
【
要
　
　
　
旨
】

　

中
島
敦
の
遺
稿
「
章た

魚こ
の

木き

の
下
で
」（
一
九
四
三
）
に
は
、島
木
健
作
『
満

洲
紀
行
』（
一
九
四
〇
）
の
影
響
が
見
て
と
れ
る
。
小
論
で
は
、
中
島
の
日

米
開
戦
当
日
の
サ
イ
パ
ン
で
の
『
満
洲
紀
行
』
の
繙
読
が
、
後
の
「
章
魚
木

の
下
で
」
に
お
け
る
同
時
代
文
学
批
判
へ
と
展
開
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か

に
し
た
。
島
木
の
「
人
間
」
に
対
す
る
興
味
と
、「
文
学
者
の
眼
」
に
よ
る

国
策
へ
の
「
批
判
的
な
考
察
」
に
対
す
る
強
い
共
感
が
、
中
島
の
晩
年
の
文

学
的
根
幹
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

満
洲
開
拓
、
南
洋
群
島
、
戦
争
と
文
学
、
現
代
の
良
心
、
文
壇
批
判

は
じ
め
に

　
「
山
月
記
」「
文
字
禍
」
で
文
壇
登
場
を
果
た
し
た
中
島
敦
（
一
九
〇
九
～

四
二
）
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
戦
か
ら
数
カ
月
を
経
た
一
九
四
二
年
（
昭

17
）
三
月
半
ば
に
南
洋
パ
ラ
オ
か
ら
帰
京
し
、
い
わ
ゆ
る
〈
内
地
〉
で
の
「
奇
蹟

の
八
か
月

①

」
と
呼
ば
れ
る
充
実
し
た
創
作
期
間
を
迎
え
る
。
そ
の
最
後
の
作
品

と
な
っ
た
随
筆
「
章
魚
木
の
下
で
（
遺
稿
）②

」
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

南
洋
群
島
の
土
人
の
間
で
仕
事
を
し
て
ゐ
た
間
は
、
内
地
の
新
聞
も
雑
誌

も
一
切
目
に
し
な
か
つ
た
。
文
学
な
ど
と
い
ふ
も
の
も
殆
ど
忘
れ
て
ゐ
た
ら

し
い
。
そ
の
中
に
戦
争
に
な
つ
た
。
文
学
に
就
い
て
考
へ
る
こ
と
は
益
〻
無

く
な
つ
て
行
つ
た
。
数
ヶ
月
し
て
か
ら
東
京
へ
出
て
来
た
。（
中
略
）
本
屋

の
店
頭
に
堆
く
積
ま
れ
た
書
物
共
を
見
て
私
は
実
際
仰
天
し
た
。
久
し
ぶ
り

で
文
学
作
品
を
読
む
と
流
石
に
面
白
く
は
あ
つ
た
が
、
南
洋
呆ぼ

け
し
て
粗
雑

に
な
つ
た
私
の
頭
に
は
、
稍
〻
微
妙
に
過
ぎ
難
解
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
無

い
で
は
な
か
つ
た
。（
二
二
頁
。
傍
線
・
引
用
者
。
以
下
同
じ
）

　

こ
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
は
、
木
村
一
信
氏
に
よ
れ
ば
帰
国
時
の
「
現
実
の
変

化
に
対
す
る
異
和
感
と
失
望
感

③

」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

同
時
代
の
文
壇
と
の
中
島
の
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
同
氏
に
よ
っ
て

子
細
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
昭
和
十
六
年
か
ら
十
七
年
に
か

け
て
急
速
に
挙
国
一
致
体
制
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
文
学
界
の
空
気
を
と

ら
え
た
中
島
の
、鷗
外
流
に
い
え
ば
『
一
国
の
一
時
代
の
風
尚
に
肘
を
掣
せ
ら
れ
』

る
こ
と
を
拒
む
、
文
学
者
と
し
て
の
確
か
な
眼
」
が
あ
り
、
ま
た
「
現
実
に
眼
の

前
に
し
た
日
本
の
文
学
が
、
中
島
の
思
い
描
く
文
学
の
世
界
と
は
す
っ
か
り
違
っ

て
い
た
こ
と
へ
の
失
望
に
近
い
気
持
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
か

④

」
と
。

　

お
お
む
ね
首
肯
で
き
る
評
価
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
先
の
「
章
魚
木
の
下
で
」

の
引
用
部
分
は
も
と
よ
り
、
全
体
の
内
容
と
し
て
も
、
転
向
作
家
・
島
木
健
作

【
論
　
　
文
】

中
島
敦
「
章
魚
木
の
下
で
」
論

―
―
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』
の
影
響
を
中
心
に
―
―

橋　

本　

正　

志
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（
一
九
〇
三
～
四
五
）
の
『
満
洲
紀
行
』（
創
元
社
、
一
九
四
〇
・
四
・
八
）
に
記
さ

れ
た
内
容
、
と
く
に
後
半
に
収
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
あ
る
読
書
」「
感
想
」「
旅

の
手
帳
か
ら
」
の
三
編
の
趣
旨
や
主
張
と
多
く
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と
は
指

摘
さ
れ
て
い
な
い
。
中
島
は
開
戦
当
日
の
午
後
、
サ
イ
パ
ン
島
で
島
木
の
『
満
洲

紀
行
』
を
実
際
に
読
み
、
そ
の
日
記
に
「
面
白
し
。
蓋
し
、
彼
は
現
代
の
良
心
な

る
か
」
と
最
大
の
評
価
を
記
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
て
み
た
い
。

　

島
木
も
「
満
洲
」
旅
行
か
ら
帰
国
し
て
一
月
余
り
の
間
、「
開
拓
地
農
業
に
つ

い
て
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
」（
二
七
三
頁
）
を
読
ん
で
暮
ら
し
た
一
方
、

実
際
に
「
満
洲
」
を
歩
い
て
き
た
自
分
の
「
眼
」
を
通
し
て
判
断
す
る
と
、
そ
れ

ら
の
「
書
物
」
に
は
全
く
「
実
情
」
が
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
憂
鬱
」
と
「
忿
懣
」

の
思
い
（
二
七
三
頁
）
を
募
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
失
望
感
を
中
島
同
様
に
吐

露
し
て
い
る
（「
あ
る
読
書
」）。

　

も
ち
ろ
ん
島
木
と
中
島
で
は
、「
満
洲
」
と
「
南
洋
群
島
」
と
い
う
滞
在
地
の

違
い
は
あ
る
が
、
と
も
に
〈
外
地
〉
か
ら
〈
内
地
〉
へ
の
帰
国
後
に
執
筆
さ
れ
た

〈
内
地
〉
の
文
壇
に
対
す
る
批
判
を
主
目
的
と
し
た
文
章
で
あ
る
点
は
共
通
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、〈
外
地
〉
で
の
自
ら
の
見
聞
や
体
験
に
基
づ
い
た
、〈
内
地
〉
視

点
の
み
に
立
脚
し
た
書
物
（
あ
る
い
は
時
局
的
な
著
者
の
姿
勢
）
と
〈
内
地
〉
の

言
論
界
に
対
す
る
明
確
な
批
判
的
姿
勢
は
ほ
ぼ
同
様

0

0

0

0

の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
同

時
代
に
お
け
る
文
学
者
の
望
ま
し
い
あ
り
方
を
模
索
し
、
現
状
に
不
満
を
持
ち
な

が
ら
も
、
文
学
そ
れ
自
体
の
価
値
や
可
能
性
を
高
く
見
出
し
て
い
る
主
張
も
通
底

0

0

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
木
は
「
あ
る
読
書
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

ど
の
本
に
も
開
拓
地
の
実
情
と
い
ふ
章
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
書

か
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
実
情
で
は
な
く
し
て
じ
つ
は
机
上
の
設
計
書
な
の
で

あ
る
。（
二
七
六
頁
）

　

昨
年
来
、
多
く
の
文
学
者
が
満
洲
に
渡
つ
た
。
開
拓
地
を
も
見
て
文
章
を

書
い
た
。（
中
略
）
私
も
彼
等
と
お
な
じ
文
学
者
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
提
燈

を
持
つ
よ
り
は
、
不
満
な
点
を
述
べ
た
方
が
見
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
今

度
多
く
の
も
の
を
よ
ん
で
み
て
、
い
か
に
そ
れ
が
不
充
分
な
も
の
で
あ
れ
、

今
日
の
満
洲
開
拓
地
を
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
文
学
者
た
ち

の
断
片
的
な
記
述
以
外
に
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
信
ず
る
こ
と
が
で
き

た
。（
中
略
）
文
学
者
の
眼
は
、
他
の
ど
の
や
う
な
著
者
よ
り
も
真
実
を
見

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
二
八
四
頁
）

　

中
島
は
日
米
開
戦
当
日
、
こ
う
し
た
「
文
学
者
の
眼
」
で
「
真
実
」
を
見
極
め

よ
う
と
す
る
島
木
の
文
章
に
直
接
触
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
策
の
時
代
に
お
い

