
濱
田
隼
雄
は
一
九
○
九
（
明
治
四
十
二
）
年
一
月
十
六
日
に
宮
城
県
仙
台

市
に
生
ま
れ
た
。
家
は
代
々
伊
達
藩
の
大
番
士
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
（
大

正
十
四
）
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
台
湾
旅
行
を
行
い
、
一
九
二
六
（
大
正
十

五
）
年
四
月
に
台
北
高
等
学
校
文
科
乙
類
に
入
学
し
た
。
台
湾
で
三
年
間
の

高
校
生
活
を
送
っ
た
後
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
十
月
に
台
湾
を
離
れ
て

同
年
四
月
に
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
入
学
し
、
国
文
学
を
専
攻
し
た
。

一
九
三
○
（
昭
和
五
）
年
ご
ろ
か
ら
哲
学
に
対
す
る
興
味
が
芽
生
え
て
社
会

主
義
思
想
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
学
生
運
動
・
農
民
運
動
に
没
入
し
、
一

九
三
一
（
昭
和
六
）
年
八
月
に
豊
里
村
な
ど
の
貧
農
集
落
を
歴
訪
し
た
。
一

九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
東
北
帝
国
大
学
卒
業
後
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）

年
に
ま
た
台
湾
に
渡
り
、
同
年
五
月
に
国
語
教
師
と
し
て
台
北
静
修
高
女
に

赴
任
し
た
。
一
九
三
五
年
十
一
月
に
台
南
一
高
女
に
転
任
し
、
一
九
三
七

（
昭
和
十
二
）
年
十
一
月
に
台
北
一
高
女
の
教
諭
と
な
っ
た
。
一
九
三
八

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

は
じ
め
に

（
昭
和
十
三
）
年
十
月
に
入
営
し
た
。
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
年
十
二
月
に

召
集
解
除
後
、
西
川
満
の
勧
め
に
よ
り
『
文
芸
台
湾
』
の
同
人
と
な
り
、
一

九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
に
「
南
方
移
民
村
」
を
『
文
芸
台
湾
』
に
発
表
し
た
。

濱
田
は
、
『
文
芸
台
湾
』
（
一
九
四
二
年
五
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
メ
ダ

カ
」
と
題
す
る
随
筆
で
、
「
去
年
の
五
月
か
ら
『
南
方
移
民
村
』
を
書
き
つ

づ
け
て
三
月
の
二
十
日
に
一
通
り
脱
稿
す
る
ま
で
、
一
日
に
四
五
枚
は
義
務

の
よ
う
に
書
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
『
南
方
移
民
村
』

は
、
序
章
、
第
二
章
、
第
三
章
、
終
章
の
四
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
一

九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
月
か
ら
『
文
芸
台
湾
』
に
九
回
連
載
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
前
半
だ
け
で
あ
っ
た
。
後
半
を
書
下
し
て
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）

年
七
月
二
十
五
日
に
海
洋
文
化
社
よ
り
初
版
刊
行
さ
れ
、
同
年
十
一
月
月
末
、

築
地
小
劇
場
で
劇
団
都
座
に
よ
っ
て
公
演
さ
れ
た
。
一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）

年
二
月
、
台
湾
文
学
賞
を
受
賞
し
、
そ
し
て
同
年
十
二
月
に
三
版
を
重
ね
る

（
１
）

と
と
も
に
、
松
竹
専
属
青
春
座
に
よ
り
劇
化
さ
れ
、
再
度
上
演
さ
れ
た
。

社
会
的
視
野
に
立
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
濱
田
文
学
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
と

黄

振
原

一
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一
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濱
田
は
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
の
年
末
か
ら
一
九
四
二
年
（
昭
和
十

七
）
年
の
年
頭
に
か
け
て
、
台
東
庁
関
山
郡
鹿
野
村
に
入
り
取
材
し
て
い
た

が
、
前
述
の
よ
う
に
、
『
南
方
移
民
村
』
は
一
九
四
一
年
五
月
か
ら
書
か
れ

た
の
で
あ
る
。
菅
原
庸
真
は
弓
南
方
移
民
村
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文

章
の
中
で
、
打
木
村
治
の
談
話
と
し
て
「
こ
の
作
品
を
書
く
ま
で
作
者
は
随

（
２
）

分
事
実
を
調
べ
た
。
む
し
ろ
調
べ
す
ぎ
る
く
ら
ゐ
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
作
品
の
内
容
に
作
り
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
総
督
府
特
産
課
技
師
・
田
代
豊
の
「
小
説
『
南
方
移
民
村
』
と
移
民
政

策
」
で
は
、
「
鹿
野
村
移
民
地
の
自
然
的
条
件
は
、
確
か
に
、
荒
涼
落
莫
た

る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
台
東
庁
下
の
一
等
耕
作
地
を
、
何
故
鹿
野
村

移
民
に
与
へ
な
か
っ
た
か
。
私
は
地
方
薄
弱
な
、
而
も
、
高
台
乾
燥
地
に
し

て
水
利
な
き
、
鹿
野
村
々
落
の
、
地
勢
的
弱
点
を
知
悉
す
る
が
故
に
、
鹿
野

村
移
民
の
力
と
、
自
然
的
条
件
の
不
合
理
性
を
、
敢
て
指
摘
し
得
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
資
本
主
義
経
営
は
、
移
民
村
の
指
導
原
理
を
生

産
政
策
乃
至
は
経
済
政
策
の
上
に
の
み
固
定
し
た
、
所
謂
、
利
益
農
業
な
る

も
の
を
『
モ
ッ
ト
ー
』
と
し
て
推
進
せ
ら
れ
た
が
故
に
、
生
産
の
前
提
で
あ

る
べ
き
処
の
、
移
民
村
の
生
活
が
否
定
せ
ら
れ
て
、
鹿
野
村
の
窮
乏
が
現
出

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

い
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
濱
田
隼
雄
の
最
初
の
長
編
『
南
方
移
民
村
』

に
焦
点
を
絞
っ
て
、
戦
前
の
濱
田
の
作
品
の
特
徴
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
埋
も
れ
て
い
る
台
湾
に
お
け
る
日
本
植
民
地
文
学
と
し
て
の
濱
田
文
学

