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は
じ
め
に

池
田
み
ち
子
は
『
三
田
文
学
』
昭
和
十
五
年
五
月
号
に
芥
川
賞
候
補
に

選
ば
れ
た
「
上
海
」
を
発
表
し
、
そ
れ
を
皮
切
り
に
、
昭
和
十
九
年
ま
で

上
海
を
舞
台
に
し
た
小
説
や
随
筆
な
ど
、十
数
編
の
〈
上
海
も
の
〉
を
『
三

田
文
学
』
に
投
稿
し
た
。「
国
際
都
市
」
は
、昭
和
二
十
四
年
一
月
の
『
日

本
小
説
』
新
春
特
大
号
に
発
表
さ
れ
た
中
編
小
説
で
、
そ
の
全
文
が
発
表

さ
れ
る
前
に
、
一
部
は
「
邦
人
商
社
」
と
い
う
題
目
で
、
昭
和
十
九
年
三

月
に
『
三
田
文
学
』
で
発
表
さ
れ
た
。「
邦
人
商
社
」
の
同
時
代
評
で
は
、

「
筆
触
剛
健
、
し
か
も
支
那
事
変
を
契
機
に
支
那
へ
渡
つ
た
一
と
旗
組
の

野
心
家
、
不
良
外
人
、
純
情
な
タ
イ
ピ
ス
ト
と
報
道
班
員
か
ら
商
人
に
転

向
し
た
そ
の
愛
人
な
ど
、相
当
、複
雑
な
人
物
を
見
事
に
描
き
わ
け
、僅
々

三
十
五
六
枚
の
な
か
に
浮
き
彫
の
や
う
に
活
躍
せ
し
め
、
大
東
亜
戦
争
前

の
魔
都
上
海
の
空
気
を
存
分
に
描
き
出
し
て
ゐ
る
点
、
全
篇
が
相
当
の
力

作
で
あ
る（

1
（

」
と
賞
賛
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
単
行
本
に
収
録
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
上
海
の
居
留
民
の
間
で
国
策
的
な
言
説
が
幅
を
利
か
せ
て
い

く
状
況
に
お
い
て
、
池
田
の
〈
上
海
も
の
〉
は
突
出
し
た
作
品
で
あ
る
と

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る（

2
（

。

池
田
み
ち
子
が「
本
領
と
す
る
上
海
も
の
の
総
決
算（

3
（

」と
言
わ
れ
た「
国

際
都
市
」
は
、
昭
和
十
五
年
の
上
海
を
舞
台
と
し
、
日
本
人
小
商
人
の
一

日
を
中
心
に
展
開
す
る
。
大
橋
毅
彦
氏
の
研
究（

4
（

で
は
、「「
血
眼
」
に
な
っ

て
利
を
稼
ご
う
と
し
て
も
、
結
果
的
に
は
「
ほ
そ
ぼ
そ
」
と
し
た
利
し
か

得
ら
れ
な
い
小
商
人
を
踏
み
つ
け
に
し
て
巨
利
を
貪
っ
て
い
く
大
財
閥
だ

け
が
、
非
難
さ
れ
ず
安
泰
な
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を

強
く
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
、「
軍
部
や
政
府
が
主
導
し
て
進
め
る
〈
立
派
〉

な
施
政
を
刺
し
て
い
く
棘
」
を
小
説
に
よ
っ
て
示
し
得
た
こ
と
が
指
摘
さ

池
田
み
ち
子
「
国
際
都
市
」
論

―
統
制
下
の
暗
潮
―

邵
　
　
　
金
　
琪
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れ
て
い
る
。

こ
の
小
説
で
は
、
漢
口
で
正
庄
洋
行
を
経
営
す
る
正
好
が
主
人
公
で
、

彼
は
金
の
工
面
の
た
め
上
海
に
戻
り
、
呉
淞
路
に
あ
る
保
子
の
部
屋
に
泊

ま
る
。
翌
朝
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
山
崎
の
二
匹
の
犬
が
盗
ま
れ
、
そ
の
出
来

事
を
発
端
に
、
山
崎
の
事
務
所
に
出
入
り
し
て
い
る
ロ
シ
ア
人
と
思
わ
れ

る
カ
リ
ー
ニ
ン
や
、
正
好
が
借
金
を
頼
も
う
と
す
る
小
川
正
造
が
経
営
す

る
隆
栄
洋
行
で
働
く
王
斗
鎔
と
い
っ
た
各
国
出
身
の
人
物
た
ち
が
登
場
す

る
。
日
本
人
の
正
好
、
山
崎
な
ど
を
中
心
に
描
か
れ
た
日
本
人
居
留
民
社

会
の
構
図
は
国
際
都
市
上
海
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
小
説
に
登

場
し
た
中
国
人
、
ロ
シ
ア
人
も
見
過
ご
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
存
在
で
あ

る
。
盧
溝
橋
事
件
後
、
日
本
政
府
は
統
制
の
強
化
を
図
る
た
め
に
「
東
亜

新
秩
序
声
明
」
を
発
表
し
、
経
済
開
発
政
策
の
も
と
で
国
策
会
社
が
次
々

と
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
上
海
と
い
う
国
際
都
市

の
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
会
社
派
」
と
「
土
着
派
」
に
は
ど

の
よ
う
な
対
立
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
上
海
に
住
む
中
国
人
や
外
国
人

が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
本
稿
で

は
、
当
時
の
上
海
日
本
人
居
留
民
や
上
海
の
経
済
情
勢
を
考
慮
に
入
れ
な

が
ら
分
析
し
て
い
く
。
国
際
都
市
上
海
に
住
む
各
国
の
人
々
は
、
日
本
の

統
制
下
で
ど
の
よ
う
に
生
き
抜
い
て
い
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
盧

溝
橋
事
件
後
の
国
際
都
市
上
海
に
お
け
る
日
本
人
居
留
民
社
会
は
も
ち
ろ

ん
、
統
制
下
の
上
海
の
多
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
池
田
み
ち
子
が
捉
え
た
上
海
の
都
市
空
間

池
田
み
ち
子
は
、昭
和
十
五
年
か
ら
昭
和
十
六
年
に
か
け
て
の
一
年
間
、

二
度
目
の
上
海
体
験
を
し
た
。「
ほ
ん
の
一
ケ
月
の
つ
も
り
で
上
海
に
行

つ
た
ま
ま
、
そ
の
大
都
会
の
混
濁
に
気
を
引
か
れ
て
、
も
つ
と
い
つ
ま
で

も
そ
の
な
か
に
身
を
ひ
そ
め
て
ゐ
た
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
が
、
短

い
滞
在
の
つ
も
り
で
持
つ
て
き
た
金
で
は
、
さ
う
な
が
く
食
べ
ら
れ
る
わ

け
も
な
い
の
で
、
私
は
あ
る
通
信
社
に
（
日
本
人
経
営
の
）
貧
し
い
職
業

を
見
つ
け
て
働
く
こ
と
に
し
た（

5
（

」
と
い
う
池
田
は
、
四
川
路
の
中
国
通
信

社（
6
（

で
働
き
な
が
ら
、
上
海
を
舞
台
に
し
た
小
説
や
「
上
海
の
裏
街
」、「
若

い
日
本
人
た
ち
」、「
上
海
風
景
」
な
ど
の
随
筆
や
評
論
を
『
三
田
文
学
』

に
投
稿
し
た
。
当
時
の
彼
女
の
消
息
は
、『
三
田
文
学
』
の
編
集
後
記
や

消
息
欄
に
も
確
認
で
き
る
。
そ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
「
国
際
都
市
」
の
物