て
「
提
燈
を
持
つ
よ
り
は
、
不
満
な
点
を
述
べ
た
方
が
見
よ
い
」
と
い
う
『
満
洲

紀
行
』
を
貫
く
姿
勢
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
後
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
執
筆
に
際
し
て
、
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』

の
内
容
を
自
ら
の
主
張
的
基
盤
を
形
成
す
る
一
つ
の
視
座
と
し
て
援
用
し
て
い
た

可
能
性
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
島
は
、
最
終
的
に
「
章
魚
木
の
下

で
」
に
お
い
て
、

自
己
の
作
物
に
時
局
性
の
薄
い
こ
と
を
憂
へ
て
取
つ
て
付
け
た
様
な
国
策
的

色
彩
を
施
す
の
も
少
々
可
笑
し
い
。（
二
三
頁
）

却
つ
て
文
学
を
高
い
所
に
置
い
て
ゐ
る
が
故
に
、
此
の
世
界
に
於
け
る
代
用

品
の
存
在
を
許
し
た
く
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
食
料
や
衣
服
と
違
つ
て

代
用
品
は
い
ら
な
い
。
出
来
な
け
れ
ば
出
来
な
い
で
、
ほ
ん
も
の

0

0

0

0

の
出
来
る

迄
待
つ
ほ
か
は
無
い
と
思
ふ
。（
二
四
頁
。
傍
点
・
原
文
）

と
主
張
す
る
に
至
る
が
、
中
島
は
開
戦
当
日
に
読
ん
だ
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
の

内
容
に
大
き
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
深
め
る
か
た
ち
で
「
章
魚
木
の
下

で
」
の
自
ら
の
主
張
を
明
確
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

―   2   ―
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小
論
で
は
、如
上
の
仮
説
に
基
づ
い
て
、ま
ず
島
木
の『
満
洲
紀
行
』の
内
容
を
、

そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
も
触
れ
て
検
討
し
た
上
で
、
中
島
の
遺
稿
「
章

魚
木
の
下
で
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
同
時
代
文
学
批
判
の
形
成
の
過
程
と
そ
の

意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
　「
面
白
し
」
の
基
底
を
め
ぐ
っ
て

中
島
敦
は
、
一
九
四
一
年
（
昭
16
）
七
月
か
ら
翌
一
九
四
二
年
三
月
半
ば
ま
で

南
洋
庁
編
修
書
記
と
し
て
パ
ラ
オ
に
赴
任
し
た
。
当
時
の
日
記（「
南
洋
の
日
記
」）

に
よ
れ
ば
、
島
民
児
童
を
対
象
と
す
る
〈
公
学
校
〉
の
視
察
目
的
で
サ
イ
パ
ン
島

に
滞
在
し
て
い
た
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
早
朝
、
サ
イ
パ
ン
支
庁
へ
向
か
う
途

中
で
日
米
開
戦
の
報
に
接
し
て
い
る
。

午
前
七
時
半
タ
ロ
ホ
ホ
行
の
つ
も
り
に
て
支
庁
に
行
き
始
め
て
日
米
開
戦

の
こ
と
を
知
る
。
朝
床
の
中
に
て
爆
音
を
聞
き
し
は
、
グ
ヮ
ム
に
向
ひ
し
も

の
な
る
べ
し
。（
四
八
六
頁
）

中
島
は
「
小
田
電
機
」
で
続
き
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
、
ま
た
向
か
い
の
「
陸
戦

隊
本
部
」
は
す
で
に
出
動
が
な
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
へ
新
聞

記
者
ら
が
号
外
を
刷
っ
て
持
っ
て
く
る
な
ど
、
し
だ
い
に
慌
た
だ
し
さ
を
増
し
て

い
く
町
の
様
子
を
克
明
に
書
き
と
め
て
い
る
。
中
島
は
ラ
ジ
オ
の
前
に
「
蝟
集
」

す
る
人
々
を
見
な
が
ら
、正
午
前
の
ニ
ュ
ー
ス
で「
宣
戦
の
大
詔
」「
首
相
の
演
説
」

な
ど
を
聞
い
た
後
、
騒
然
た
る
雰
囲
気
の
中
を
帰
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
島
は
同

日
の
日
記
に
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

午
後
、
島
木
健
作
の
満
洲
紀
行
を
読
む
、
面
白
し
。
蓋
し
、
彼
は
現
代
の
良

心
な
る
か
。（
四
八
六
頁
）

島
木
健
作
が
一
九
三
九
年
（
昭
14
）
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
一
人
「
北
満
」

を
歩
い
た
「
百
日
ぐ
ら
ゐ
の
旅
」（
五
頁
）
の
記
録
『
満
洲
紀
行
』
は
、
こ
の
日

米
開
戦
の
前
年
、
一
九
四
〇
年
（
昭
15
）
四
月
に
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
本

書
は
中
島
の
蔵
書
目
録

⑤

に
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
サ
イ
パ
ン

島
滞
在
中
に
入
手
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
読
了
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
に
対
す
る
「
面
白
し
」
と
の
感
想
か
ら
は
、
中
島

が
終
始
興
味
を
も
っ
て
本
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
窺
え
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
や

「
彼
は
現
代
の
良
心
な
る
か
」
と
の
評
価
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い

う
「
現
代
」
と
は
、
今
朝
方
戦
争
の
口
火
を
切
っ
た
〈
現
在
〉
を
含
ん
で
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、「
蓋
し
」
と
の
表
現
か
ら
は
「
良
心
」
と
い
う

善
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
、
そ
れ
が
単
に
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
開

戦
」
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
の
島
木
へ
の
何
ら
か
の
〈
強
い
共
感
〉
を
抱
い
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
中
島
が
、
開
戦
当
日
の
午
後
に
、
島
木
の
『
満

洲
紀
行
』
を
読
み
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
島
木
の
作
家
的
態
度
に
対
し
て
「
現
代
の

良
心
」
と
評
し
た
こ
と
の
意
義
を
順
に
探
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
中
島
が
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
に
感
じ
た
「
面
白
」
さ
と
は
一
体
何
で

あ
っ
た
の
か
。
以
下
に
『
満
洲
紀
行
』
の
目
次
を
挙
げ
て
、
本
書
の
内
容
を
確
認

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

序
文
／
北
満
開
拓
地
の
課
題
／
新
た
な
る
出
発
／
満
洲
旅
日
記
抄
／
勃
利
に

て
／
興
農
鎮
の
一
夜
／
孫
呉
に
て
／
車
中
瞥
見
／
斉
々
哈
爾
か
ら
訥
河
ま
で

／
満
洲
の
日
本
人
の
生
活
／
満
洲
の
農
家
／
満
洲
へ
旅
す
る
人
に
／
あ
る
読

書
／
感
想
／
旅
の
手
帳
か
ら
／
青
服
の
人

　

島
木
は
「
序
文
」（
本
文
に
は
「
序
」
と
あ
る
）
に
お
い
て
、
本
書
が
「
満
洲
」

の
「
新
し
い
建
設
へ
の
愛
情
」
ゆ
え
の
「
批
評
」
で
あ
り
、「
遠
く
旅
を
し
、
我

が
足
で
歩
き
、
我
が
眼
で
見
て
、
感
じ
た
と
こ
ろ
、
思
つ
た
と
こ
ろ
を
率
直
に
述

べ
る
」（
二
頁
）
姿
勢
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
日
本
の
文
学
者
に
よ
つ
て

―   3   ―
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書
か
れ
た
多
く
の
旅
行
記
」
に
欠
け
て
い
る
点
で
あ
り
、「
自
分
の
意
見
」
を
持

つ
こ
と
の
必
要
を
説
き
つ
つ
、
旅
の
成
果
は
「
今
後
の
自
分
の
文
学
の
仕
事
の
な

か
に
生
か
さ
れ
て
ゆ
く
筈
で
あ
る
」（
三
頁
）
と
向
後
の
希
望
的
観
測
を
述
べ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
緒
言
か
ら
は
、「
満
洲
国
」
そ
の
も
の
の
是
非
や
そ
の
「
建
設
」
自

体
へ
の
直
接
的
な
批
判
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
も
ち
ろ
ん
韜
晦
的
な
姿

勢
を
貫
く
こ
と
で
「
満
洲
批
判

⑥

」
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
）、『
満
洲
紀
行
』
に
底
流
し
て
い
る
傾
向
と
し
て
、
お
お
む

ね
国
策
や
時
局
を
追
認
し
た
上
で
の
開
拓
地
の
問
題
へ
の
〈
批
判
的
考
察
〉
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
し
か
に
田
村
修
一
氏
の
「
露
骨
な
国
策
賛

美
の
作
品
が
排
出
さ
れ
る
風
潮
に
、
確
実
に
冷
水
を
浴
び
せ
た

⑦

」
と
い
う
指
摘

は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
、「
自
分
が
実
地
に

お
い
て
見
も
し
泊
つ
て
も
あ
る
い
た
開
拓
民
の
家
庭
の
、
実
際
の
状
態
か
ら
推
し

て
い
ふ
」（
二
四
頁
）
と
の
立
場
表
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
は
現
地