の
一
端
を
評
価
し
て
み
た
い
と
思
う
。

｜
、
『
南
方
移
民
村
』
に
お
け
る
濱
田
隼
雄

（
３
）
・

し
た
と
推
断
し
得
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
移
民
（
薦

農
）
た
ち
の
生
活
苦
、
移
民
た
ち
の
運
命
に
関
す
る
『
南
方
移
民
村
』
の
描

写
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
移
民
（
薦
農
）
た
ち
の
不
僥
不
屈
の
精
神
を
作
品
に
反
映
さ
せ
よ

う
と
い
う
濱
田
の
創
作
意
図
が
『
南
方
移
民
村
』
に
は
読
み
と
れ
る
。
濱
田

は
、
連
載
の
冒
頭
に
「
四
十
年
も
の
永
い
間
、
台
湾
の
大
地
に
根
を
下
し
て
、

人
知
れ
ぬ
じ
み
な
建
設
の
苦
闘
を
つ
壁
け
た
」
と
付
け
加
え
て
、
日
本
人
移

民
た
ち
の
粘
り
強
さ
を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
は

日
本
の
東
北
地
方
の
農
民
運
動
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
、
濱
田
は
、
『
南
方

移
民
村
』
を
か
り
て
台
東
製
糖
会
社
の
私
設
移
民
村
の
東
北
か
ら
来
た
藤
農

の
貧
困
な
生
活
状
況
を
も
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
尾
崎

秀
樹
の
『
近
代
文
学
の
傷
痕
』
で
は
、
「
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
糖
業
資
本

と
、
甘
鳶
作
農
業
の
問
題
は
、
蕪
農
を
中
心
と
し
た
農
民
運
動
の
問
題
と
と

（
４
）

も
に
浜
田
の
学
生
時
代
か
ら
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
『
南
方
移
民
村
』
は
、
製
糖
会
社
と
鳶
農
と
の
間
の

葛
藤
を
言
及
し
て
い
る
が
、
農
民
運
動
に
つ
い
て
の
描
写
を
控
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
移
民
村
が
青
年
訓
練
所
を
設
置
す
る

た
め
の
経
費
補
助
の
こ
と
で
会
社
側
か
ら
誤
解
を
招
い
た
原
因
の
一
つ
と
し

て
、
濱
田
は
、
『
南
方
移
民
村
』
の
中
で
「
満
洲
事
変
は
片
づ
き
つ
つ
あ
り
、

内
地
の
社
会
主
義
運
動
も
退
陣
の
歩
調
を
と
り
か
け
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
台

湾
で
は
西
部
の
甘
蕨
農
民
組
合
運
動
が
ま
だ
煉
っ
て
居
り
、
今
ま
で
東
部
の

方
に
は
そ
ん
な
気
配
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
さ
う
い
ふ
傾

向
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
危
険
視
し
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
た
」
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と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
当
時
、
「
台
湾
に
於
け
る
農
民
運
動
は
大

（
５
）

体
に
於
て
、
対
製
糖
会
社
の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
階
級
的
対
立
に
よ
り
起
っ
た
農
民
運
動
は
「
大
正
十
四
年
台
中
州
二
林

の
鳶
農
組
合
の
設
立
を
以
て
噴
矢
と
す
る
、
之
は
文
化
運
動
と
し
て
の
農
村

講
座
に
端
緒
を
置
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遂
に
林
本
源
製
糖
会
社
の
甘
蕨
買

（
６
）

収
方
法
及
び
価
格
に
関
し
争
議
を
起
」
す
に
至
っ
た
。
会
社
側
は
国
家
の
要

求
と
し
て
の
青
年
訓
練
所
の
設
置
に
対
し
て
も
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
経

費
補
助
を
拒
否
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
濱
田
は
、
そ
う
い
う
歴
史
的

背
景
も
あ
っ
た
た
め
か
、
経
費
補
助
を
会
社
が
断
っ
た
原
因
と
し
て
、
会
社

の
不
振
な
ど
の
問
題
に
目
を
向
け
ず
、
農
民
運
動
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。

濱
田
は
、
会
社
の
移
民
側
へ
の
不
信
、
両
者
間
の
矛
盾
を
提
示
す
る
と
と
も

に
、
会
社
・
移
民
（
篤
農
）
間
の
複
雑
に
絡
ま
っ
た
関
係
を
そ
の
こ
と
に
投

影
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
農
民
運
動
が
東
部
に
広
が
っ

て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
東
部
の
鹿
野
村
を
舞
台
に
し
た
『
南
方

移
民
村
』
は
、
農
民
運
動
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
の
引
用
の
ほ
か
に
は
触
れ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
『
南
方
移
民
村
』
は
鹿
田
村
（
鹿
野
村
）
の
移
民
生

活
の
現
実
だ
け
を
直
視
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
濱
田
は

〈
農
民
魂
〉
を
描
く
と
い
う
使
命
感
に
燃
え
て
い
た
こ
と
が
感
じ
と
ら
れ
る
。

濱
田
隼
雄
の
「
技
師
八
田
氏
に
つ
い
て
の
覚
書
」
に
は
、
私
が
小
説
を
初
め

て
か
き
だ
し
た
時
、
こ
の
台
湾
で
の
人
間
生
活
、
殊
に
内
地
人
の
生
活
に
対

し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
美
し
さ
が
発
見
で
き
ず
、
汚
な
さ
、
嫌
ら
し
さ
が

い
つ
も
眼
の
先
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
き
た
。
（
中
略
）
い
つ
も
内
的
な
敵
性
分

子
に
囲
僥
さ
れ
て
ゐ
る
暗
い
感
じ
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
そ
し
て
や
つ
と
の

こ
と
で
、
こ
の
台
湾
に
も
人
間
の
美
し
い
行
為
の
数
々
が
あ
る
の
を
み
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
に
こ
の
島
の
僻
隅
に
黙
々
と
熱
帯
の
土
地
を
ひ
ら