語
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。

池
田
が
捉
え
た
上
海
は
、
日
本
人
を
中
心
に
で
は
な
く
、
中
国
人
や
ロ

シ
ア
人
な
ど
の
生
活
も
詳
し
く
描
か
れ
た
。
昭
和
十
五
年
の
統
制
下
の
上

海
に
住
む
各
国
の
人
々
の
生
活
が
書
け
た
の
は
、
彼
女
が
フ
ラ
ン
ス
租
界
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の
中
国
人
と
一
緒
に
住
ん
だ
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
自
身
が
日
本

人
の
経
営
す
る
会
社
に
勤
め
た
経
験
を
通
し
て
、
当
時
の
上
海
の
経
済
情

勢
や
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
な
ど
も
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
池
田

は
上
海
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
動
き
、日
本
人
居
留
民
社
会
、「
華
洋
雑
居
」

の
租
界
生
活
な
ど
を
熟
知
し
た
上
で
、
国
際
都
市
上
海
の
都
市
空
間
の
イ

メ
ー
ジ
を
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
。

女
一
人
で
上
海
に
渡
っ
た
彼
女
の
上
海
生
活
の
印
象
は
、
国
策
の
統
制

が
高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
他
の
時
期
に
他
の
作
家
が
上

海
に
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
、
一
種
独
特
な
感
覚
で
あ
る
。

　

上
海
に
政
治
的
暗
殺
が
屡
々
行
は
れ
る
の
は
有
名
で
す
が
、
毎
日

の
新
聞
を
見
る
と
、
頻
々
と
お
こ
る
金
銭
目
的
の
人
さ
ら
ひ
や
押
入

強
盗
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
が
ピ
ス
ト
ル
事
件
の
や
う
で
す
。（
中
略
）

か
う
い
ふ
記
事
だ
け
を
読
ん
で
上
海
を
想
像
す
る
と
、
い
か
に
も
上

海
は
犯
罪
都
市
の
や
う
に
思
わ
れ
る
で
せ
う
。
ま
た
、
僅
か
の
日
数

を
上
海
滞
在
し
て
、
支
那
芸
者
、
ハ
イ
ア
ラ
イ
、
競
馬
、
酒
場
の
ロ

シ
ア
娘
な
ぞ
と
見
物
し
て
歩
け
ば
、
上
海
は
、
さ
ぞ
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
で
享
楽
的
で
、「
上
海
の
花
売
娘
」
や
「
上
海
ブ
ル
ー
ズ
」
で
唄

わ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
の
も
に
も
思
わ
れ
る
で
せ

う
。
だ
け
ど
、
こ
の
裏
長
屋
の
窓
か
ら
の
ぞ
い
た
上
海
の
生
活
は
平

和
で
、
貧
乏
で
家
族
的
で
、
そ
し
て
健
康
だ
と
思
へ
ま
す（

7
（

。

　昭
和
十
五
年
の
夏
、
池
田
は
一
般
の
日
本
人
と
違
い
、
日
本
人
が
集
ま

る
北
四
川
路
の
周
辺
地
域
に
は
住
ま
ず
、「
国
際
都
市
」
冒
頭
の
保
子
の

住
所
と
同
じ
く
中
国
人
が
集
ま
る
「
里
」
に
、
朝
鮮
人
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

の
混
血
児
と
言
っ
て（

8
（

住
ん
で
い
た
。
池
田
以
外
の
住
人
は
全
て
中
国
人
で

あ
っ
た
。
そ
の
里
は
「
華
洋
雑
居
」
の
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
あ
り
、
池
田
は

中
国
人
と
日
本
人
以
外
の
外
国
人
の
生
活
に
も
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

彼
女
が
そ
こ
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
作
品
創
作
の
た
め
で
は
な

く
、
当
時
住
宅
不
足
の
上
海
で
は
、
な
か
な
か
空
き
部
屋
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
池
田
が
住
ん
で
い
た
「
里
」
は
二
階
建
て
の
六
十

軒
ば
か
り
の
長
屋
で
、
長
屋
の
入
り
口
に
は
一
人
の
イ
ン
ド
人
の
門
番
が

い
て
、
夜
に
な
る
と
門
を
閉
め
て
し
ま
う
。
こ
の
裏
町
の
長
屋
は
袋
の
よ

う
な
構
造
で
、
唯
一
の
出
入
り
口
は
表
通
り
に
面
し
た
入
口
で
あ
る
。
周

囲
は
刑
務
所
の
よ
う
な
高
い
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
夜
に
な
っ
て
入

り
口
さ
え
閉
め
れ
ば
、長
屋
全
体
が
外
部
と
遮
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
国

際
都
市
」
は
保
子
の
部
屋
に
泊
ま
っ
て
い
た
主
人
公
正
好
が
朝
起
き
る

と
、
保
子
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
起
き
た
犬
の
盗
難
事
件
か
ら
は
じ
ま

る
が
、
盗
難
に
遭
っ
た
時
刻
が
夜
で
は
な
く
、
朝
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う

設
定
は
、
池
田
の
生
々
し
い
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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池
田
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
一
番
詳
し
く
自
分
の
生
活
を
描
い
て
い
る

の
は
、
中
国
人
の
よ
う
に
上
海
の
夏
を
体
験
し
た
話
で
あ
る
。
ま
だ
夜
の

明
け
き
ら
ぬ
時
刻
に
、「
お
わ
い
や
」
が
叫
び
な
が
ら
「
里
」
を
周
り
、

そ
の
声
で
起
こ
さ
れ
る
人
た
ち
は
各
自
の
便
器
を
持
ち
出
す
。
竹
で
便
器

を
洗
う
音
を
聞
き
、
一
日
が
は
じ
ま
る
。
朝
の
う
ち
は
男
た
ち
が
働
き
に

出
て
不
在
で
、
女
は
買
い
出
し
な
ど
を
す
る
。
日
本
と
違
い
、
上
海
の
昼

は
二
時
間
の
昼
休
み
を
過
ご
し
て
か
ら
午
後
の
仕
事
に
な
る
。
午
後
五
時

に
な
る
と
、
夕
飯
を
済
ま
せ
、
椅
子
な
ど
を
外
に
持
ち
出
し
て
夕
涼
み
の

時
間
で
あ
る
。
夜
に
な
る
と
、
部
屋
で
麻
雀
や
ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
賭
博
を

す
る
。
麻
雀
の
音
は
翌
日
の
朝
四
時
ま
で
続
く
。
二
ヶ
月
以
上
そ
こ
に
住

ん
で
い
た
池
田
は
完
全
に
慣
れ
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
中
国
人

並
み
に
「
里
」
で
の
生
活
が
平
気
に
な
っ
た
。
中
国
人
の
貧
乏
な
生
活
を

見
た
池
田
は
決
し
て
険
悪
感
を
抱
か
ず
、
平
和
な
居
心
地
の
良
い
生
活
を

手
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
平
和
で
家
庭
的
な

雰
囲
気
は
、「
里
」
を
出
た
ら
消
え
て
し
ま
う
。
歩
道
の
端
に
、
餓
死
寸

前
の
中
国
人
が
い
て
、
そ
の
す
ぐ
そ
ば
で
苦
力
や
黄
包
車
の
車
夫
を
相
手

に
小
さ
い
店
が
開
い
て
い
る
が
、
客
は
道
端
で
死
に
か
け
て
い
る
中
国
人

の
こ
と
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
中
国
人
の
「
上
海
的
無
関
心
」