0

0

体
験
に
根
ざ
し
た

0

0

0

0

0

0

0

個
々
の
具
体
的
な
政
策
や
そ
の
方
針
へ
の
批
判
で
あ
り
、「
満

洲
国
」
経
営
と
い
う
国
策
自
体
は
前
提
と
し
て
認
め
る
立
場
で
あ
り
が
な
ら
、
た

だ
し
、
そ
れ
が
実
際
の
生
活
に
お
け
る
諸
経
費
等
に
至
る
ま
で
、
開
拓
民
の
置
か

れ
た
〈
実
情
〉
に
基
づ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
開
戦
当
日
に
中
島
の
感
じ
た
「
面
白
」
さ
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
島

木
の
「
机
上
の
設
計
書
」
に
と
ど
ま
る
「
書
物
」
へ
の
批
判
的
姿
勢
、
換
言
す
れ

ば
、
決
し
て
「
提
燈
」
を
持
つ
こ
と
な
く
「
満
洲
」
の
〈
実
情
〉
を
観
る
島
木
の

「
眼
」
そ
の
も
の
が
ま
ず
は
興
味
深
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。

　

実
際
に
、
移
民
団
の
農
業
経
営
の
実
態
と
し
て
、「
家
族
労
力
」
よ
り
も
「
満

洲
人
の
労
働
力
」（
二
五
頁
）
へ
の
依
存
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
現
実

0

0

を
告
発

す
る
場
面
が
描
か
れ
、
同
様
に
「
満
洲
人
」
の
労
働
者
は
一
般
に
「
苦
力
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
正
し
く
な
く
、「
今
ま
で
開
拓
地
内
に
あ
つ
た
原

住
民
で
あ
つ
て
、
日
本
開
拓
民
が
入
つ
て
来
た
た
め
に
、
早
晩
こ
の
土
地
を
去
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
あ
る
」（
二
六
頁
）
と
彼
ら
を
あ
く
ま
で
同
情
的
に
受
け
と

め
、
そ
う
し
た
「
満
農
」
へ
の
「
依
存
」（
二
八
頁
）
あ
っ
て
の
開
拓
で
あ
る
こ

と
を
再
三
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
、
日
本
の
開
拓
民
は
品
種
改
良
に
お
い
て
分

が
あ
る
一
方
（
四
四
頁
）、
農
法
に
お
い
て
は
「
満
農
」
の
方
が
優
れ
て
い
る
こ

と
や
（
四
五
頁
）、
む
し
ろ
農
耕
技
術
を
高
め
、「
個
人
経
営
」
で
は
な
く
「
共
同

経
営
」
で
こ
の
困
難
を
克
服
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
具
体
的
な
提
言
も
な
さ
れ
て

い
る
。「
満
洲
」
の
農
法
を
評
価
す
る
一
方
で
、
日
本
人
が
他
者
の
土
地
へ
侵
入

す
る
手
段
で
「
生
活
」
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う

「
満
人
」
農
民
の
不
幸
（
二
三
九
頁
）
を
見
て
と
り
、「
満
人
」
を
雇
用
す
る
に
し

て
も
彼
ら
へ
の
賃
金
を
上
回
る
利
益
を
生
み
出
す
「
経
営
」
が
必
要
と
な
る
、
と

い
っ
た
国
策
の
背
後
に
横
た
わ
る
〈
現
実
的
な
困
難
〉
も
繰
り
返
し
あ
ぶ
り
出
し

て
い
る
（
二
四
一
頁
）。

　
『
満
洲
紀
行
』
後
半
の
「
満
洲
の
農
家
」
に
至
る
ま
で
が
こ
う
し
た
旅
行
時
の

記
録
と
考
察
で
あ
り
、「
満
洲
へ
旅
す
る
人
に
」
か
ら
巻
末
に
か
け
て
は
帰
国
後

に
執
筆
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
四
編
が
収
録
、
最
後
に
小
説
「
青
服
の
人
」
が
付
さ
れ

て
い
る
。
も
と
も
と
島
木
は
「
北
満
」
を
一
人
歩
い
た
動
機
と
し
て
、
開
拓
地
を

「
自
分
自
身
の
眼
で
し
つ
か
り
と
見
て
お
き
た
か
つ
た
」
と
の
思
い
を
挙
げ
、「
五

族
協
和
と
い
ふ
壮
大
な
夢
が
実
現
に
向
ひ
つ
つ
あ
る
姿
が
見
た
か
つ
た
」（
四
頁
）

と
表
明
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
中
島
の
『
満
州
紀
行
』
へ
の
関
心
の
根
柢
に
は
、

現
地
に
お
い
て
「
何
か
は
げ
し
く
、
真
剣
な
も
の
の
な
か
で
我
身
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ

た
い
と
い
ふ
、
作
家
の
ね
が
ひ
」（
四
頁
）
や
「
き
び
し
さ
を
欲
す
る
」（
五
頁
）

と
い
っ
た
島
木
本
来
の
志
向
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。

二
　「
現
代
の
良
心
」
と
は
何
か

　

今
少
し
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
書
に
お

い
て
は
、
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満
人
部
落
に
深
く
入
り
こ
み
、
汗
と
垢
と
に
ま
み
れ
、
蠅
と
蚤
と
南
京
虫
と

に
お
そ
は
れ
な
が
ら
、
長
年
月
に
わ
た
る
民
族
間
の
土
地
紛
争
の
解
決
の
た

め
に
力
を
尽
し
て
ゐ
る
や
う
な
日
本
の
青
年
に
接
し
た
と
き
に
は
、
感
動
の

涙
が
に
じ
ん
だ
。（
六
頁
）

と
、
巻
末
の
小
説
「
青
服
の
人
」
の
主
人
公
・
苗
場
信
助
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人

物
た
ち
と
の
出
会
い
が
描
か
れ
て
お
り
、
実
在
の
彼
ら
か
ら
の
強
い
感
銘
を
も
と

に〈
人
間
の
生
き
方
〉
の
追
究
が
試
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け「
Ｋ

氏
」
と
い
う
三
十
歳
前
後
の
青
年
や
、
年
配
の
「
Ｔ
氏
」
の
姿
に
つ
い
て
は
、

自
分
の
頭
で
考
へ
、
一
つ
の
目
標
を
樹
て
、
一
つ
一
つ
自
分
の
肉
体
で
経
験

し
な
が
ら
、
何
か
を
積
み
重
ね
る
や
う
に
し
て
そ
の
目
標
に
近
づ
い
て
ゆ

く
。
思
考
と
計
画
と
実
行
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
地
道
な
一
貫
性
は
、
こ
こ
ろ

よ
く
我
々
の
心
を
打
つ
。（
一
一
六
頁
）

Ｔ
氏
は
、
短
く
刈
つ
た
頭
髪
に
も
う
白
い
も
の
が
ま
じ
つ
て
ゐ
る
や
う
な
年

配
で
あ
る
。
こ
の
人
か
ら
も
、
時
と
し
て
大
き
な
声
が
出
る
で
あ
ら
う
か
と

思
は
れ
る
ほ
ど
の
物
静
か
な
態
度
で
話
す
。（
一
七
二
頁
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
「
青
服
の
人
」
の
苗
場
信
助
の
人
物
形
象
に
活
か

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
自
身
も
ま
た
、
勃
利
に
て
作
家
の
伊
藤
整
、
福
田

清
人
、
湯
浅
克
衛
と
期
せ
ず
し
て
出
会
い
、「
同
時
代
の
作
家
へ
の
親
し
さ
を
深

め
る
こ
と
」（
一
三
四
頁
）
が
で
き
た
喜
び
を
記
し
て
い
る
。
自
ら
の
よ
う
な
「
転

向
者
」
に
と
っ
て
も
、「
満
洲
」
の
地
は
、
過
去
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
才
能
を

発
揮
で
き
る
、
一
種
の
文
学
的
な
〈
再
出
発
〉
の
場
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
島
木
は
、「
あ
る
著
者
た
ち
の
つ
く
つ
た
数
字
に
た
い
し
て
私
が
不
満

な
の
は
、
そ
れ
ら
の
数
字
が
事
実
を
説
明
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
と
共
に
、
そ

れ
ら
が
人
間
ら
し
さ
を
欠
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
」（
六
一
頁
）
と
「
机
上
の
設

計
書
」
で
は
な
く
、
現
地
に
渡
っ
た
開
拓
民
の
〈
生
き
る
姿
〉
に
き
ち
ん
と
向
き

合
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
島
木
は
あ
る
義
勇
軍
訓
練
所
か
ら
出
さ
れ

た
「
生
徒
の
文
集
」
を
読
み
、「
日
常
生
活
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」（
一
五
六
頁
）

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
も
の
の
、
し
か
し
そ
こ
に
彩
ら
れ

た
国
策
的
言
辞
の
〈
不
自
然
さ
〉
に
失
望
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
心
境
も
綴
ら
れ
て