い
て
き
た
移
民
村
の
人
々
で
あ
っ
た
。
村
の
三
十
年
の
苦
闘
が
む
く
い
る
こ

と
極
め
て
薄
く
、
離
村
の
問
題
が
今
尚
あ
る
と
し
っ
た
時
、
私
は
懸
か
れ
た

も
の
人
や
う
に
彼
ら
の
い
き
つ
壁
け
た
姿
を
を
つ
た
。
小
説
と
し
て
の
形
が

（
７
）

と
上
の
は
う
が
と
上
の
ふ
ま
い
が
私
は
半
年
近
く
か
き
つ
堂
け
た
」
と
あ
る
。

こ
の
引
用
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
、
濱
田
は
、
台
湾
在
住
の
日
本
人
殊

に
移
民
村
の
日
本
人
農
民
の
生
き
つ
づ
け
た
姿
を
題
材
と
し
て
作
品
化
し
、

彼
ら
の
生
活
の
実
態
を
指
摘
し
、
不
慣
れ
な
移
民
地
で
の
生
活
の
暗
い
部
分

に
潜
む
問
題
を
掘
り
下
げ
る
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
、
そ
の
人
間
と
し
て
の

美
し
さ
、
尊
さ
、
す
な
わ
ち
不
屈
な
精
神
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

風
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
と
闘
っ
て
い
な
が
ら
そ
の
無
力
感
が
確
か
に
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
民
た
ち
は
難
関
を
切
り
抜
け
よ
う
と
い
う
精
神
力

を
持
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
が
『
南
方
移
民
村
』
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て

い
る
。
濱
田
は
「
非
文
学
的
な
感
想
」
の
中
で
、
「
私
は
『
横
丁
之
図
』
を

自
然
主
義
的
暴
露
小
説
の
域
を
脱
し
な
い
も
の
と
思
ひ
、
そ
こ
か
ら
の
私
の

更
生
を
企
て
た
。
そ
の
結
果
が
南
方
移
民
村
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
上
で
、
伝

統
的
な
日
本
農
民
の
堅
忍
不
抜
の
美
し
さ
を
追
ひ
、
苦
難
か
ら
彼
ら
の
吸
々

（
８
）

と
産
み
出
し
た
光
り
を
描
か
う
と
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

『
南
方
移
民
村
』
全
体
の
中
で
は
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
が
、
「
鹿
田
村
よ

り
遅
く
で
き
た
池
野
村
の
如
き
は
、
開
設
の
翌
年
す
で
に
半
数
以
上
が
内
地

に
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
早
く
身
切
り
を
つ
け
た
か
ら
、
会
社
へ
の
借
金

が
な
く
、
身
軽
に
退
去
で
き
た
の
で
あ
る
。
鹿
山
で
も
鹿
田
村
で
も
、
そ
れ

一
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マ
マ

に
見
倣
ふ
も
の
が
ぼ
つ
ぼ
つ
出
て
き
た
。
借
金
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
だ
け

が
、
ど
う
に
も
動
き
が
と
れ
ず
、
辛
う
じ
て
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
堅
忍
不
抜
と
い
う
精
神
力
が
あ
っ
た
反
面
、

『
南
方
移
民
村
』
は
定
住
の
移
民
た
ち
の
〈
立
ち
往
生
〉
の
実
情
を
も
リ
ア

ル
に
描
き
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
移
民
（
蕪
農
）
た
ち
の
生
活
ぶ
り
に
つ
い
て
、
『
南
方
移
民
村
』

は
、
「
何
の
張
り
も
な
い
生
活
だ
っ
た
。
昼
は
仕
方
が
な
い
や
う
に
鳶
園
に

出
て
い
っ
た
が
、
風
害
も
水
害
も
野
猪
の
害
も
な
く
と
も
、
決
算
の
と
き
に

は
や
っ
ぱ
り
又
借
金
が
増
え
る
ん
だ
と
思
ふ
と
、
細
く
長
く
、
自
分
の
頭
よ

り
も
高
く
伸
び
て
ゆ
く
甘
鳶
の
茎
が
、
か
へ
つ
て
怨
め
し
く
さ
へ
思
は
れ
た
。

家
に
か
へ
つ
て
も
、
庭
先
に
コ
ッ
コ
ッ
と
餌
を
あ
さ
る
鶏
も
見
え
ず
、
腹
を

空
か
し
て
負
欲
に
わ
く
豚
も
ゐ
な
か
っ
た
。
郷
里
で
や
っ
て
き
た
百
姓
の
生

活
と
は
、
何
と
い
ふ
違
ひ
だ
ろ
う
。
愉
し
み
は
、
た
だ
強
い
酒
で
、
ご
も
ご

も
し
た
不
安
な
頼
り
な
い
気
持
を
忘
れ
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と

点
描
し
、
ま
た
、
「
会
社
の
や
り
方
は
不
親
切
だ
し
、
指
導
員
は
熱
心
で
な

い
し
、
な
ん
ぼ
稼
い
で
も
借
金
は
増
え
る
一
方
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
自
作
に

な
れ
る
や
ら
わ
か
っ
た
も
ん
で
な
い
、
お
先
ま
っ
く
ら
な
く
ら
し
を
し
て
ゐ

る
、
そ
こ
で
つ
い
酒
呑
ん
で
し
ま
ふ
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
移
民

た
ち
が
自
暴
自
棄
な
「
自
棄
酒
」
に
身
を
任
せ
た
こ
と
を
描
写
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
濱
田
は
、
移
民
た
ち
が
肉
体
的
疲
れ
、
精
神
的
疲
れ
ば
か
り
を
現

し
て
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
同
時
に
、
会
社
と
移
民
た
ち
と

の
違
和
に
つ
い
て
の
問
題
を
も
提
起
し
て
い
る
。

移
民
村
の
村
人
と
会
社
と
の
対
立
関
係
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

村
人
に
よ
る
抗
争
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
そ
し
て
反
発
も
弱
か
っ
た
た
め
か
、

濱
田
は
、
階
級
闘
争
そ
の
も
の
を
描
い
て
お
ら
ず
、
公
医
の
珪
介
や
指
導
員

の
国
分
を
登
場
さ
せ
、
村
人
と
協
力
し
て
難
局
の
打
開
を
は
か
る
と
い
う
手

法
で
、
村
人
の
奮
闘
ぶ
り
や
、
会
社
の
蕪
農
へ
の
無
関
心
・
冷
た
さ
を
物
語
っ

て
い
る
。
と
同
時
に
、
〈
イ
ン
テ
リ
の
強
さ
〉
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
意
味
で
は
、
濱
田
は
、
〈
農
民
魂
〉
は
や
は
り
農
民
で
な
い
イ
ン