に
つ
い
て
、
池
田
は
何
度
も
言
及
し
、
最
後
は
自
分
の
そ
ば
で
人
が
餓
死

し
て
も
少
し
も
気
に
し
な
い
で
い
ら
れ
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。

池
田
が
上
海
に
い
る
間
に
、
日
本
政
府
に
よ
る
経
済
統
制
は
次
第
に
強

ま
っ
て
い
っ
た
。
国
策
会
社
が
次
々
と
設
立
さ
れ
、
巨
大
資
本
が
上
海
の

市
場
に
出
回
っ
た
が
、
そ
れ
は
上
海
に
生
活
し
て
い
た
一
般
の
日
本
人
の

生
活
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
池
田
は
日
本
人
が
経

営
す
る
通
信
社
で
働
き
な
が
ら
、
上
海
の
経
済
情
勢
や
普
通
の
日
本
会
社

勤
め
の
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
日
本
人
に
目
を
向
け
て
い
る
。
周
囲
の

若
い
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、「
小
刻
み
に
」
前
借
り
を
重
ね
て
上
海

で
の
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
池
田
が
上
海
に
来
た
ば
か

り
の
時
の
案
内
人
の
日
本
人
た
ち
は
、
自
家
用
車
を
持
っ
て
い
て
裕
福
な

暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
同
じ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
言
っ
て
も
、「
三
井
物
産

と
か
、
台
湾
銀
行
と
か
内
地
で
雇
は
れ
た
社
員
が
上
海
支
店
へ
転
勤
し
て

き
て
ゐ
る
や
う
な
一
流
会
社
は
、
海
外
手
当
な
ぞ
が
ま
る
で
桁
が
違
つ
て

ゐ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、同
じ
資
本
の
小
さ
い
と
こ
ろ
の
安
月
給
取
り
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
に
そ
れ
ぞ
れ
の
気
風
が
あ
つ
て
、
内
地
の
生
活
ほ
ど
に

堅
気
に
、
誰
れ
も
が
小
じ
ん
ま
り
暮
ら
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
つ
て
あ
る
の

だ
ら
う（

9
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、格
差
は
池
田
の
身
の
回
り
で
見
ら
れ
た
。「
前

借
し
て
で
も
遊
び
た
く
な
る
だ
ら
う
し
、
そ
れ
も
で
き
な
い
時
は
、
仕
方

な
く
腕
時
計
を
は
づ
し
て
も
そ
れ
で
酒
を
飲
み
に
ゆ
き
た
く
な
る
だ
ら

う
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
生
活
の
す
さ
み
か
た
が
、
貸
り
ら
れ
る
だ
け
貸
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り
て
あ
と
は
返
さ
な
い
恥
知
ら
ず
に
、
支
那
人
の
コ
ー
ヒ
ー
屋
を
借
り
た

ほ
し
た
り
、
黄
包
車
の
車
夫
を
道
端
で
な
ぐ
り
つ
け
た
り
す
る
や
う
な
、

日
本
の
国
策
の
高
さ
を
日
本
人
自
身
が
疵
つ
け
る
結
果
に
な
る（

11
（

」
と
い
っ

た
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
を
池
田
は
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、
池
田
は
時
々
日
本
人
街
と
呼
ば
れ
る
虹
口
ま
で
出
か
け
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
日
本
軍
は
上
海
の
租
界
以
外
の
地
域
へ
政
治
統
制
も
強
化

し
、
特
に
抗
日
テ
ロ
や
革
命
へ
の
鎮
圧
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
十
五
年
の
暮
れ
、
日
本
人
に
と
っ
て
「
テ
ロ
と
云
へ
ば
河
向
か
ふ
に

限
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
近
頃
で
は
虹
口
の
日
本
軍
の
整
備
地
域
で
も

頻
発
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
が
、
今
迄
に
こ
れ
ほ
ど
厳
重
に
日
本
人
ま
で

通
行
止
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た（

11
（

。」
と
い
う
よ
う
に
通
行
止
め
の
範

囲
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
池
田
が
ガ
ー
デ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・

ガ
ー
デ
ン
で
出
会
っ
た
中
国
人
青
年
た
ち
は
日
本
に
興
味
を
持
っ
て
い
る

が
、「
抗
日
新
聞
の
報
道
す
る
ま
ま
」
を
信
じ
て
い
る
彼
ら
に
、池
田
は
「
日

本
の
方
針
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

」
と
い
う
義
務
を
感
じ
た
と

書
い
て
い
る
。

小
説
「
国
際
都
市
」
の
場
合
、
池
田
は
二
度
の
上
海
体
験
を
も
と
に
、

中
国
人
が
集
ま
る
「
里
」
と
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
住
居
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
合

し
、
中
国
人
、
日
本
人
、
ロ
シ
ア
人
が
混
在
す
る
混
沌
と
し
た
物
語
空
間

を
立
ち
上
げ
た
。
ま
た
、
勤
め
て
い
た
中
国
通
信
社
に
は
中
支
経
済
研
究

所
が
あ
り
、
日
刊
経
済
情
報
紙
『
支
那
経
済
』
を
発
行
し
て
い
た
た
め
、

上
海
の
経
済
情
勢
を
熟
知
し
、
そ
れ
ら
は
「
国
際
都
市
」
と
い
う
邦
人
商

人
を
中
心
に
描
く
小
説
の
土
台
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
統
制
下
で
生
き
る
日
本
人
た
ち

小
説
「
国
際
都
市
」
に
は
、
昭
和
十
三
年
と
昭
和
十
五
年
の
小
商
人
正

好
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
戦
争
時
の
昭
和
十
三
年
の
正
好
は
戦
争
の

間
隙
に
乗
じ
て
、
兵
隊
相
手
に
商
品
を
売
っ
て
懐
を
肥
や
し
、
そ
の
金
で

遊
び
続
け
た
。
し
か
し
、
昭
和
十
五
年
に
な
る
と
、
金
が
な
く
な
り
、
自

分
の
恋
人
へ
も
わ
ず
か
の
金
し
か
渡
せ
ず
、う
ら
ぶ
れ
た
状
態
に
陥
っ
た
。

以
下
で
は
、
こ
の
二
年
間
、
正
好
の
よ
う
な
小
商
人
は
日
本
政
府
が
占
領

し
た
上
海
で
ど
う
生
き
た
の
か
を
、
特
に
日
本
軍
の
統
制
に
よ
る
上
海
の

日
本
人
社
会
の
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
、
北
京
郊
外
に
盧
勃
発
し
た
溝
橋
事
件
は
、
八

月
十
三
日
、
上
海
に
飛
び
火
し
、
第
二
次
上
海
事
変
が
起
こ
り
、
日
中
全

面
戦
争
に
発
展
し
た
。
十
一
月
十
二
日
、
上
海
の
華
界
が
日
本
軍
の
占
領

下
に
置
か
れ
、
上
海
租
界
も
完
全
に
包
囲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