い
る
。

こ
う
し
て
開
拓
民
の
子
ど
も
た
ち
の
〈
声
〉
を
書
き
と
め
よ
う
と
す
る
一
方
で

（
一
五
一
頁
）、
現
地
の
「
満
洲
人
」
住
民
へ
の
関
心
（
と
く
に
彼
ら
の
内
面
へ
の

関
心
）
は
希
薄
で
あ
る
印
象
は
否
め
な
い
。「
苦
力
」
を
雇
用
す
る
こ
と
の
是
非

は
問
題
視
せ
ず
（
六
五
頁
）、
と
き
に
「
彼
等
は
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
」

（
七
三
頁
）、「
た
と
へ
向
ひ
合
つ
て
話
す
機
会
は
あ
つ
て
も
、
そ
の
胸
奥
は
私
達

旅
行
者
に
は
つ
か
め
な
い
」（
同
頁
）
な
ど
と
半
ば
傍
観
的
に
触
れ
る
程
度
に
過

ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら「
満
人
」
に
対
し
て
一
定
の
関
心
は
も
つ
反
面
で
、

同
時
に
彼
ら
と
の
〈
距
離
感
〉
や
〈
埋
め
が
た
い
溝
〉
の
存
在
も
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。

　

た
だ
し
、
注
目
す
べ
き
は
、「
満
洲
の
農
家
」
に
は
現
地
の
「
炊
事
夫
（
大ダ

ー

師ス

夫フ

）」（
二
三
七
頁
）
の
少
年
と
の
交
流
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本

人
の
姿
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
地
に
暮
ら
す
人
々
の
内
面
が
掬
い
取
ら
れ
た
数

少
な
い
貴
重
な
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。「
学
生
の
身
で
ふ
ら

り
と
満
洲
へ
や
つ
て
来
」
た
と
い
う
協
和
会
の
「
Ｔ
君
」
が
、
し
だ
い
に
打
ち
解

け
て
き
た
十
七
歳
の
「
大
師
夫
」
に
「
学
校
へ
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
問
う

と
、「
な
い
」
と
答
え
た
「
大
師
夫
」
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
る
。

さ
う
訊
か
れ
、
さ
う
答
へ
て
か
ら
、
急
に
何
か
浮
か
ぬ
顔
つ
き
に
な
つ
た
。

話
が
ほ
か
へ
移
つ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
突
然
、
学
校
へ
行
つ
て
本
が
読

め
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
、
お
れ
だ
つ
て
金
が
あ
れ
ば
さ
う
出
来

た
し
さ
う
し
た
の
だ
、
と
や
や
怒
つ
た
や
う
に
言
つ
て
、
い
か
に
も
口
惜
し

さ
う
で
あ
つ
た
。（
二
五
一
頁
）
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中
島
が
先
の
日
記
で
評
価
し
た
通
り
、
こ
う
し
た
『
満
洲
紀
行
』
の
記
述
は
た

し
か
に
「
良
心
」
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
結
果
的
に
国
策
に
翻
弄
さ
れ
、
そ
こ
へ

文
学
者
と
し
て
の
才
を
投
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
島
木
の
〈
痛
ま
し
さ
〉
も
一
方

で
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
島
木
は
「
我
が
足
で
歩

き
、我
が
眼
で
見
て
、感
じ
た
と
こ
ろ
、思
つ
た
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
」（
二
頁
）、

「
文
学
を
仕
事
と
す
る
一
旅
行
者
の
感
想
」（
七
六
頁
）
を
縦
横
に
綴
っ
て
い
く
。

島
木
は
、
さ
ら
に
「
孫
呉
に
て
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

満
洲
を
旅
行
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
、
い
つ
も
私
を
と
ら
へ
、
さ
う
し
て
一
番

つ
よ
く
と
ら
へ
て
ゐ
た
も
の
は
や
は
り
人
間
に
対
す
る
興
味
だ
つ
た
。
新
し

い
国
満
洲
国
が
ど
の
や
う
な
人
間
を
つ
く
り
出
し
つ
つ
あ
る
か
、
日
本
の
私

達
の
周
囲
に
な
い
ど
の
や
う
な
タ
イ
プ
の
人
間
が
そ
だ
ち
つ
つ
あ
る
か
、
都

会
を
行
き
、
農
村
を
行
き
、
ど
の
や
う
な
団
体
、
ど
の
や
う
な
機
関
を
た
づ

ね
て
も
、
私
の
関
心
は
そ
こ
を
は
な
れ
な
か
つ
た
。
生
き
た
人
間
の
形
成
に

あ
ら
は
れ
た
積
極
的
な
肯
定
的
な
も
の
、
消
極
的
な
否
定
的
な
も
の
、
そ
れ

を
通
し
て
満
洲
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。（
一
七
一
頁
）

　

開
戦
当
日
に
中
島
が
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
を
読
ん
で
書
き
と
め
た
「
彼
は
現

代
の
良
心
な
る
か
」
と
の
一
言
は
、
お
そ
ら
く
本
書
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
「
人

間
に
対
す
る
興
味
」、
す
な
わ
ち
国
策
の
時
代
に
生
き
る
者
の
「
人
間
ら
し
さ
」

と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
基
づ
い
た
「
人
間
の
形
成
」
の
あ
り
よ
う
を
、
あ
く
ま

で
〈
外
地
〉
に
お
け
る
実
生
活
上
の
観
点
に
お
い
て
追
究
す
る
文
学
的
姿
勢
に
対

し
て
な
さ
れ
た
評
価
で
は
な
か
っ
た
か
。「
人
間
に
対
す
る
興
味
は
島
木
の
旅
を

貫
い
て
い
る

⑧

」
と
す
る
王
玲
玲
氏
の
指
摘
の
通
り
、
島
木
は
「
人
間
」
重
視
の

立
場
を
自
ら
の
主
張
の
基
底
に
据
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
現
地
の

日
本
人
が
実
は
自
ら
の
子
ど
も
を
「
満
洲
」
で
は
育
て
た
く
な
い
と
内
心
不
満
を

抱
い
て
い
る
具
体
的
事
例
も
写
し
と
っ
て
い
る
。

満
洲
国
の
人
々
の
私
達
へ
の
言
葉
は
、
力
強
く
美
し
く
立
派
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
人
々
の
な
か
に
、
自
分
の
子
供
は
こ
こ
で
育
て
る
気
に
は
な
ら
ぬ
、

少
く
と
も
学
校
だ
け
は
こ
こ
で
す
ま
さ
せ
る
気
に
な
れ
ぬ
、
と
さ
う
い
ふ

こ
と
を
口
に
出
し
て
い
ふ
人
も
あ
る
し
、
口
に
い
は
ぬ
ま
で
も
実
際
さ
う
し

て
ゐ
る
人
が
多
い
の
だ
。
私
は
そ
の
人
々
の
気
持
は
わ
か
る
し
納
得
す
る
。

（
一
八
〇
、一
八
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
島
木
は
「
生
活
の
き
び
し
さ
と
い
ふ
こ
と
、
生
活
と
は
た
た
か

ひ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
私
は
し
み
じ
み
と
感
じ
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
ぬ
の
だ
つ

た
」（
二
二
三
、二
二
四
頁
）
と
「
人
間
」
の
「
生
活
」
の
あ
り
方
へ
の
関
心
を
大

き
な
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
上
で
、島
木
は
「
五
族
協
和
」

の
理
念
が
一
瞬
で
壊
さ
れ
る
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
現
地
の
「
満

洲
人
」
に
対
す
る
日
本
人
の
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
に
あ
ら
た
め
て
失
望
を
禁
じ
得

ず
、
そ
れ
に
「
お
そ
ろ
し
さ
」
す
ら
抱
き
、「
日
本
人
の
満
洲
へ
の
進
出
と
い
ふ

こ
と
に
つ
い
て
は
さ
か
ん
に
説
く
人
も
、
日
本
人
と
満
洲
の
原
住
民
と
の
関
係
と

い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
案
外
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
る
こ
と
の
少
い
実
例
を
、
私
な

ど
で
さ
へ
も
知
つ
て
ゐ
る
」（
一
九
〇
、一
九
一
頁
）
と
あ
く
ま
で
率
直
に
記
し
て

い
る
。

　