テ
リ
等
の
支
え
の
上
に
お
い
て
こ
そ
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
物
語
全
体
の
構
成
か
ら
す
る
と
、
『
南
方
移
民
村
』
は
、
〈
イ
ン

テ
リ
〉
、
〈
善
意
の
人
び
と
〉
、
〈
高
齢
で
徳
望
の
あ
る
人
〉
を
中
心
に
小
説
を

展
開
し
て
い
る
。
濱
田
は
、
序
章
と
第
二
章
で
は
、
移
民
村
に
よ
っ
て
大
切

な
存
在
で
あ
っ
た
人
物
と
し
て
、
珪
介
と
い
う
医
者
、
国
分
と
い
う
指
導
員
、

石
本
と
い
う
巡
査
を
配
置
し
て
い
る
が
、
三
人
と
も
移
民
側
の
人
物
で
は
な

か
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
濱
田
は
、
移
民
村
の
建
設
時
代
に
お
い
て
、
移
民

村
の
「
改
革
」
に
重
大
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
く
善
良
な
誠
実
家
〉
の
三
人

に
、
肯
定
で
き
る
よ
う
な
価
値
を
付
与
し
て
い
る
。
小
説
の
後
半
に
入
る
と
、

嵐
の
た
め
に
「
国
分
が
不
慮
の
死
を
と
げ
て
か
ら
、
こ
の
ト
リ
オ
の
主
要
性

は
次
第
に
力
を
失
ひ
、
代
っ
て
今
度
は
所
謂
移
民
の
側
に
人
物
が
移
行
し
て

い
く
。
こ
の
人
達
に
よ
っ
て
士
へ
の
情
熱
を
と
り
戻
し
た
か
に
見
え
る
嘉
兵

爺
や
、
更
に
市
治
と
か
弥
太
郎
と
か
嘉
久
治
達
の
青
年
層
へ
作
者
の
力
が
籠

（
９
）

っ
て
行
く
の
で
あ
る
」
と
竹
村
猛
が
論
じ
て
い
る
。
『
南
方
移
民
村
』
の
後

半
で
は
、
弥
太
郎
な
ど
の
青
年
た
ち
が
移
民
村
の
た
め
に
積
極
的
に
奉
仕
し

た
と
い
う
こ
と
を
多
く
描
き
、
濱
田
は
、
村
の
〈
活
力
〉
を
示
す
一
方
、

〈
世
代
交
代
〉
を
も
強
調
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
分
の
死

一

一

五



は
（
中
略
）
村
の
蘇
生
の
た
め
の
犠
牲
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
嘉
兵
爺
は
急

に
老
い
て
沈
黙
に
落
ち
、
青
年
は
未
だ
巣
を
離
れ
ず
導
く
手
を
求
め
て
ゐ
る
。

志
を
継
ぐ
も
の
は
今
や
珪
介
自
身
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
珪
介
は
や
う

や
く
現
在
の
彼
の
責
任
を
知
っ
た
。
（
中
略
）
彼
は
或
夜
思
ひ
立
っ
て
嘉
兵

爺
の
家
を
訪
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
珪
介
は
、
小
説
の
後
半
に
お
い
て
も
、

禁
酒
同
盟
の
結
成
、
託
児
所
の
設
立
、
青
年
訓
練
所
の
設
置
、
野
獣
防
禦
柵

の
工
事
、
水
田
の
獲
得
運
動
、
鹿
田
川
の
復
旧
工
事
な
ど
の
中
で
依
然
と
し

て
重
要
な
地
位
を
占
め
、
奉
公
の
精
神
に
基
づ
い
て
移
民
村
に
貢
献
し
た
。

こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
移
民
た
ち
の
辛
苦
銀
難
だ
け
で
は
な
く
、
指
導
者
側

の
イ
ソ
テ
リ
と
移
民
側
の
老
農
が
ど
の
よ
う
に
移
民
村
の
存
続
や
移
民
た
ち

の
生
活
改
善
に
努
め
て
い
た
の
か
を
も
射
程
に
い
れ
て
、
濱
田
は
物
語
の
主

な
筋
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ソ
テ
リ
で
あ
っ
た
濱
田
は
、
『
南

方
移
民
村
』
に
自
分
の
抱
負
を
も
織
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
東
北
地
方
の
農
民
運
動
に
没
入
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
濱
田
は
、
移

民
村
の
蘇
農
た
ち
を
生
活
の
疲
れ
か
ら
解
放
し
よ
う
と
い
う
自
分
の
理
想
を
、

『
南
方
移
民
村
』
に
登
場
し
た
イ
ン
テ
リ
な
ど
を
通
し
て
代
弁
し
よ
う
と
す

る
意
味
合
い
が
強
い
。

濱
田
は
『
南
方
移
民
村
』
の
序
章
で
、
台
東
製
糖
株
式
会
社
の
経
営
難
に

つ
い
て
、
「
彼
ら
が
大
船
と
思
っ
て
頼
っ
た
会
社
自
体
が
、
決
し
て
大
船
で

は
な
か
っ
た
の
だ
。
も
と
も
と
立
地
条
件
の
不
利
を
無
視
し
て
設
立
さ
れ
た

会
社
で
あ
る
。
工
場
の
操
業
開
始
ま
で
に
鉄
道
や
移
民
村
開
設
に
多
額
の
資

本
を
固
定
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
何
と
云
っ
て
も
大
き
な
失
敗
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
、
栽
培
し
て
ゐ
た
原
料
の
甘
薦
が
在
来
の
小
茎
種
で
あ
り
、
従
っ
て

砂
糖
に
な
る
歩
留
が
と
て
も
悪
か
っ
た
。
（
中
略
）
し
か
も
移
民
村
の
建
設

は
莫
大
な
金
を
喰
う
も
の
で
あ
っ
た
。
現
に
総
督
府
の
産
業
政
策
の
上
で
、

内
地
移
民
を
招
来
す
る
か
否
か
が
真
剣
に
考
究
さ
れ
、
招
来
す
る
に
し
て
も
、

東
部
の
局
限
さ
れ
た
地
方
に
、
そ
れ
も
総
督
府
の
官
営
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