後
、
広
東
、
武
漢
が
相
次
い
で
陥
落
し
た
。
日
本
軍
は
中
国
で
の
統
制
を

強
く
す
る
た
め
に
、「
東
亜
新
秩
序
声
明（

11
（

」
を
発
表
し
た
。
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帝
国
政
府
は
十
一
月
三
日
事
変
処
理
に
関
し
左
の
如
き
方
針
を
中

外
に
宣
明
し
た
。

（
中
略
）
帝
国
希
求
す
る
所
は
東
亜
永
遠
の
安
定
を
確
保
す
る
べ

き
新
秩
序
の
建
設
に
在
り
、
今
次
征
戦
究
極
の
目
的
亦
此
に
存
す
。

こ
の
新
秩
序
の
建
設
は
日
満
支
三
国
相
携
へ
、
政
治
、
経
済
、
文

化
等
各
版
に
互
い
に
互
助
連
環
の
関
係
を
樹
立
す
る
。

ま
た
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
の
「
日
支
国
交
調
整
に
関
す
る

近
衛
声
明
」
の
中
に
、「
全
支
に
お
け
る
日
支
平
等
の
原
則
に
立
つ
経
済

の
促
進
」
や
「
支
那
内
地
に
お
け
る
居
住
営
業
の
自
由
」
な
ど
、
東
亜
新

秩
序
の
建
設
に
お
け
る
具
体
的
な
条
件
も
述
べ
ら
れ
た（

11
（

。
こ
れ
ら
の
条
件

に
よ
り
、
国
策
会
社
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
日
本
人
が
経
営
す
る
会
社
も

続
々
と
設
立
さ
れ
た
。
日
偽
政
府
の
成
立
や
、
財
政
、
貿
易
な
ど
の
措
置

で
、
上
海
へ
の
各
方
面
の
統
制
は
徐
々
に
強
ま
り
、
正
好
の
よ
う
な
日
本

人
小
商
人
の
生
活
は
一
変
し
た
。

主
人
公
の
正
好
は
、日
中
戦
争
期
に
新
聞
社
の
特
派
員
の
仕
事
を
や
め
、

自
分
の
会
社
を
設
立
し
、
上
海
で
仕
入
れ
た
靴
下
や
シ
ャ
ツ
な
ど
の
紡
績

品
と
日
用
品
を
日
本
兵
隊
相
手
に
売
る
と
い
う
商
売
を
は
じ
め
た
。
そ
し

て
、
現
地
の
人
と
商
売
す
る
た
め
に
、
中
国
人
の
仲
間
も
受
け
入
れ
、
一

時
的
に
商
売
は
繁
盛
し
た
。

し
か
し
、
や
が
て
日
本
軍
は
当
時
の
戦
争
の
成
果
を
維
持
す
る
た
め
、

日
本
軍
の
統
制
下
の
経
済
政
策
と
し
て
、
北
支
と
中
支
の
開
発
を
提
示
し
、

そ
の
方
法
と
し
て
北
支
開
発
会
社
と
中
支
開
発
会
社
と
い
う
二
つ
の
国
策

会
社
を
立
ち
上
げ
た
。
中
支
開
発
会
社
の
本
社
は
上
海
に
あ
り
、「
若
干
の

資
本
輸
入
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
電
力
、瓦
斯
、水
道
、

交
通
、
鉱
業
に
は
国
策
的
資
本
の
進
出
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
他
の
一
般

産
業
に
対
し
て
は
、
諸
本
の
自
由
進
出
を
誘
導
し
、
無
用
な
る
競
争
を
統

制
す
る
必
要
が
あ
る（

11
（

。」
と
い
う
方
針
の
も
と
に
経
営
さ
れ
た
。
盧
溝
橋
事

件
後
、
日
本
軍
や
日
本
政
府
が
指
揮
し
て
い
た
経
済
開
発
は
昭
和
十
三
年

に
発
表
さ
れ
た
声
明
の
経
済
建
設
に
お
け
る
核
心
で
あ
り
、
重
要
産
業
の

国
策
会
社
の
設
立
以
外
に
、
各
産
業
に
対
す
る
資
本
の
進
出
が
促
進
さ
れ
、

三
井
物
産
の
よ
う
な
大
財
閥
が
、
上
海
か
ら
中
国
の
内
陸
へ
進
出
し
て
い

く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
日
本
政
府
と
中
国
の
国
民
政
府
に

よ
る
小
商
人
に
対
す
る
統
制
も
強
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
日
本
の
軍
部
も

政
府
も
、
正
好
の
よ
う
な
「
日
本
人
の
小
商
人
の
邪
魔
」
を
し
始
め
、「
内

地
か
ら
輸
入
さ
れ
る
物
資
も
支
那
で
で
き
る
物
資
も
、
次
第
に
強
力
に
統

制
さ
れ
る
な
ら
、
さ
う
い
ふ
物
資
が
最
後
の
消
費
者
に
渡
る
ま
で
に
、
そ

の
度
に
価
格
が
上
昇
す
る
小
さ
い
商
社
の
手
を
幾
度
も
と
ほ
る
こ
と
は
な

く
な
り
そ
う
に
思
へ
た
。
帯
留
や
支
那
靴
さ
へ
、
正
好
の
手
へ
ま
で
は
ま
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わ
つ
て
こ
な
く
な
り
さ
う
な
の
で
あ
る
。」
と
い
う
窮
地
に
彼
は
陥
っ
て
い

た
。
物
資
の
統
制
で
、
商
売
で
き
る
商
品
の
数
は
激
減
し
、
小
商
人
の
正
好

は
商
売
で
き
る
商
品
を
他
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
正
好
が
主
に
扱
う
綿
製
品
業
界
の
統
制
下
の
状
況
を
『
大
陸
年

鑑
昭
和
十
五
年（

11
（

』
で
見
て
み
る
と
、「
事
変
後
に
お
け
る
上
海
綿
糸
布
相

場
の
動
き
を
窺
ふ
に
、
戦
火
に
よ
る
生
産
設
備
の
破
壊
乃
至
は
停
業
に
伴

ふ
供
給
激
減
か
ら
実
需
の
減
退
に
も
拘
ら
ず
事
変
直
後
相
場
は
急
騰
し

た
。
尤
も
昭
和
十
二
年
の
暮
れ
か
ら
十
三
年
の
春
に
か
け
て
騰
勢
一
服
と

な
り
、
相
場
は
若
干
引
弛
ん
だ
。
こ
れ
は
華
人
紡
績
を
除
き
外
人
紡
績
の

被
害
が
比
較
的
軽
微
と
な
り
、
戦
火
が
西
に
移
る
と
共
に
逸
早
く
操
業
を

再
開
し
た
の
で
、
実
需
が
減
退
し
て
ゐ
る
際
と
て
、
や
や
供
給
過
剰
の
形

に
な
っ
た
こ
と
も
原
因
と
み
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
上
海
に
お
け

る
綿
糸
布
相
場
の
反
落
は
ご
く
一
時
的
な
現
象
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。「
昭

和
十
三
年
ご
ろ
か
ら
相
場
は
再
び
騰
勢
に
転
じ
、
支
那
糸
の
如
き
同
年
十

月
頃
に
は
未
曾
有
の
新
高
値
を
現
出
し
た
」
の
で
あ
る
。
紡
績
産
業
は
日

本
政
府
に
と
っ
て
大
量
投
資
の
産
業
で
あ
り
、
日
本
の
工
場
で
生
産
さ
れ

た
糸
は
市
場
で
有
利
な
立
場
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
為
、
統
制
で
高

