
の

　
　
　
「
自
作
解
題
」
。

（
２
）
　
　
バ
ビ
ロ
ニ
ア
北
部
に
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
最
初
の
統

　
　
　
一
国
家
ア
ッ
カ
ド
王
朝
（
前
二
三
五
〇
ご
ろ
１
前
二
Ｉ
五
〇
ご

　
　
　
ろ
）
が
生
ま
れ
た
。
サ
ル
ゴ
ン
大
王
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
セ
ム

　
　
　
族
の
王
朝
で
あ
っ
た
。
ア
ッ
カ
ド
の
名
は
首
都
ア
ガ
デ
に
由
来
‘

　
　
　
す
る
。
前
三
〇
〇
〇
年
紀
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
に
住
ん
で
い

　
　
　
た
原
セ
ム
族
を
ア
ッ
カ
ド
人
と
い
う
。
彼
ら
は
シ
ュ
メ
ー
ル
人

　
　
　
か
ら
学
ん
だ
㈲
聯
文
字
を
も
と
に
ア
ッ
カ
ド
語
を
作
り
、
粘
上

　
　
　
書
板
に
書
き
残
し
た
。
ア
ッ
カ
ド
語
は
、
セ
ム
語
の
う
ち
東
方

　
　
　
群
に
属
す
る
言
語
で
あ
る
。
（
以
上
『
大
日
本
百
科
事
典
』
小
学

　
　
　
館
・
に
よ
る
）

（
３
）
　
雑
誌
『
波
』
二
九
七
二
年
八
月
号
・
新
潟
社
）

（
４
）
　
雑
誌
『
海
』
（
昭
4
7
・
1
0
月
号
・
中
央
公
論
社
）

（
５
）
　
村
上
喜
隆
著
『
井
上
靖
の
存
在
空
間
』
二
九
八
〇
年
・
７
・

　
　
　
ユ
ッ
ク
舎
）

（
６
）
　
　
『
国
学
院
雑
誌
』
第
7
5
巻
1
1
号
所
収
。
後
に
、
工
藤
茂
著

　
　
　
『
挽
歌
の
系
譜
１
－
―
井
上
靖
の
文
学
世
界
』
（
昭
5
8
・
日
験
）
に

　
　
　
収
録
。

（
７
）

　
　
「
井
上
靖
エ
ッ
セ
イ
全
集
月
報
７
」
二
九
八
三
年
・
1
2
・
学

習
研
究
社
）

（
８
）
　
　
『
別
府
大
学
国
語
国
文
学
』
第
三
十
号
（
昭
6
3
・
1
2
）

９


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