で
な
け
れ
ば
、
経
営
不
可
能
で
あ
ろ
う
、
と
い
ふ
悲
観
的
な
意
見
が
多
か
っ

た
」
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
「
唯
一
の
頼
り
に
し
た
会
社
が
こ
の
弱
体

な
の
だ
か
ら
、
移
民
た
ち
が
如
何
に
苦
難
の
路
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
」
な
ど
と
分
析
し
て
い
る
。
だ
が
、
『
南
方
移
民

村
』
で
は
、
熱
帯
地
・
台
湾
に
お
け
る
日
本
移
民
社
会
の
現
実
、
移
民
の
悪

戦
苦
闘
の
様
子
に
つ
い
て
の
説
明
に
比
し
て
、
濱
田
は
、
利
益
農
業
の
問
題
、

製
糖
会
社
の
経
営
環
境
な
ど
を
極
端
に
少
な
く
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
現
実

の
問
題
と
し
て
総
督
府
の
内
地
農
民
移
植
政
策
と
、
製
糖
会
社
の
移
民
政
策

と
の
制
度
組
織
の
欠
陥
を
論
じ
て
お
ら
ず
、
濱
田
は
、
風
土
病
や
、
風
水
害
、

病
虫
害
、
野
猪
の
害
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
台
湾
の
自

然
災
害
だ
け
が
日
本
移
民
の
苦
難
の
種
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ

る
。
移
民
事
業
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
、
『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
の
矢
内

原
忠
雄
は
、
「
台
湾
殊
に
東
部
台
湾
に
於
け
る
製
糖
会
社
対
薦
作
農
民
関
係

の
本
質
が
寧
ろ
農
業
労
働
者
雇
傭
関
係
に
近
く
、
甘
薦
買
収
価
格
は
往
々
農

民
の
生
計
を
維
持
す
る
に
困
難
な
る
ほ
ど
に
低
く
定
め
ら
る
上
こ
と
を
知
り
、

一
方
移
住
者
が
衛
生
設
備
の
欠
陥
に
よ
り
風
士
病
に
悩
み
、
（
中
略
）
台
東

製
糖
会
社
の
如
き
も
移
民
に
対
し
甘
蕪
耕
作
を
強
制
し
、
水
利
を
考
慮
に
置

か
ず
、
農
家
自
家
消
費
食
糧
は
総
て
会
社
購
買
部
を
通
じ
て
甘
藤
代
金
を
以

て
購
入
生
活
せ
し
め
、
専
ら
甘
薦
本
位
に
農
家
経
営
を
制
限
せ
し
め
た
る
為
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『
南
方
移
民
村
』
は
政
治
に
歪
め
ら
れ
た
移
民
政
策
を
批
判
し
よ
う
と
も

せ
ず
、
そ
の
う
え
国
策
に
迎
合
し
た
と
い
う
面
も
あ
る
。

一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
一
月
、
濱
田
は
、
「
二
千
六
百
一
年
の
春

台
湾
文
芸
の
新
体
制
に
寄
せ
て
」
（
『
台
湾
日
日
新
報
』
）
と
題
す
る
文
章
で
、

「
政
治
に
文
化
性
を
持
た
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
は
れ
る
反
面
、
文
化
に
は
政

治
性
を
、
と
の
要
求
が
あ
る
、
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
台
湾
文
芸
運
動
の
政
治

的
意
義
に
つ
い
て
、
当
然
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
意
義
を

認
識
し
て
、
作
品
行
動
の
上
に
ま
で
実
践
す
る
の
は
、
か
な
り
の
困
難
が
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
内
地
の
農
民
が
こ
の
土
地
に
根

を
は
や
す
の
が
本
当
に
台
湾
を
領
有
す
る
こ
と
だ
と
思
ふ
ん
で
す
」
（
傍
線

は
筆
者
、
以
下
同
様
）
、
「
日
本
の
農
を
こ
こ
ま
で
持
ち
込
む
、
そ
れ
が
国
威

の
発
展
と
も
い
ふ
べ
き
だ
」
な
ど
の
政
治
的
な
意
味
が
あ
る
表
現
を
、
濱
田

が
『
南
方
移
民
村
』
と
い
う
作
品
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
一
八
九
八
（
明
治
三
十
二
年
に
児
玉
源
太
郎
が
台
湾
総
督
に
就
任
し

て
以
来
、
経
済
開
発
は
植
民
地
政
策
の
重
要
な
部
分
を
な
し
て
お
り
、
も
っ

と
も
特
徴
的
な
の
は
産
糖
政
策
で
あ
り
、
総
督
府
は
糖
業
の
発
展
に
力
を
注

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

め
移
住
者
の
家
計
は
窮
乏
の
上
に
負
債
を
積
み
、
遂
に
退
所
離
散
す
る
に
至

（
、
）

っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
濱
田
は
、
会
社
の
経
営
方
針
や
移
民
計
画
・

政
策
な
ど
の
問
題
を
更
に
深
く
探
究
せ
ず
、
風
土
病
や
風
水
害
と
の
闘
い
に

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
悪
条
件
下
の
移
民
の
姿
を
と
ら
え
、
そ
の
精
神

力
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
だ
け
に
、
何
だ
か
物
足
り
な
い
点
が
残
る
の
で
あ
る
。

二
、
『
南
方
移
民
村
』
と
国
策
の
影

い
だ
。
そ
れ
に
伴
っ
て
日
本
の
農
民
が
台
湾
に
移
住
し
た
。
ま
た
、
総
督
府

は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
私
営
移
民
奨
励
規
則
を
定
め
、
一
九
一
七