何
よ
り
も
ま
た
、「
満
洲
国
」
の
高
級
官
僚
自
身
が
「
国
」
の
銀
行
を
信
用
し

て
い
な
い
姿
を
見
て
、「
民
族
協
和
の
国
の
建
設
の
並
大
抵
で
な
い
こ
と
」

（
二
三
四
頁
）
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
、

意
外
に
も
当
時
検
閲
に
あ
た
る
内
務
省
警
保
局
内
に
お
い
て
「
本
書
は
著
者
の
経

歴
と
良
心
」
に
よ
っ
て
他
の「
無
責
任
極
ま
る
見
聞
記
と
は
類
を
異
に
し
て
ゐ
る
」

内
容
で
あ
り
、「
今
日
、
一
読
に
値
す
る
書
」
と
評
さ
れ
る

⑨

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

中
島
は
、
お
そ
ら
く
『
満
洲
紀
行
』
に
展
開
さ
れ
た
島
木
の
現
地
の
諸
問
題
と

批
判
的
に
向
き
合
う
文
学
者
と
し
て
の
「
興
味
」「
関
心
」
の
あ
り
よ
う
を
真
摯

な
も
の
と
受
け
と
め
、
彼
の
現
地
社
会
に
お
け
る
「
生
き
た
人
間
の
形
成
」
に
注

ぐ
ま
な
ざ
し
に
「
良
心
」
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
折
し
も
中
島
は
、
当
時
〈
サ
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イ
パ
ン
公
学
校
〉
で
酷
烈
な
〈
皇
民
化
教
育
〉
の
現
場
を
視
察
し
て
、「
こ
こ
の

公
学
校
の
教
育
は
、
ず
ゐ
ぶ
ん
、
ハ
ゲ
シ
イ
（
と
い
ふ
よ
り
ヒ
ド
イ
）
教
育
だ
。

ま
る
で
人
間
の
子
を
あ
つ
か
つ
て
ゐ
る
と
は
思
へ
な
い
。（
中
略
）
こ
ん
な
教
育

を
ほ
ど
こ
す
所
で
、
僕
の
作
る
教
科
書
な
ん
か
使
は
れ
て
は
、
た
ま
ら
な
い
。
今

の
教
科
書
で
十
分
な
ん
だ

⑩

」
と
妻
に
打
ち
明
け
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
サ
イ
パ

ン
滞
在
中
に
開
戦
を
迎
え
た
「
現
代
」
に
お
い
て
は
、
た
と
え
地
域
は
異
な
れ
ど

も「
人
間
」
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
島
木
の
姿
勢
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
貴
重
で
あ
り
、

「
現
代
の
良
心
」
に
足
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　「
旅
の
手
帳
か
ら
」「
あ
る
読
書
」「
感
想
」
の
影
響

　

中
島
敦
に
与
え
た
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』
の
影
響
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

次
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
発
見
さ
れ
た
中
島
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
「
旅
の
手
帖
か
ら

⑪

」

の
う
ち
、「
書
物
」
と
い
う
小
題
が
付
さ
れ
た
一
節
を
見
て
い
く
。
そ
の
冒
頭
と

末
尾
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
読
書
と
は
、
自
ら
思
索
す
る
労
を
避
け

て
、
そ
の
代
り
他
人
の
思
索
の
跡
を
辿
る
こ
と
で
あ
り
、
独
創
的
な
人
間
の

選
ば
ざ
る
所
だ
と
い
ふ
。
こ
の
筆
法
で
行
く
と
、
南
洋
は
、
実
に
独
創
性
を

養
ふ
に
適
し
た
環
境
だ
。
ま
る
で
書
物
が
な
い
。
書
物
を
取
寄
せ
る
便
宜
も

な
い
。（
一
六
頁
）

一
体
、
南
洋
に
は
本
が
来
な
い
か
ら
、
人
々
は
読
書
し
な
い
の
で
あ
ら
う

か
？　

そ
れ
と
も
、
て
ん
で
需
要
が
無
い
か
ら
、
南
洋
に
は
本
が
来
な
い
の

で
あ
ら
う
か
？

そ
し
て
又
、
そ
の
需
要
の
無
い
と
い
ふ
の
は
、
南
洋
に
住

む
人
々
が
、（
此
の
文
の
冒
頭
に
書
い
た
シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
所
謂
）
独

創
性
に
富
み
過
ぎ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
か
？　

と
。（
一
七
、一
八
頁
）

　

こ
う
し
た
西
欧
の
哲
学
者
や
知
識
人
の
警
句
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
展

開
す
る
方
法
は
、
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
に
収
録
さ
れ
た
ほ
ぼ
同
名
の

0

0

0

0

0

エ
ッ
セ

イ
「
旅
の
手
帳
か
ら
」
の
末
尾
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。
島
木
は
フ
ラ
ン
ス
の
小

説
家
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
（
一
八
六
九
～
一
九
五
一
）
が
『
ソ
ヴ
エ
ト
紀
行
』
の

中
に
書
い
た
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
ウ
ー
ジ
ェ
ヌ
・
ダ
ビ
（
一
八
九
八

～
一
九
三
六
）
の
「
死
の
数
日
前
に
そ
の
手
帳
に
書
き
つ
け
た
」
と
い
う
一
文
を

引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
「
孤
独
と
沈
黙
に
対
す
る
何
と
深
い
欲
求
が
、
僕
の
う
ち

に
巣
食
う
て
ゐ
る
こ
と
だ
」（
三
二
〇
頁
）
と
。
そ
し
て
「
ダ
ビ
と
は
ち
が
ふ
心

か
ら
で
は
あ
つ
て
も
、
私
も
ま
た
そ
れ
を
書
き
つ
け
る
。
長
い
旅
を
つ
づ
け
、
た

く
さ
ん
の
人
々
に
逢
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
さ
う
い
ふ
欲
求
は
段
々
強
く
な
つ
て
行

く
。
精
神
と
肉
体
の
疲
れ
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
し
か
し
言
ふ
べ
き
こ
と
は
言

は
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
」（
三
二
〇
、三
二
一
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。

ま
た
こ
の
直
前
に
は
、以
下
の
よ
う
な
「
読
書
」
の
「
目
的
」
や
「
本
」
の
「
読

み
方
」
を
め
ぐ
る
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、中
島
の
「
旅
の
手
帖
か
ら
」（「
書
物
」

の
項
）
は
、
次
に
引
用
す
る
島
木
の
「
旅
の
手
帳
か
ら
」
の
内
容
か
ら
直
接
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

私
な
ど
、
東
京
へ
出
た
の
は
、
本
が
読
み
た
い
ば
つ
か
り
に
で
し
た
、
と

い
ふ
や
う
な
青
年
に
私
は
逢
つ
た
。
そ
の
人
が
本
が
読
み
た
い
と
い
ふ
こ
と

は
、
今
も
べ
つ
に
変
ら
な
か
つ
た
。
た
だ
、
今
は
、
昔
よ
り
は
も
つ
と
目
的

の
あ
る
、
彼
自
身
の
生
活
に
緊
密
に
結
び
つ
い
た
読
み
方
を
し
て
ゐ
る
の
だ

つ
た
。
読
書
欲
と
い
ふ
も
の
が
、
そ
れ
だ
け
落
ち
着
い
て
来
て
ゐ
る
と
も
い

へ
る
の
で
あ
つ
た
。
彼
は
農
業
に
関
す
る
本
を
中
心
に
読
ん
で
ゐ
る
の
だ
つ

た
。
得
た
知
識
は
、実
際
生
活
の
な
か
で
す
ぐ
に
も
た
め
す
こ
と
が
で
き
た
。

（
三
一
九
、三
二
〇
頁
）

中
島
は
「
旅
の
手
帖
か
ら
」（「
書
物
」）
の
中
で
、
雑
誌
は
と
も
か
く
「
書
物

ら
し
い
書
物
は
何
一
つ
手
に
は
ひ
ら
な
い
」「
何
と
し
て
も
南
洋
に
は
本
が
来
な
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い
の
で
あ
る
」
と
、
む
し
ろ
「
南
洋
群
島
」
の
読
書
事
情
に
対
し
て
皮
肉
を
述
べ

る
点
に
重
き
を
置
い
て
い
る
が
、

雑
誌
と
い
ふ
雑
誌
は
何
時
も
月
遅
れ
ば
か
り
。（
中
略
）
し
か
し
、
妙
な
も

の
で
、
そ
の
う
ち
に
私
は
月
遅
れ
雑
誌
の
或
る
一
種
の
読
み
方
を
覚
え
て
来

た
。（
一
六
、一
七
頁
）

と
、島
木
と
同
様
の
表
現
（「
読
み
方
」）
を
用
い
て
お
り
、明
ら
か
に
影
響
が
あ
っ

た
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
仲
程
昌
徳
氏
は
、
中
島

の
「
旅
の
手
帖
か
ら
」
全
体
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
「
昭
和
十
六
年
十
一
月

二
十
八
日
か
ら
昭
和
十
七
年
一
月
二
十
七
日
迄
の
間
」
と
特
定
し
、「『
日
米
開
戦
』

時
と
時
を
接
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い

⑫

」
と
推
定
し
て
い

る
が
、「
旅
の
手
帖
か
ら
」
の
「
書
物
」
の
一
文
に
限
っ
て
い
え
ば
、
執
筆
の
範

囲
は
さ
ら
に
狭
ま
り
、
中
島
が
サ
イ
パ
ン
島
で
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
を
読
ん
だ

一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
午
後
以
降
に
な
る
と
推
測
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
島
木
の
「
あ
る
読
書
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