く
な
っ
た
綿
製
品
は
流
通
が
難
し
く
な
り
、
日
本
人
小
商
人
の
と
こ
ろ
に

な
か
な
か
回
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
、
中
国
人
と
競
争
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

正
好
の
ほ
か
に
、
中
国
で
の
商
売
が
う
ま
く
い
か
な
い
も
う
一
人
の
日

本
人
と
し
て
、
家
主
か
ら
一
軒
の
住
宅
を
借
り
、
そ
の
中
の
二
室
を
他

の
人
に
貸
す
こ
と
で
家
賃
を
稼
ぐ
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
山
崎
も
い
た
。
大
財
閥

に
よ
る
巨
大
な
資
本
が
各
業
界
に
流
れ
込
む
こ
と
で
、
小
商
人
や
ブ
ロ
ー

カ
ー
の
居
場
所
は
な
く
な
り
、
上
海
居
留
民
社
会
に
お
け
る
「
土
着
派
」

一
般
民
衆
と「
会
社
派
」エ
リ
ー
ト
層
の
対
立
が
さ
ら
に
激
化
し
て
い
っ
た
。

高
綱
博
文
氏
の
『「
国
際
都
市
」
上
海
の
な
か
の
日
本
人（

11
（

』
に
は
、「
土

着
派
」
と
「
会
社
派
」
と
い
っ
た
日
本
人
居
留
民
社
会
に
お
け
る
対
立
発

生
の
原
因
が
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
「
欧
州
戦
後
支
那
に
於
け
る
日
本
企
業
の
進
出
、
特
に
紡

績
工
業
の
上
海
進
出
と
共
に
在
留
民
の
増
加
著
し
く
、
在
留
民
の
増

加
は
邦
人
社
会
の
複
雑
化
」
を
招
い
た
こ
と
と
、
今
一
つ
は
「
そ
の

頃
の
居
留
民
は
段
々
自
治
体
の
政
治
知
識
に
目
覚
め
た
」
た
め
と
言

わ
れ
る
。（
中
略
）
居
留
民
居
住
地
分
布
及
び
職
業
構
成
を
勘
案
す

る
と
上
海
日
本
人
居
留
民
は
三
％
ほ
ど
の
「
会
社
派
」
エ
リ
ー
ト
層
、

四
十
％
ほ
ど
の
「
会
社
派
」
中
間
層
、
そ
の
他
の
「
土
着
派
」
一
般

民
衆
に
区
別
で
き
る
。
エ
リ
ー
ト
層
は
商
社
・
銀
行
支
店
長
、
高
級

官
吏
、
会
社
経
営
者
な
ど
で
、
旧
イ
ギ
リ
ス
租
界
や
フ
ラ
ン
ス
租
界

に
居
住
し
て
い
た
。
中
間
層
は
紡
績
会
社
・
銀
行
・
商
社
な
ど
に
勤
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務
す
る
給
与
生
活
者
を
中
心
と
し
て
お
り
、
彼
ら
の
多
く
は
社
宅
や

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
居
住
し
て
い
た
。一
般
民
衆
層
は
中
小
商
人
層
、

中
商
工
業
の
親
方
・
職
人
職
、
飲
食
、
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
各
種
の
雑

業
層
、
無
職
の
下
層
民
か
ら
形
成
さ
れ
、
主
に
、「
日
本
租
界
」
と

俗
称
さ
れ
た
虹
口
や
華
界
の
閘
北
区
に
居
住
し
て
い
た
。

上
海
の
日
本
人
居
留
民
社
会
は
長
い
間
、「
土
着
派
」
と
「
会
社
派
」

に
分
け
ら
れ
、「
会
社
派
」
は
「
土
着
派
」
よ
り
有
利
な
立
場
に
立
っ
て

い
た
。
盧
溝
橋
事
件
後
、
大
量
の
国
策
会
社
の
設
立
、
大
財
閥
の
資
本
の

流
動
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
般
の
日
本
人
は
国
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
ず
、
正

好
や
山
崎
の
よ
う
な
小
商
人
た
ち
は
経
営
難
に
陥
り
、
生
活
が
苦
し
く

な
っ
た
。
不
利
な
立
場
の
下
層
日
本
人
居
留
民
は
、
大
財
閥
へ
の
嫌
悪
を

募
ら
せ
、「
会
社
派
」
と
「
土
着
派
」
の
間
の
対
立
は
さ
ら
に
悪
化
し
た

の
で
あ
る
。

日
本
人
小
商
人
の
身
に
起
き
た
激
変
に
つ
い
て
、
池
田
の
「
若
い
日
本

人
た
ち
」
に
は
、「
戦
争
の
直
後
、雨
後
の
筍
ほ
ど
に
内
地
か
ら
移
住
し
た
、

そ
し
て
最
初
の
頃
は
相
当
の
利
益
を
あ
げ
て
ゐ
た
商
人
た
ち
が
、
そ
の
後

戦
後
の
建
設
が
す
す
む
の
に
つ
れ
て
、
最
初
の
夢
も
破
れ
て
身
動
き
で
き

な
く
な
つ
て
ゐ
た
」と
あ
る
。身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
商
人
た
ち
に
と
っ

て
残
っ
た
道
は
た
だ
二
つ
、
山
崎
の
よ
う
に
い
き
な
り
消
え
て
、
他
の
地

域
に
逃
げ
る
か
、
あ
る
い
は
借
金
を
し
て
な
ん
と
か
す
る
か
だ
っ
た
。
池

田
の
周
り
に
い
る
若
い
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
借
金
の
繰
り
返
し
で
、

「
ま
る
で
返
却
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
最
初
か
ら
返
す
つ
も

り
な
ぞ
ま
る
で
な
い
」
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
借
金
し
て
も
自
分
の
生
活

の
水
準
を
下
げ
る
つ
も
り
も
な
く
、「
後
の
こ
と
な
ぞ
考
へ
ず
で
き
る
だ

け
沢
山
借
り
た
」
あ
げ
く
、「
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
さ
へ
な
く
し
て
し
ま

つ
て
ゐ
た
」
が
、
彼
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
に
は
「
上
海
の
享
楽
的
な
土
地

柄
と
日
本
人
の
性
格
が
含
ま
れ
て
い
て
、
普
遍
性
を
持
つ
」
と
池
田
は
述

べ
て
い
る
。

小
説
「
国
際
都
市
」
で
は
、
統
制
下
の
商
売
が
難
し
く
な
り
、
こ
の
難

局
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
借
金
す
る
し
か
な
く
な
っ
た
。
正
好
が
考
え

た
借
金
の
相
手
は
、
こ
れ
ま
で
世
話
に
な
っ
た
小
川
正
造
で
あ
る
。
正
好

は
今
ま
で
の
自
分
の
信
用
が
あ
れ
ば
、
小
川
か
ら
借
り
ら
れ
る
と
考
え
た

が
、
彼
に
断
ら
れ
る
。
正
好
の
商
売
に
は
将
来
性
が
見
え
な
く
な
り
、
返

済
の
あ
て
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
上
海
に
来
た
日
本
人
が
持
つ
「
借

り
ら
れ
る
金
は
借
り
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
借
金
に
対
す
る
考
え
方
は
、