（
大
正
六
）
年
度
乃
至
一
九
二
○
（
大
正
九
）
年
度
十
五
万
一
千
円
を
台
東

（
、
）

製
糖
会
社
に
補
助
し
た
。
「
総
督
府
は
内
地
農
民
移
植
の
必
要
を
ぱ
本
島
統

治
上
、
熱
帯
地
へ
向
か
っ
て
の
民
族
的
発
展
上
、
内
地
人
口
過
剰
の
調
節
上
、

（
吃
）

及
び
国
防
並
び
に
同
化
上
の
四
点
よ
り
説
明
し
た
」
。
し
か
し
、
日
本
農
民

移
植
政
策
の
意
義
に
つ
い
て
、
矢
内
原
忠
雄
は
、
「
こ
上
に
於
て
か
純
然
た

る
資
本
家
的
植
民
政
策
は
原
住
者
の
民
族
的
自
覚
に
よ
り
て
脅
威
を
受
く
る

が
故
に
、
こ
れ
に
移
住
的
植
民
政
策
を
加
味
し
て
日
本
人
の
民
族
的
勢
力
を

植
ゑ
付
け
、
以
て
消
極
的
に
本
島
人
の
民
族
自
立
の
憂
を
防
ぐ
の
手
段
と
為

し
、
（
中
略
）
要
す
る
に
移
民
の
政
治
的
意
義
を
最
も
重
要
視
し
た
の
で
あ

（
週
）

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
農
民
移
植
政
策
と
植
民
地

統
治
政
策
と
の
絆
の
深
さ
が
分
か
る
。
移
民
政
策
の
特
殊
性
は
政
治
的
な
意

義
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
『
南
方
移
民
村
』
は
、
総
督
府
の
甘
蕪
農
業
移
民

政
策
な
ど
の
政
治
的
背
景
、
移
民
の
悲
劇
の
種
に
な
っ
た
政
治
的
要
因
に
つ

い
て
全
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
先
に
挙
げ
た
引
用
ｌ
「
：
．
台
湾
を
領
有
す

る
…
」
「
…
国
威
の
発
展
…
」
ｌ
の
文
字
通
り
に
、
や
は
り
、
植
民
地
へ

耕
地
を
持
た
ぬ
貧
農
を
送
り
込
も
う
と
い
う
〈
国
策
〉
に
流
さ
れ
た
と
こ
ろ

も
あ
る
。

『
南
方
移
民
村
』
の
第
三
章
の
前
半
ま
で
読
ん
で
み
る
と
、
移
民
村
の
社

会
は
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
濱
田
は
「
移
民
村
を
、
高
山
族
や

（
Ｍ
）

台
湾
人
集
落
と
没
交
渉
な
位
置
に
す
え
」
た
の
み
な
ら
ず
、
移
民
村
と
時
代

を
切
り
離
し
て
書
い
て
き
た
。
だ
が
、
第
三
章
の
後
半
に
き
て
、
濱
田
が
移

二
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民
村
を
と
ら
え
る
視
点
は
時
代
の
息
吹
の
上
に
も
及
ん
で
い
る
。
「
満
洲
事

変
」
「
青
年
訓
練
所
」
「
突
撃
精
神
」
な
ど
、
時
局
に
関
わ
る
言
葉
ば
か
り
が

目
に
付
く
。
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

●
昭
和
五
年
六
年
は
、
ま
た
た
く
間
に
過
ぎ
た
。
満
洲
事
変
と
い
ふ
大

き
な
国
家
的
進
展
も
、
郷
里
か
ら
の
消
息
で
、
誰
の
息
子
が
戦
死
し

た
さ
う
な
と
聞
け
ば
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
、
杳
か
に
遠
い
も

の
の
や
う
で
あ
っ
た
。

●
兵
隊
と
い
ふ
と
、
こ
の
暮
に
は
弥
太
郎
も
市
治
も
ゆ
く
ん
だ
ね
。

●
嘉
久
治
の
入
営

●
弥
太
郎
、
市
治
の
除
隊
帰
郷

●
今
年
は
間
も
な
く
満
州
国
が
建
国
さ
れ
る
と
い
ひ
ま
す
し
、
村
も
何

と
か
目
鼻
が
つ
い
て
、
結
構
な
お
正
月
で
す
な
あ
。

●
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
全
国
的
に
青
年
訓
練
所
設
置
の
趨
勢
が
起

り
、
こ
の
村
に
も
是
非
作
る
や
う
に
と
の
庁
か
ら
の
指
令
が
あ
っ
た
。

●
在
郷
軍
人
の
突
撃
精
神

●
帰
り
途
に
は
、
「
万
朶
の
桜
か
、
襟
の
色
．
：
。
」
と
軍
歌
を
歌
ひ
、

●
夜
小
学
校
の
校
庭
で
は
新
し
く
買
っ
た
防
具
を
つ
け
た
若
い
も
の
が
、

嘉
久
治
た
ち
の
「
前
、
前
、
後
、
前
、
前
、
突
け
え
・
」
と
い
ふ
号

令
で
、
や
あ
つ
、
と
い
さ
ま
し
く
木
銃
を
突
き
出
し
て
ゐ
た
。

満
州
事
変
勃
発
後
の
村
の
状
況
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
戦
争
の
影
響
が
移
民

村
に
も
押
し
寄
せ
て
来
た
こ
と
は
、
こ
の
章
か
ら
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
移

民
村
も
出
征
兵
士
が
出
て
き
た
た
め
に
農
業
労
働
力
の
不
足
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
断
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
出
征
に
よ
る
労
力
不
足
に
つ
い
て
の
記
述
は

あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
青
年
訓
練
所
を
め
ぐ
る
こ
と
、
特

に
訓
練
所
の
教
練
と
い
う
こ
と
を
、
濱
田
は
積
極
的
に
描
い
た
。
労
力
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
軍
事
訓
練
の
方
に
濱
田
は
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
時
局
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
三
月
、
満
州
国
が

建
国
を
宣
言
し
、
日
本
で
は
同
年
九
月
か
ら
在
郷
軍
人
の
募
集
が
開
始
さ
れ
、

在
郷
軍
人
に
よ
る
武
装
農
民
は
北
満
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九

三
三
（
昭
和
八
）
年
三
月
、
日
本
は
国
際
連
盟
に
脱
退
を
通
告
し
て
国
際
的

に
孤
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
き
な
事
件
の
起
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
一
九