私
は
自
分
の
足
と
眼
と
を
も
つ
て
、
実
際
の
状
態
の
い
く
ら
か
を
見
て
来

て
ゐ
る
。（
中
略
）
そ
の
眼
を
と
ほ
し
て
す
べ
て
の
文
章
を
見
る
。
当
然
批

判
的
な
読
み
と
り
方
で
あ
る
。（
二
七
六
頁
）

こ
の
「
批
判
的
な
読
み
と
り
方
」
に
象
徴
さ
れ
る
態
度
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も

確
認
し
て
き
た
通
り
、『
満
洲
紀
行
』
を
貫
く
島
木
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
。
そ

の
姿
勢
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
文
章
」
を
読
ん
で
も
「
開
拓
地
の
現
状
を
思
ひ

う
か
べ
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
か
つ
た
」
と
失
望
し
、
多
く
の
書
物
が
「
机
上
の

設
計
書
」（
二
七
六
頁
）
で
あ
る
と
強
く
「
批
判
」
す
る
点
に
加
え
て
、

　

い
つ
た
い
に
、
今
日
世
間
に
流
布
し
て
ゐ
る
満
洲
開
拓
地
に
関
す
る
書
物

は
、
大
部
分
が
糊
と
ハ
サ
ミ
的
と
い
つ
て
い
ひ
す
ぎ
で
な
い
。（
中
略
）
そ

の
著
者
自
身
の
見
聞
も
、
研
究
も
思
想
も
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
今
日

の
段
階
に
お
け
る
、
具
体
的
な
事
実
の
進
行
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
考
察
の

な
か
に
こ
そ
、
読
者
は
必
要
を
も
精
神
を
も
読
み
と
り
、
感
じ
と
る
の
だ
と

い
ふ
こ
と
を
著
者
ら
は
思
は
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
？
（
二
八
〇
、二
八
一
頁
）

と
、
現
状
に
つ
い
て
の
「
批
判
」
を
積
み
重
ね
て
い
く
島
木
の
叙
述
の
方
法
も
、

後
の
中
島
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
に
お
い
て
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

帰
国
後
に
多
く
の
文
学
に
関
す
る
「
書
物
共
」
を
見
て
、「
自
己
の
作
物
に
時
局

性
の
薄
い
こ
と
を
憂
へ
て
取
つ
て
付
け
た
様
な
国
策
的
色
彩
を
施
す
の
も
少
々
可

笑
し
い
。（
中
略
）
書
け
な
け
れ
ば
書
け
な
い
で
、
何
も
無
理
を
し
て
書
か
な
く

と
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
提
言
や
、「
気
負
ひ
立
つ
た
外
面
の
下
に
隠
さ

れ
た
思
考
忌
避
性
」
を
批
判
す
る
筆
致
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
島
の
エ
ッ
セ
イ
「
旅
の
手
帖
か
ら
」「
章
魚
木
の
下
で
」
に
み

ら
れ
る
島
木
『
満
洲
紀
行
』
と
の
類
似
性
を
挙
げ
て
判
断
す
れ
ば
、
中
島
の
文
章

は
、
す
で
に
国
策
の
「
提
燈
を
持
つ
」
こ
と
へ
の
強
い
「
批
判
」
を
繰
り
広
げ
て

い
た
島
木
の
文
章
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
中
島
が
後
年
「
章
魚

木
の
下
で
」
に
結
実
さ
せ
て
い
く
自
ら
の
文
学
的
根
幹
と
し
て
『
満
洲
紀
行
』
の

表
現
を
受
容
し
て
い
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の
証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
様
に
、
中
島
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
へ
の
島
木
の
「
感
想
」
か
ら
の
影
響
も

指
摘
し
て
い
き
た
い
。
島
木
は
、
自
ら
が
書
い
た
文
章
に
つ
い
て
度
々
聞
か
さ
れ

た
こ
と
と
し
て
、「
言
ふ
べ
き
こ
と
が
あ
つ
た
ら
直
接
（
仕
事
の
担
当
者
で
あ
る
）

我
々
に
言
つ
て
も
ら
ひ
た
い
。
ほ
か
で
言
つ
た
り
、
書
い
た
り
し
て
も
何
に
も
な

ら
ぬ
」（
二
九
一
頁
）
と
い
う
あ
る
役
人
の
言
葉
を
挙
げ
て
、
強
い
不
満
を
表
明

し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

私
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
ぶ
つ
た
、
不
遜
な
言
葉
と
い
ふ
も
の
を
多
く
は

知
ら
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
官
僚
の
気
質
を
露
骨
に
あ
ら
は
し
た
言
葉
も
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知
ら
な
い
。（
中
略
）
私
達
は
新
し
い
土
地
に
旅
行
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
の
生
活
を
見
、感
想
を
持
つ
て
帰
つ
て
来
る
。
私
達
は
そ
の
得
た
も
の
を
、

一
体
、
誰
に
向
つ
て
告
げ
よ
う
と
す
る
で
あ
ら
う
か
？　

私
達
は
そ
れ
を
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
、
広
く
国
民
に
向
つ
て
告
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
官

吏
な
ら
ば
何
を
措
い
て
も
先
づ
上
司
に
向
つ
て
復
命
報
告
を
す
る
だ
ら
う
。

（
中
略
）
私
達
は
国
民
の
一
人
と
し
て
、
国
民
に
伝
へ
国
民
が
そ
の
問
題
に

つ
い
て
考
へ
る
何
等
か
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

文
筆
の
徒
の
任
務
で
あ
る
。
ま
た
私
達
の
「
協
力
」
の
方
法
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。（
二
九
一
、二
九
二
頁
）

　

批
評
は
つ
ね
に
多
少
と
も
に
苦
言
で
あ
る
。
苦
言
の
な
か
に
こ
そ
誠
意
が

ひ
そ
む
の
で
あ
る
。
協
力
と
は
人
の
苦
言
を
受
け
入
れ
る
精
神
の
上
に
の
み

成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
阿
諛
に
近
い
礼
讃
の
み
が
喜
ば
れ
て
ゐ
る

現
状
で
あ
る
。
世
の
つ
ね
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
新
し
い
国
の
新
し
い
事
業

が
そ
れ
で
は
仕
方
あ
る
ま
い
。（
二
九
四
頁
）

　

後
に
中
島
は
「
章
魚
木
の
下
で
」
の
中
で
、
時
局
に
対
す
る
作
家
の
阿
諛
迎
合

的
な
態
度
や
そ
の
文
学
を
厳
し
く
批
判
し
た
が
、
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
主
張
へ
と

繫
が
る
着
想
と
表
現

0

0

0

0

0

が
見
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
島
は「
章
魚
木
の
下
で
」

に
お
い
て
、

文
学
が
其
の
効
用
を
発
揮
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
斯
う
い
ふ
時
世
に
兎

も
す
れ
ば
見
の
が
さ
れ
勝
ち
な
我
々
の
精
神
の
外
剛
内
柔
性
―
―
或
ひ
は
、

気
負
ひ
立
つ
た
外
面
の
下
に
隠
さ
れ
た
思
考
忌
避
性
と
い
つ
た
や
う
な
も
の

へ
の
・
一
種
の
防
腐
剤
と
し
て
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
之
も
ま
だ
ハ
ツ

キ
リ
言
ひ
切
る
勇
気
は
な
い
。（
二
三
頁
）

と
韜
晦
的
に
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
書
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
「
作
家
と
い
ふ
名
前

は
返
上
し
て
、
戦
時
下
の
国
民
の
一
人
と
し
て
戦
争
遂
行
に
必
要
な
実
務
に
た
づ

さ
は
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
書
き
、「
戦
争
は
戦
争
。
文
学
は
文
学
。
全

然
別
の
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
」
と
断
言
す
る
に
至
る
。
も
ち
ろ
ん
「
中

島
は
、
戦
争
に
対
し
て
は
当
時
の
一
般
の
受
け
と
め
方
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な

と
ら
え
方
を
し
て
い
た

⑬

」
と
も
解
釈
で
き
よ
う
が
、
後
の
戦
局
の
中
で
明
確
に

「
戦
争
」
と
「
文
学
」
を
切
り
分
け
た
点
を
重
視
す
れ
ば
、「
南
洋
群
島
」
滞
在
中

の
読
書
体
験
―
―
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』
に
描
か
れ
て
い
た
時
局
へ
の
「
阿
諛

に
近
い
礼
讃
」
を
排
す
べ
き
と
す
る
主
張
に
対
す
る
強
い
共
感
―
―
が
少
な
か
ら

ぬ
影
響
を「
章
魚
木
の
下
で
」
に
与
え
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
中
島
敦
は
、「
旅
の
手
帖
か
ら
」
を
経
て
「
章
魚
木
の
下
で
」
へ
と
展

開
す
る
同
時
代
文
学
批
判
の
根
柢
と
な
る
構
想
を
、「
南
洋
群
島
」
滞
在
中
に
島

木
健
作
の
『
満
洲
紀
行
』
の
内
容
を
通
じ
て
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
開
戦
当