最
後
に
自
分
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

中
小
商
人
で
あ
る
「
土
着
派
」
の
商
売
の
基
盤
は
極
め
て
脆
弱
で
、
日

本
の
統
制
に
よ
り
、
失
業
し
た
り
、
商
売
で
き
る
商
品
が
な
く
な
っ
た
り

す
る
な
ど
、
下
層
居
留
民
た
ち
の
生
活
空
間
は
圧
迫
さ
れ
た
。
し
か
し
、
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彼
ら
は
統
制
の
波
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
、
何
と
か
生
き
抜
こ
う
と
す
る
。

池
田
み
ち
子
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
中
小
商
人
た
ち
を
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、上
海
に
住
む
下
層
の
日
本
人
実
態
を
描
き
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

正
好
に
よ
っ
て
財
閥
を
批
判
さ
せ
る
こ
と
で
、
国
際
都
市
上
海
に
お
け
る

日
本
人
居
留
民
社
会
の
対
立
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

三
、「
浮
草
」
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
人

近
代
上
海
で
は
租
界
を
通
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
華
洋
雑
居
」
が
持
続
し
て

い
た
。
昭
和
十
五
年
の
上
海
の
人
口
構
成
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
人
に
よ
っ

て
大
部
分
が
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
国
際
都
市
と
し
て
の
上
海
の
外
国
人

は
決
し
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
池
田
は
日
本
人
居
留
民
社
会
に

お
け
る
日
本
人
同
士
の
対
立
に
目
を
向
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人

社
会
に
う
ま
く
馴
染
ん
で
い
る
中
国
人
や
ロ
シ
ア
人
の
こ
と
に
も
関
心
を

持
っ
て
い
た
。
小
説
に
は
、
日
本
人
以
外
の
登
場
人
物
と
し
て
、
盗
犬
事

件
の
中
心
人
物
の
カ
リ
ー
ニ
ン
と
王
斗
鎔
、
そ
し
て
、
正
好
の
正
庄
洋
行

で
働
い
て
い
る
崔
元
道
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
日
本
の
統

制
下
で
ど
の
よ
う
に
日
本
人
と
接
触
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活

ス
タ
イ
ル
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
国
際
都
市
上
海
と
い
う
特
殊
な
都
市
空

間
で
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
彼
ら
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
説
の
中
に
登
場
す
る
ロ
シ
ア
人
と
中
国
人
は
い
ず
れ
も
日
本
人
小
商

人
に
協
力
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
そ
の
立
場
は
変
わ
り
つ
つ

あ
っ
た
。
ま
ず
カ
リ
ー
ニ
ン
は
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
だ
と
云
つ
た
り
、
ス
エ
ー

デ
ン
と
云
つ
た
り
」
す
る
こ
と
や
、「
友
達
み
ん
な
が
白
系
ロ
シ
ア
人
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
分
国
籍
な
ど
持
た
ず
、
上
海
に
放
浪
す
る
白
系
ロ

シ
ア
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
察
さ
れ
る
。『
抗
日
支
那
の
真
相（

11
（

』に
よ
る
と
、

白
系
ロ
シ
ア
人
は
革
命
後
世
界
各
地
に
亡
命
し
て
い
た
が
、
そ
の
大
多
数

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
つ
い
で
、
中
国
に
亡
命
し
て
い
る
。
昭

和
十
一
年
に
は
、
上
海
の
白
系
ロ
シ
ア
人
は
二
万
五
千
余
名
に
上
る
と
言

わ
れ
、
彼
ら
の
上
海
で
の
生
活
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

之
等
の
白
系
露
人
の
大
多
数
は
殆
ど
無
一
文
で
あ
つ
た
が
、
そ
の

多
少
の
資
金
を
有
す
る
も
の
は
漸
次
商
売
を
始
め
、
旧
白
軍
の
軍
人

の
如
き
は
共
同
租
界
及
佛
租
界
工
部
局
、
電
信
局
、
電
話
局
、
電
話

会
社
等
に
就
職
す
る
外
、
各
自
の
専
門
技
術
を
応
用
し
て
、
各
国
外

人
商
社
に
就
職
、
婦
女
子
等
の
大
多
数
は
商
店
の
売
り
子
、
酒
場
の

女
給
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
踊
り
子
と
し
て
働
き
、
生
活
前
線
に
乗
り

出
し
て
白
系
露
人
社
会
の
建
設
に
力
を
注
い
だ
。

「
た
と
へ
貧
乏
し
て
ゐ
て
も
立
派
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
」
白
系
ロ
シ
ア
人
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は
上
海
に
た
く
さ
ん
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
初
上
海
に
着
い
た
時
、
金
が

な
か
っ
た
カ
リ
ー
ニ
ン
た
ち
は
異
郷
で
生
き
残
る
た
め
「
破
廉
恥
」
な
行

い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
山
崎
が
飼
っ
て
い
る
犬
も
、
彼
の
仲
間
が
盗

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
最
初
は
安
く
山
崎
に
犬
を
売
り
そ
の
後
も
う
一
度
、

カ
リ
ー
ニ
ン
の
仲
間
が
山
崎
の
と
こ
ろ
か
ら
犬
を
盗
み
、
彼
は
犬
を
連
れ

戻
す
と
い
う
約
束
で
、
さ
ら
に
山
崎
に
金
銭
を
要
求
す
る
。
こ
の
場
面
で

は
、
彼
と
仲
間
は
グ
レ
ー
地
帯
に
住
む
犯
罪
グ
ル
ー
プ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

で
描
か
れ
て
い
る
。

上
海
に
亡
命
し
て
き
た
カ
リ
ー
ニ
ン
は
、
正
好
と
出
会
っ
た
時
は
多
言

語
を
自
由
に
扱
う
才
能
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
の
本
業
は
カ
フ
ェ
の

「
ボ
ー
イ
」
で
、そ
の
仕
事
を
利
用
し
、自
分
の
語
学
力
を
磨
き
、日
本
語
、

中
国
語
、
上
海
語
が
達
者
で
、
自
分
の
特
技
を
生
か
し
て
、
日
本
人
小
商

人
の
商
売
を
手
伝
う
よ
う
な
仕
事
も
や
っ
て
い
た
。「
少
し
も
悪
い
こ
と

と
は
思
は
な
い
ほ
ど
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の
心
」
と
、
何
十
銭
、
何

十
圓
と
い
う
ど
ん
な
小
さ
な
お
金
で
も
稼
ぎ
た
い
と
い
う
逞
し
さ
も
持
っ

て
い
た
彼
は
、
猛
犬
を
連
れ
て
黄
包
車
の
車
夫
を
脅
し
、
二
十
銭
で
黄
包

車
に
乗
っ
た
り
、
た
っ
た
の
三
十
圓
で
山
崎
と
喧
嘩
し
、
初
対
面
の
正
好

に
山
崎
の
犬
を
売
っ
た
り
す
る
な
ど
、「
破
廉
恥
を
通
り
こ
し
て
」「
悪
に

透
徹
で
き
る
」
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
カ
リ
ー
ニ
ン
は
泥
棒
白
系
ロ
シ
ア

人
グ
ル
ー
プ
に
入
ら
ず
、彼
ら
の
盗
み
に
は
参
加
し
な
い
が
、盗
品
を
売
っ

て
利
益
を
得
る
段
階
に
な
る
と
、
簡
単
に
彼
ら
を
裏
切
り
、
自
分
だ
け
が

利
益
を
得
る
。
カ
リ
ー
ニ
ン
は
国
籍
、
故
郷
を
捨
て
、
誰
か
に
頼
る
こ
と

も
な
く
、
少
し
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
独
り
身
で
上
海
で
生
き
抜
こ
う
と