三
二
年
か
ら
、
つ
く
ら
れ
た
「
爆
弾
三
勇
士
」
と
い
う
軍
国
美
談
が
日
本
の

み
な
ら
ず
台
湾
で
も
広
ま
っ
て
お
り
、
「
軍
人
精
神
」
が
よ
り
宣
揚
さ
れ
た

時
代
で
も
あ
っ
た
。
第
三
章
の
後
半
か
ら
、
濱
田
は
、
物
語
に
こ
の
よ
う
な

時
代
の
息
吹
を
加
味
す
る
上
に
、
村
人
の
日
常
生
活
を
在
郷
軍
人
の
突
撃
精

神
と
結
び
付
け
、
〈
非
常
時
〉
の
移
民
村
を
描
い
て
い
る
。
自
然
災
害
と
闘
っ

た
生
活
か
ら
戦
争
の
影
に
覆
わ
れ
た
生
活
へ
と
、
濱
田
は
、
「
隣
保
共
助
の

精
神
」
や
「
不
屈
な
精
神
」
を
称
揚
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
の
た
め
に
力
を

尽
く
し
た
い
日
本
人
移
民
た
ち
の
姿
を
も
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

小
説
の
終
章
に
お
い
て
も
、
濱
田
は
時
代
に
対
応
し
て
物
語
を
展
開
す
る
。

し
か
し
、
『
南
方
移
民
村
』
の
広
告
コ
ピ
ー
で
は
、
「
筋
の
破
綻
と
し
て
は

（
脂
）

『
終
章
』
の
部
分
の
安
易
な
解
決
以
外
に
は
な
い
や
う
で
あ
る
」
と
書
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
濱
田
は
、
政
治
情
勢
の
波
に
押
さ
れ
た
た
め
か
、
安
易
に

小
説
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
『
南
方
移

民
村
』
に
つ
い
て
」
の
菅
原
庸
真
は
、
「
終
章
に
き
て
作
者
は
大
東
亜
戦
争

二
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マ
マ

の
勃
発
に
遭
っ
て
、
こ
の
作
品
の
結
着
に
相
当
苦
悶
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
作
中
人
物
の
幾
人
か
を
支
那
事
変
に
出
征
さ
せ
戦

死
さ
せ
、
帰
還
さ
せ
た
。
そ
こ
へ
大
東
亜
戦
争
を
も
っ
て
、
鹿
田
村
の
悪
条

件
と
闘
ふ
の
を
や
め
て
遠
く
南
方
へ
新
移
住
地
を
求
め
さ
せ
て
作
品
を
終
わ

っ
て
ゐ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
「
私
は
こ
れ
に
対
し
て
、
作
者
の

文
学
者
と
し
て
の
時
局
に
対
処
す
る
心
構
へ
を
判
然
と
さ
せ
た
こ
と
は
い
い

と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
万
が
一
作
者
が
安
易
に
俗
気
を
出
し
た
と
見
ら
れ

る
こ
と
を
非
常
に
心
配
し
て
ゐ
る
。
私
は
最
初
か
ら
折
角
感
じ
て
き
た
切
迫

（
略
）

感
を
そ
の
こ
と
に
よ
り
裏
切
ら
れ
た
感
じ
で
残
念
で
な
ら
な
か
っ
た
」
と
、

述
べ
て
い
る
。
濱
田
は
、
一
九
四
○
（
昭
和
十
五
）
年
、
「
公
園
の
図
」
と

題
す
る
小
説
を
書
き
改
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
掲
載
に
至
ら
な
い
前
に
国

民
生
活
の
体
制
が
す
っ
か
り
変
っ
て
後
半
の
部
分
が
あ
ま
り
に
も
情
勢
に
そ

（
Ⅳ
）

ぐ
は
ず
と
て
も
発
表
出
来
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
四
○
年
か
ら
の
段
階
に
限
っ
て
言
え
ば
、
濱
田
は

確
か
に
政
治
情
勢
に
対
処
し
て
小
説
を
書
く
心
構
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
作
者
が
安
易
に
俗
気
を
出
し
た
」
と
い
わ
れ
て
も
、

そ
れ
は
、
時
代
の
制
約
の
下
で
不
可
避
的
な
欠
陥
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
と

受
け
止
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

終
章
は
戦
時
色
が
濃
い
。
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
七
月
の
日
中
戦
争

を
契
機
と
し
て
、
軍
需
産
業
に
大
き
く
偏
掎
し
た
台
湾
の
工
業
化
が
積
極
的

に
促
進
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
工
場
に
投
じ
た
農
村
の
人
達
が
増
え
て
き
た
。

出
征
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
工
業
化
は
鹿
田
村
に
も
波
紋
を
投
げ
か

け
た
よ
う
で
あ
る
。
『
南
方
移
民
村
』
で
は
、
「
嫁
の
来
手
が
な
く
な
っ
た
鹿

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

田
で
も
、
見
限
り
を
つ
け
て
工
場
に
投
ず
る
も
の
が
一
軒
二
軒
と
つ
づ
い
て
、

も
う
五
家
族
が
出
て
行
っ
て
ゐ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
、
戦
争
及
び
工
業
化
は

移
民
村
の
人
び
と
に
と
っ
て
犠
牲
か
負
担
か
、
と
に
か
く
、
「
働
き
ざ
か
り

の
中
堅
層
が
村
を
離
れ
て
戦
ひ
の
第
一
線
に
立
」
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

移
民
村
で
は
、
「
出
征
家
族
に
心
配
さ
せ
ね
え
や
う
に
と
、
み
ん
な
気
い
合

せ
て
仕
事
は
手
伝
ふ
し
、
小
学
校
で
も
忙
し
い
時
あ
勉
強
や
め
て
ま
で
奉
仕

作
業
し
て
呉
れ
て
っ
か
ら
、
ど
の
家
で
も
畑
減
ら
し
た
り
は
し
れ
え
で
ゐ
る

が
せ
め
て
も
の
こ
っ
た
ど
も
、
不
作
は
つ
づ
く
、
何
つ
っ
て
も
手
不
足
は
崇

っ
て
な
あ
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
争
中
の
村
人
の
生
活
上
の
苦
し
み

や
、
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
生
き
て
い
た
移
民
た
ち
を
濱
田
は
描
い
た
。
一
九

四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
八
日
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
防
衛
団
は