日
の
午
後
に
読
ん
だ
『
満
洲
紀
行
』
が
後
の
「
旅
の
手
帖
か
ら
」
や
「
章
魚
木
の

下
で
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、サ
イ
パ
ン
で
の『
満

洲
紀
行
』
と
の
出
会
い
が
晩
年
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
に
結
実
す
る
中
島
の
文
学

的
立
場
の
根
幹
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

四
　「
章
魚
木
の
下
で
」
の
意
義

　

同
時
代
の
文
学
界
に
お
け
る
中
島
の
批
評
的
立
場
の
基
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
木

村
一
信
氏
が
、

中
島
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
、
当
時
の
文
学
界
を
一
様
に
蔽
っ
て
い
た
論
調
、

す
な
わ
ち
上
か
ら
の
言
論
・
思
想
統
制
に
そ
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
色
彩
の

濃
い
文
章
に
対
し
て
、
批
評
精
神
、
或
い
は
作
家
精
神
に
貫
ぬ
か
れ
た
確
か

な
眼
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
真
正
面
か
ら
（
多
少
共
、
検
閲

を
顧
慮
し
た
よ
う
な
表
現
も
見
う
け
ら
れ
る
が
）
対
応
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
自
己
の
所
感
を
吐
露
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。（
三
三
頁
）
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と
指
摘
し
、「
章
魚
木
の
下
で
」
の
主
張
を
「
文
学
の
効
用
」「
文
学
者
の
在
り
方
」

「『
ほ
ん
も
の

0

0

0

0

』
の
文
学
」
の
三
点
に
集
約
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
光
夫
の
評
論

「『
近
代
』
へ
の
疑
惑

⑭

」
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
も
挙
げ
た
上
で
、
そ
の
表
現
と

の
関
わ
り
か
ら
必
ず
し
も
「
中
島
の
意
見
の
み
が
独
創
的
で
、
特
に
光
彩
を
放
つ

も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
」
と
慎
重
に
分
析
し
て
い
る
。
木
村
氏
は
さ
ら
に
、「
章

魚
木
の
下
で
」
は
、
同
人
雑
誌
『
新
創
作
』
の
当
時
の
編
集
責
任
者
・
船
山
馨
が

執
筆
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
当
時
の
経
緯

⑮

を
踏
ま
え
て
、
後
年
、

終
刊
を
迎
え
た
『
新
創
作
』（
一
九
四
四
年
四
・
五
月
合
併
号
、
第
三
十
八
号
）
の

「
終
刊
の
辞
」
の
趣
旨
（
文
学
の
本
性
の
純
粋
を
説
く
内
容
）
に「
章
魚
木
の
下
で
」

の
主
張
が
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
わ
せ
て
指
摘

⑯

し
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
、
中
島
は
「
章
魚
木
の

下
で
」
執
筆
以
前
に
お
い
て
、
サ
イ
パ
ン
滞
在
中
に
、
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
を

通
し
て
「
現
代
」
へ
の
向
き
合
い
方
や
、
文
学
お
よ
び
文
学
者
の
あ
る
べ
き
姿
を

め
ぐ
る
模
索
に
着
手
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
中
島
は
『
満

洲
紀
行
』
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
自
身
の
南
洋
体
験
に
根
ざ
し
た
実
感
を

主
体
と
し
て
同
時
代
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
く
の
で

あ
る
が
、そ
こ
に
中
島
の
独
自
性
（「
南
洋
群
島
」
に
お
け
る
『
公
学
校
国
語
読
本
』

の
編
修
作
業
や
〈
公
学
校
〉
の
視
察
に
基
づ
い
た
批
判
な
ど
）
が
織
り
込
ま
れ
て

い
く
こ
と
は
、
島
木
の
「
満
洲
」
体
験
そ
の
も
の
と
異
な
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

　

中
島
は
「
章
魚
木
の
下
で
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
文
学

を
す
る
者
に
と
つ
て
の
現
在
の
問
題
と
い
ふ
も
の
が
朧
げ
な
が
ら
判
つ
て
は
来

た
」。
そ
し
て
「
戦
争
は
戦
争
。
文
学
は
文
学
。
全
然
別
の
も
の
と
思
ひ
込
ん
で

ゐ
た
の
だ
」
と
省
察
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
中
島
は
帰
国
後
に
時
局

的
な
多
く
の
文
章
を
目
に
し
、「
南
洋
群
島
」
で
の
「
戦
争
と
文
学
」
を
切
り
分

け
る
自
己
の
考
え
が
〈
内
地
〉
に
あ
っ
て
も
い
ま
だ
持
続
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
再
確

認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
か
ら
は
、「
南
洋
群
島
」
滞
在
中
か
ら
す
で

に
中
島
な
り
の
「
文
学
観

⑰

」
の
一
端
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
今
一
度
、
島
木
の
「
あ
る
読
書
」
の
一
節
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　

昨
年
来
、
多
く
の
文
学
者
が
満
洲
に
渡
つ
た
。
開
拓
地
を
も
見
て
文
章
を

書
い
た
。（
中
略
）
私
も
彼
等
と
お
な
じ
文
学
者
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
提
燈

を
持
つ
よ
り
は
、
不
満
な
点
を
述
べ
た
方
が
見
よ
い
で
あ
ら
う
。（
中
略
）

今
日
の
満
洲
開
拓
地
を
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
文
学
者
た
ち

の
断
片
的
な
記
述
以
外
に
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
信
ず
る
こ
と
が
で
き

た
。（
中
略
）
文
学
者
の
眼
は
、
他
の
ど
の
や
う
な
著
者
よ
り
も
真
実
を
見

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
二
八
四
頁
）

じ
つ
に
た
く
さ
ん
の
見
学
旅
行
者
の
群
が
此
頃
は
大
陸
へ
と
渡
る
。（
中
略
）

し
か
し
そ
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
、
曇
り
の
な
い
眼
で
も
の
を
見
て
く

る
で
あ
ら
う
か
。
も
の
の
根
底
に
つ
い
て
考
へ
て
く
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は

率
直
に
言
つ
て
、
彼
等
の
大
多
数
の
も
の
か
ら
、
多
く
を
期
待
し
よ
う
と
は

せ
ぬ
の
で
あ
る
。（
二
八
六
頁
）

　

開
戦
当
日
の
午
後
に
日
記
に
記
さ
れ
た
「
現
代
の
良
心
」
と
は
、
し
か
る
べ
き

「
文
学
者
の
眼
」
こ
そ
が
「
真
実
」
を
伝
え
る
可
能
性
を
宿
す
も
の
で
あ
り
、
か

つ
そ
う
し
た
「
真
実
」
を
見
定
め
る
「
曇
り
の
な
い
眼
」
が
単
な
る
「
机
上
の
設

計
書
」
や
国
策
的
言
辞
に
取
り
込
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
「
文
学
者
」
の

〈
矜
恃
〉
に
対
し
て
な
さ
れ
た
評
価
で
あ
ろ
う
。
中
島
は
、『
満
洲
紀
行
』
で
示
さ

れ
た
こ
の
島
木
の
作
家
的
態
度
を
開
戦
当
日
に
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
中
島

は
、
こ
の
読
書
体
験
を
も
と
に
、
ほ
ぼ
一
年
を
経
た
晩
年
、「
自
分
が
何
か
実
際

の
役
に
立
ち
た
い
願
ひ
」
と
「
文
学
を
ポ
ス
タ
ー
的
実
用
に
供
し
た
く
な
い
気

持
」（「
章
魚
木
の
下
で
」）
が
「
対
立
」
す
る
葛
藤
を
い
ま
だ
持
続
さ
せ
な
が
ら

も
、
自
身
の
確
た
る
南
洋
体
験
を
基
に
「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
を
「
截
然
」
と

「
区
別
」
し
、
韜
晦
的
に
で
は
あ
る
が
、「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
が
相
容
れ
な
い

0

0

0

0

0

―   10   ―

Memoirs of Beppu University, 61（2020）



も
の

0

0

で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
同
時
代
に
問
い
直
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
で
見
て
き
た
通
り
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
当
日
の
中
島
敦
の
『
満
洲
紀
行
』

（
島
木
健
作
著
）
の
繙
読
が
遺
稿
「
章
魚
木
の
下
で
」
の
同
時
代
文
学
批
判
へ
と

深
ま
り
を
見
せ
、
南
洋
群
島
で
の
自
ら
の
見
聞
と
相
ま
っ
て
、
戦
争
に
迎
合
し
な

い
「
ほ
ん
も
の

0

0

0

0

」（「
章
魚
木
の
下
で
」）
の
文
学
を
志
向
す
る
姿
勢
を
確
立
し
て

い
く
〈
受
容
〉
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
開
戦
当
日
の
島
木
健
作
『
満
洲
紀

行
』
に
対
す
る
「
面
白
し
」「
現
代
の
良
心
な
る
か
」
と
の
感
想
が
、一
年
後
の
「
章

魚
木
の
下
で
」
に
お
け
る
文
壇
批
判
へ
と
大
き
く
〈
変
貌
〉
を
遂
げ
て
い
く
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
南
洋
庁
編
修
書
記
と
し
て
の
実
務
体
験