す
る
存
在
で
あ
り
、
何
処
に
も
属
さ
ず
、
生
き
る
た
め
な
ら
な
ん
で
も
で

き
る
「
国
籍
さ
へ
も
な
い
浮
草
」
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

四
、
統
制
下
で
活
躍
で
き
る
中
国
人
た
ち

小
説
で
ロ
シ
ア
人
と
対
照
的
な
存
在
は
中
国
人
た
ち
で
あ
り
、
特
に
日

本
人
の
も
と
で
働
い
て
い
る
王
斗
鎔
と
崔
元
道
は
、
正
好
の
商
売
に
と
っ

て
状
況
を
逆
転
さ
せ
た
鍵
と
な
る
人
物
で
あ
る
。

日
本
の
経
済
統
制
が
始
ま
る
前
は
、
日
本
人
小
商
人
と
中
国
人
商
人
達

は
競
争
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
統
制
下
で
「
日
本
人
街
」
と
呼
ば
れ
た
虹

口
地
区
で
は
、
日
本
人
が
中
国
人
を
商
売
相
手
に
す
る
状
況
が
増
え
て

い
っ
た
。
小
説
に
は
正
好
が
統
制
下
の
虹
口
地
区
を
訪
ね
た
こ
と
が
、
以

下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

今
年
の
春
、
つ
ま
り
半
年
前
に
久
し
ぶ
り
で
上
海
へ
き
た
正
好

は
、
ま
だ
小
さ
い
と
思
つ
て
ゐ
る
双
葉
の
虹
口
が
、
い
き
な
り
あ
で
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や
か
に
花
開
い
て
し
ま
つ
た
の
に
驚
か
さ
れ
た
。
通
行
証
の
制
限
な

し
に
中
国
人
が
自
由
に
虹
口
へ
出
入
で
き
る
や
う
に
な
つ
て
、
川
向

う
で
箱
づ
め
に
な
つ
て
ゐ
た
支
那
人
が
ど
つ
と
虹
口
へ
あ
ふ
れ
た
の

だ
。（
中
略
）
中
国
人
の
煙
草
屋
、
中
国
人
の
洋
服
屋
、
両
手
で
か

か
へ
る
ば
か
り
の
雑
貨
を
並
べ
た
路
傍
商
人
ま
で
賑
や
か
に
客
を
呼

ん
で
、
青
い
木
綿
の
支
那
服
が
虹
口
の
街
主
流
に
な
つ
た
。

日
本
人
と
中
国
人
の
関
係
は
、最
初
は
隔
た
り
が
あ
り
、中
国
人
は
「
日

本
人
街
」
に
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
が
、
や
が
て

商
品
の
流
通
に
よ
っ
て
経
済
面
で
の
繋
が
り
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
小
商

人
の
日
本
人
と
中
国
人
が
生
活
上
で
交
流
を
深
め
た
こ
と
は
、
虹
口
の
横

丁
が
「
い
き
な
り
賑
や
か
な
支
那
街
に
か
は
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
か

ら
読
み
取
れ
る
。「
困
窮
の
果
て
を
生
き
て
ゐ
る
」
中
国
人
は
、
逆
に
小

さ
な
お
金
を
稼
ぐ
必
要
が
あ
る
正
好
の
よ
う
な
日
本
人
に
と
っ
て
「
羨
ま

し
い
」
存
在
で
あ
っ
た
。

統
制
下
で
「
土
産
品
の
買
付
や
仲
間
同
士
の
仲
介
で
さ
や
を
稼
ご
う
と

血
眼
に
」
な
っ
て
い
る
小
商
社
は
、「
日
増
し
に
窮
屈
に
な
り
、
物
品
の

出
入
は
不
自
由
」
に
な
っ
た
た
め
、
や
む
を
得
ず
仕
入
れ
と
商
売
の
相
手

を
日
本
人
か
ら
中
国
人
に
変
更
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
人
と
や
り
と
り

で
き
る
人
が
必
要
に
な
り
、
そ
こ
で
活
躍
で
き
た
の
が
崔
元
道
で
あ
る
。

崔
元
道
は
い
つ
も
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、「
中
国
人
だ
け
を
相
手

に
か
け
ず
り
ま
は
つ
て
稼
い
で
ゐ
た
」
が
、
そ
の
お
か
げ
で
、
統
制
の
不

況
に
あ
っ
て
も
、
正
好
の
経
営
す
る
正
庄
洋
行
が
倒
産
せ
ず
に
済
ん
だ
。

崔
元
道
は
自
分
の
知
恵
で
洋
行
の
仕
入
れ
先
と
顧
客
を
増
や
し
た
の
で
、

正
好
は
そ
の
こ
と
か
ら
、
中
国
人
を
「
自
分
の
身
内
」
に
加
え
、「
支
那

で
仕
事
を
す
る
た
め
の
秘
訣
を
わ
か
つ
た
気
が
し
た
」と
あ
る
。
さ
ら
に
、

南
京
の
商
売
で
千
圓
を
損
失
し
た
時
、
崔
元
道
が
正
庄
洋
行
の
「
半
分
を

煙
草
、
雑
貨
、
菓
子
な
ぞ
を
商
ふ
小
売
商
に
改
造
」
し
、「
食
べ
る
位
の

利
益
」
を
必
ず
儲
け
る
と
い
う
提
言
を
し
た
の
に
対
し
て
、
正
好
は
改
造

用
の
資
金
が
な
く
、「
借
金
が
嫌
だ
」と
い
う
理
由
で
断
わ
ろ
う
と
す
る
が
、

そ
こ
に
は
崔
元
道
の
商
売
人
と
し
て
の
柔
軟
な
金
銭
意
識
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
小
川
正
造
の
隆
栄
洋
行
で
働
く
王
斗
鎔
は
、
流
暢
な
日
本
語
を

利
用
し
、
日
本
人
と
他
国
の
人
の
間
の
商
売
の
仲
介
人
を
務
め
る
。
盗
ま

れ
た
犬
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
う
ま
く
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の

間
を
斡
旋
し
、
大
金
を
稼
ぎ
、
正
好
の
商
売
の
困
窮
を
知
っ
た
後
、
誰
か

に
借
金
し
て
新
し
い
商
売
で
も
始
め
る
べ
き
だ
と
い
う
崔
元
道
と
同
じ
よ

う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
正
好
に
す
る
。
中
国
で
商
売
経
験
の
ま
だ
浅
い
正
好

が
、「
く
さ
く
さ
し
て
ゐ
る
と
き
に
、
こ
の
う
へ
借
金
を
せ
お
つ
た
ら
後

ろ
か
ら
前
か
ら
も
追
ひ
た
て
ら
れ
る
」
と
い
う
借
金
意
識
を
持
っ
て
い
る
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の
に
対
し
て
、
二
人
の
中
国
人
は
、「
必
要
な
金
を
借
り
出
す
の
は
、
金

を
儲
け
る
の
と
同
じ
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
二
人
の
中
国
人
の
商
売
の
う

ま
さ
が
読
み
取
れ
る
。
池
田
の
周
り
に
い
る
若
い
日
本
人
の
借
金
意
識
の

よ
う
に
、
日
本
人
に
は
、
借
金
を
し
た
ら
最
後
に
「
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ

さ
へ
な
く
し
て
し
ま
」
う
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
簡
単
に
借
金
し
よ
う
と

し
な
い
が
、
反
対
に
、
中
国
人
に
と
っ
て
借
金
は
金
を
産
む
方
法
と
し
か

考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
統
制
下
の
上
海
で
は
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
中

国
人
商
売
人
が
柔
軟
な
金
銭
意
識
で
商
売
を
続
け
る
よ
う
に
な
る
。

中
国
人
の
崔
元
道
と
王
斗
鎔
は
商
売
上
手
で
、
こ
れ
ま
で
は
サ
ポ
ー
ト

役
と
し
て
日
本
人
経
営
の
会
社
で
勤
め
て
い
た
が
、
経
営
状
況
が
困
難
に

な
っ
た
と
き
、
正
好
の
よ
う
な
日
本
人
小
商
人
に
と
っ
て
彼
ら
と
手
を
組

む
こ
と
こ
そ
が
、
生
き
延
び
る
為
の
最
後
の
道
と
な
っ
て
い
く
。
日
本
人

小
商
人
が
中
国
人
の
金
銭
意
識
に
影
響
さ
れ
、
中
国
人
の
社
会
に
も
う
一

歩
踏
み
込
む
よ
う
に
な
る
様
子
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。

小
説
の
結
末
は
、「
東
亜
新
秩
序
声
明
」
に
書
か
れ
た
よ
う
に
、「
日
満

支
三
国
相
携
へ
、
互
い
に
互
助
連
環
の
関
係
を
樹
立
す
る
」
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
併
せ
て
、「
国
際
都
市
」
上
海
に
お
い
て
、

必
死
に
生
き
る
人
々
の
姿
も
、
上
海
の
実
態
の
一
部
と
し
て
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
池
田
み
ち
子
は
、
日
本
の
政
策
に
お
け
る
上
海
日
本
人
居
留
民

の
営
み
を
中
心
に
書
い
た
が
、
カ
リ
ー
ニ
ン
、
崔
元
道
、
王
斗
鎔
の
よ
う

な
日
本
人
た
ち
の
周
り
に
い
る
他
の
国
の
人
々
の
生
き
様
を
日
本
人
の
生

活
と
絡
み
合
わ
せ
、
上
海
の
暗
部
を
重
層
的
に
表
現
し
て
い
る
。

終
わ
り
に

池
田
み
ち
子
が
発
表
し
た
最
後
の
「
上
海
も
の
」
で
あ
る
「
国
際
都
市
」

は
、
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
虹
口
を
主
要
な
舞
台
と
し
、
日
本
政

府
が
提
唱
し
た
統
制
が
実
施
さ
れ
、
上
海
の
経
済
が
回
復
し
つ
つ
あ
る
な

か
、
日
本
人
同
士
の
不
和
が
生
じ
、
中
国
人
と
日
本
人
の
行
き
違
い
、
外

国
人
と
日
本
人
の
衝
突
な
ど
、
事
変
に
明
け
暮
れ
た
昭
和
十
五
年
の
上
海

の
光
景
を
描
い
て
い
る
。
日
本
軍
や
日
本
政
府
が
掲
げ
る
上
海
再
開
発
政

策
と
い
う
経
済
統
制
の
波
に
乗
っ
て
い
る
日
本
の
会
社
が
急
速
に
発
展
し

て
い
く
反
面
で
、
良
心
の
抜
け
穴
を
こ
し
ら
え
て
金
を
稼
い
で
い
る
人
々

の
生
活
は
、
ま
さ
に
戦
時
上
海
に
存
在
す
る
闇
の
部
分
で
あ
る
。「
国
際

都
市
」
の
創
作
に
あ
た
り
、
池
田
み
ち
子
は
意
識
的
に
日
本
の
統
制
を
背

景
と
し
、
上
海
日
本
人
社
会
に
お
け
る
大
き
な
変
化
と
各
国
の
人
々
の
生

活
実
態
を
鮮
明
に
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）
保
高
徳
蔵
「
最
近
の
作
品
（
文
芸
時
評
）」『
文
藝
首
都
』（
昭
和
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十
九
年
六
月
一
日
）

（
2
）
大
橋
毅
彦
「
明
朗
上
海
に
刺
さ
っ
た
小
さ
な
刺
―
―
池
田
み
ち
子

の
〈
上
海
も
の
〉
を
め
ぐ
っ
て
」『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
六
七
号
（
平
成

二
十
五
年
八
月
）

（
3
）
和
田
芳
恵
「
編
集
後
記
」『
日
本
小
説
』（
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
）

（
4
）（
2
）
に
同
じ

（
5
）
池
田
み
ち
子
「
若
い
日
本
人
た
ち
」『
三
田
文
学
』（
昭
和
十
七
年

八
月
一
日
）

（
6
）
和
木
清
三
郎
「
消
息
」『
三
田
文
学
』（
昭
和
十
五
年
十
二
月
一
日
）

（
7
）
池
田
み
ち
子
「
上
海
の
裏
街
（
承
前
）」『
三
田
文
学
』（
昭
和
十
五

年
十
二
月
一
日
）

（
8
）
池
田
み
ち
子
「
上
海
風
景
」『
三
田
文
学
』（
昭
和
十
七
年
一
月
一
日
）

（
9
）（
5
）
に
同
じ

（
10
）
同
前

（
11
）（
8
）
に
同
じ

（
12
）（
7
）
に
同
じ

（
13
）「
東
亜
新
秩
序
声
明
」『
昭
和
十
五
年
朝
日
年
鑑
』（
昭
和
十
四
年
十

月
二
十
日
）

（
13
）
馬
郡
健
次
郎
『
大
陸
経
営
』
巌
松
堂
書
店
（
昭
和
十
三
年
六
月
十

日
）

（
14
）
日
本
国
際
協
会
太
平
洋
問
題
調
査
部
編
『
最
近
日
支
関
係
史
―
太

平
洋
問
題
資
料
（
7
）』（
日
本
国
際
協
会
、昭
和
十
五
年
一
月
十
七
日
）

（
15
）大
陸
新
報
社
編『
大
陸
年
鑑
昭
和
十
五
年（
民
国
二
十
九
年
版
）』（
大

陸
新
報
社
、
昭
和
十
五
年
一
月
十
五
日
）

（
16
）
高
綱
博
文
著
『「
国
際
都
市
」
上
海
の
な
か
の
日
本
人
』（
研
文
出
版
、

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
）

（
17
）
中
国
通
信
社
編
『
抗
日
支
那
の
真
相
』（
平
野
書
房
、
昭
和
十
二
年

八
月
五
日
）

（
18
）
上
原
蕃
『
上
海
共
同
租
界
誌
』（
丸
善
株
式
会
社
、
昭
和
十
六
年

十
二
月
）

〔
付
記
〕

・「
国
際
都
市
」
の
本
文
の
引
用
は
『
日
本
小
説
』
新
春
特
大
号
、
昭
和

二
十
四
年
一
月
一
日
に
拠
る
。

・
本
稿
は
、
関
西
大
学
国
文
学
会
の
令
和
二
年
度
第
二
回
研
究
発
表
会

（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
九
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
発
表
に
対
し
ご
教
示
を
賜
っ
た
皆
様
や
、
発
表
の
機
会
を
与

え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

 

（
し
ょ
う　

き
ん
き
／
本
学
大
学
院
生
）