⑱

に
加
え
て
、
島
木
の
『
満

洲
紀
行
』
の
読
書
体
験
が
、
中
島
の
帰
国
後
の
文
学
表
現
に
多
大
な
影
響
を
与
え

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
中
島
が
「
章
魚
木
の
下
で
」
の
中
で
戦
時
下
の
文
学
界
へ

の
批
判
を
繰
り
広
げ
た
背
景
に
は
、
島
木
健
作
『
満
洲
紀
行
』
の
直
接
的
な
影
響

が
明
ら
か
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ
り
、
島
木
へ
の
〈
強
い
共
感
〉
が
中
島
の
晩
年

の
文
学
的
根
幹
の
一
端
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

中
島
は
開
戦
当
日
に
島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
を
読
み
、「
面
白
し
。
蓋
し
、
彼

は
現
代
の
良
心
な
る
か
」
と
高
く
評
価
し
た
。「
章た

魚こ
の

木き

の
島
で
暮
し
て
ゐ
た
時

戦
争
と
文
学
と
を
可
笑
し
い
程
截
然
と
区
別
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
考
え
の
根
柢
に

は
、島
木
の
『
満
洲
紀
行
』
に
貫
か
れ
た
「
人
間
に
対
す
る
興
味
」
と
確
た
る
「
文

学
者
の
眼
」
に
基
づ
い
た
国
策
へ
の
「
批
判
的
な
考
察
」
に
対
す
る
同
感
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
し
か
る
べ
き
文
学
者
の
「
書
物
」
は
「
真
実
」
を
闡
明
す
る
と
い

う
島
木
の
主
張
に
直
接
触
れ
た
サ
イ
パ
ン
で
の
読
書
体
験
が
大
き
く
作
用
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

「
戦
争
は
戦
争
。
文
学
は
文
学
。
全
然
別
の
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
」

と
中
島
は
明
記
し
て
い
る
。「
南
洋
群
島
」
滞
在
中
か
ら
す
で
に
、「
戦
争
」
と
「
文

学
」
と
を
「
截
然
」
と
切
り
分
け
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て

帰
国
後
も
病
に
歿
す
る
ま
で
そ
の
姿
勢
を
持
続
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く

と
も
「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
の
関
係
性
に
対
す
る
中
島
の
基
本
的
な
考
え
は
一0

貫
し
て
い
た

0

0

0

0

0

。「
戦
争
」
と
「
文
学
」
と
を
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
で
、
時
局
に

与
し
な
い
「
ほ
ん
も
の

0

0

0

0

」
の
文
学
を
希
求
し
た
帰
国
後
の
中
島
は
、
戦
時
下
の
阿

諛
迎
合
の
風
潮
の
中
、「
文
学
」
の
真
価
を
見
極
め
る
「
曇
り
の
な
い
眼
」
に
よ
っ

て
、
南
洋
を
舞
台
と
す
る
作
品
や
中
国
古
典
を
素
材
と
す
る
作
品
世
界
に
向
き

合
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

付
記中

島
敦
の
文
章
の
底
本
は
、筑
摩
書
房
版
第
三
次
『
中
島
敦
全
集
』
全
三
巻
（
筑

摩
書
房
、二
〇
〇
一
・
一
〇
・
一
〇
、二
〇
〇
一
・
一
二
・
二
〇
、二
〇
〇
二
・
二
・
二
〇
）

お
よ
び
『
中
島
敦
全
集
別
巻
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
・
五
・
二
〇
）
と
し
、
引

用
（
収
録
巻
の
頁
）
は
全
て
こ
れ
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
島
木
健
作
の
文
章
の
底
本

は
、『
満
洲
紀
行
』（
創
元
社
、
一
九
四
〇
・
四
・
八
）
か
ら
と
し
、
引
用
（
頁
）
は

全
て
こ
れ
に
拠
っ
た
。
な
お
引
用
の
際
は
、
原
則
と
し
て
ル
ビ
・
傍
点
・
旧
仮
名

遣
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
へ
改
め
た
。
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①　

勝
又
浩
「
作
家
解
題
」（
勝
又
浩
編
著
『Spirit 

中
島
敦
―
―
作
家
と
作
品
』

所
収
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
四
・
七
・
二
〇
）
四
〇
頁
。

②　
『
新
創
作
』
第
五
巻
第
一
号
新
年
号
、
一
九
四
三
・
一
・
一
。

③

木
村
一
信
「
文
学
史
的
定
位
の
基
点
―
―
『
章
魚
木
の
下
で
』
を
視
座
と
し

て
」（『
中
島
敦
論
』
所
収
、
双
文
社
出
版
、
一
九
八
六
・
二
・
二
二
）
二
九
頁
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
中
島
の
「
章
魚
木
の
下
で
」
を
精
細
に
論
じ
た
唯
一
の
論
考

で
あ
る
。
引
用
は
二
版
（
一
九
九
一
・
八
・
一
七
）
に
拠
る
。

④　

前
掲
の
木
村
論
文
。
二
五
～
二
六
、二
九
頁
。

⑤

田
鍋
幸
信
「
中
島
敦

蔵
書
目
録
」（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
梶

井
基
次
郎
・
中
島
敦
』〈
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
〉
所
収
、
有
精
堂
出
版
、

一
九
七
八
・
二
・
二
〇
）。

⑥

福
田
清
人
「
島
木
健
作
の
満
洲
批
判
」（『
日
本
学
芸
新
聞
』
第
七
十
九
号
、

一
九
四
〇
・
二
・
一
〇
付
）
三
面
。

⑦

田
村
修
一
「
島
木
健
作
に
つ
い
て
」（
木
村
一
信
監
修
／
外
村
彰

編
『
外
地
の
人
々
―
―
〈
外
地
〉
日
本
語
文
学
選
』
所
収
、
龜
鳴
屋
、

二
〇
一
一
・
五
・
一
四
）
九
八
頁
。

⑧　

王
玲
玲
「
島
木
健
作
と
「
満
洲
」
―
―
『
満
洲
紀
行
』
を
中
心
に
」

（『
日
本
言
語
文
化
研
究
（
城
西
国
際
大
学
大
学
院
紀
要
）』
第
三
号
、

二
〇
一
四
・
五
・
一
六
）
六
一
頁
。

⑨　

無
署
名
「
島
木
健
作
著　

満
洲

マ
マ

行
（「
ブ
ツ
ク
・
レ
ヴ
ユ
ー
」
よ
り
）」

（『
秘

□

出
版
警
察
資
料
』
第
四
十
五
号
、
警
保
局
図
書
課
、
一
九
四
〇
・
四
・
日

付
な
し
）
五
一
、五
二
頁
。

⑩

妻
・
た
か
宛
書
簡
、一
九
四
一
年
十
二
月
二
日
付
（『
中
島
敦
全
集
３
』
所
収
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
・
二
・
二
〇
）。
六
四
八
頁
。

⑪　
『
南
洋
群
島
』
第
八
巻
第
二
号
二
月
号
、一
九
四
二
・
二
・
一
（
船
橋
治
編
『
復

刻
版
南
洋
群
島
』
第
二
三
巻
、
不
二
出
版
、
二
〇
一
〇
・
九
・
二
四
）。
京
城
中

学
の
一
年
後
輩
の
友
人
氏
名
「
三
好
四
郎
」
の
筆
名
で
掲
載
さ
れ
た
。

⑫　

仲
程
昌
徳
「「
旅
の
手
帖
か
ら
」
と
「
章
魚
木
」
―
―
中
島
敦
の
「
南
洋
も
の
」

新
資
料
紹
介
」（『
日
本
東
洋
文
化
論
集（
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
）』第
六
号
、

二
〇
〇
〇
・
三
・
二
四
）
一
九
五
頁
。

⑬　

前
掲
の
木
村
論
文
。
三
八
頁
。

⑭　
『
文
學
界
』
第
九
巻
第
十
号
、
一
九
四
二
・
一
〇
・
一
。

⑮

勝
又
浩
「
解
題
」（『
中
島
敦
全
集
２
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
一
・
一
二
・
二
〇
）
も
参
照
し
た
。
六
四
〇
頁
。

⑯　

前
掲
の
木
村
論
文
。
三
五
頁
。

⑰

前
掲
の
木
村
論
文
。
二
七
頁
。「
文
学
な
ど
と
い
ふ
も
の
が
国
家
的
目
的
に

役
立
た
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
は
考
へ
も
し
な
か
つ
た
」
と
い
っ
た
「
韜
晦
的
言

辞
や
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
を
用
い
て
、
風
潮
へ
の
直
接
的
な
批
判
を
避
け
て

い
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
言
い
方
の
背
景
に
は
「
一
貫
し
た
文
学
観
が
存
在
し

て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

⑱

拙
著
『
中
島
敦
の
〈
南
洋
行
〉
に
関
す
る
研
究
』（
お
う
ふ
う
、

二
〇
一
六
・
九
・
二
二
）
参
照
。
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