移
民
村
に
も
原
住
民
集
落
に
も
台
湾
人
集
落
に
も
組
織
さ
れ
て
い
た
。
戦
争

中
の
移
民
村
の
あ
り
さ
ま
を
書
き
な
が
ら
、
濱
田
は
、
軍
の
敢
闘
や
国
家
の

敢
行
を
伝
え
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
『
南
方
移
民
村
』
で
は
、
「
日
の
丸
の
旗
は
ど

こ
ま
で
進
む
の
か
。
弥
太
郎
は
計
り
知
れ
ぬ
進
行
の
鋭
さ
と
激
し
さ
と
に
驚

嘆
し
た
。
し
か
も
自
分
の
や
う
な
在
郷
軍
人
は
、
待
つ
二
度
目
の
お
召
を
ま

だ
受
け
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
は
、
こ
の
大
戦
争
を
敢
行
し
た
国
家
の
力

が
ひ
し
ひ
し
と
身
に
迫
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
結
局
、
濱

田
は
文
学
に
は
政
治
性
を
持
た
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
遂
行
し
た
。

時
局
を
反
映
す
る
ほ
か
に
、
濱
田
は
国
策
に
協
力
的
な
姿
勢
を
も
示
す
か
、

終
章
に
日
本
の
〈
南
進
国
策
〉
の
影
も
落
と
し
て
い
る
。
「
折
角
台
湾
さ
渡

っ
て
き
て
、
親
爺
の
代
の
苦
労
は
ま
ん
だ
当
り
前
だ
と
し
て
も
、
子
供
ど
も

の
代
ま
で
引
き
つ
づ
い
て
は
な
あ
、
そ
れ
で
は
子
供
に
済
ま
ね
え
」
、
な
ど

二
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と
い
っ
た
嘉
兵
爺
の
弥
太
郎
へ
の
説
教
を
通
し
て
、
終
章
で
は
、
〈
移
住
が

村
を
救
う
道
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
濱

田
は
、
〈
移
民
村
の
さ
ら
に
南
方
へ
の
移
住
〉
を
こ
の
長
編
の
結
末
と
し
た
。

し
か
し
、
弥
太
郎
の
思
い
付
き
で
あ
る
が
、
「
大
詔
を
奉
載
し
た
戦
時
議
会

で
蘭
明
さ
れ
た
大
東
亜
共
栄
圏
の
構
想
は
、
具
体
的
に
日
本
帝
国
の
、
国
民

の
進
路
を
明
ら
か
に
し
た
。
何
と
広
大
な
海
と
陸
と
山
と
を
そ
れ
は
持
っ
て

ゐ
た
こ
と
か
、
何
と
豊
富
な
各
種
資
源
を
そ
れ
は
包
蔵
し
て
ゐ
た
か
。
そ
し

て
何
と
多
く
の
指
導
す
べ
き
東
亜
の
民
族
を
抱
擁
し
て
ゐ
た
こ
と
か
。
し
か

も
そ
こ
に
は
組
織
的
な
、
計
画
的
な
、
日
本
民
族
の
進
出
が
、
慎
重
を
極
め

て
着
着
と
無
理
な
く
準
備
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
、
濱
田
は
書
い
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
南
方
へ
の
移
住
〉
は
、
単
に
〈
村
（
子
供
）
を
救
う
た

め
〉
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
尾
崎
秀
樹
は
、
「
嘉
兵
爺
に

移
住
案
を
打
ち
あ
け
ら
れ
た
青
年
は
、
こ
れ
ま
で
の
苦
難
に
満
ち
た
体
験

ｌ
暑
さ
に
耐
え
る
肉
体
と
、
甘
薦
農
業
の
技
術
を
、
南
方
の
占
領
地
域
の

『
ア
ジ
ア
新
建
設
』
に
役
立
て
る
こ
と
を
思
い
付
く
。
こ
の
結
末
は
い
か
に

（
肥
）

も
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
ま
ず
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
当
時
の
政
治
情
勢
に

目
を
向
け
る
と
、
小
林
贋
造
が
一
九
三
六
（
昭
和
十
二
年
九
月
に
台
湾
総

督
に
就
任
し
て
以
来
、
皇
民
化
、
台
湾
産
業
の
工
業
化
と
と
も
に
、
台
湾
を

南
進
（
東
南
ア
ジ
ア
進
出
）
基
地
と
す
る
こ
と
を
台
湾
統
治
の
基
本
政
策
と

し
て
鼓
吹
し
た
。
同
年
十
一
月
、
南
進
の
準
備
と
し
て
勅
令
に
よ
り
「
台
湾

拓
殖
株
式
会
社
」
が
設
立
さ
れ
た
。
日
本
で
も
一
九
四
○
（
昭
和
十
五
）
年

七
月
に
武
力
行
使
を
含
む
南
進
政
策
が
決
定
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
十
二
月

に
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
て
、
日
本
で
は
〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
実
現
の
気
運

医
師
で
あ
っ
た
珪
介
は
、
鹿
田
村
に
移
住
す
る
前
、
「
内
地
人
と
い
っ
て

は
役
所
や
公
学
校
や
小
さ
い
製
糖
会
社
の
工
場
員
だ
け
で
、
本
島
人
が
大
多

数
の
」
町
に
住
ん
で
い
た
。
マ
ラ
リ
ヤ
の
「
注
射
薬
を
造
り
上
げ
る
の
に
成

功
し
た
」
。
「
名
医
の
評
判
が
広
が
っ
た
」
。
し
か
し
、
台
湾
人
医
者
た
ち
か

ら
、
悪
声
を
放
た
れ
た
り
、
悪
口
を
叩
か
れ
た
り
し
た
が
故
に
、
移
民
村

（
大
正
四
年
）
が
で
き
た
六
年
後
、
珪
介
は
町
を
離
れ
て
村
の
公
医
と
し
て

鹿
田
に
転
居
さ
せ
ら
れ
た
。
と
い
う
よ
う
に
、
『
南
方
移
民
村
』
の
序
章
に

お
い
て
は
、
濱
田
は
、
〈
台
湾
人
医
者
か
ら
の
中
傷
や
排
斥
〉
を
珪
介
が
移

民
村
へ
行
く
直
接
の
原
因
と
し
、
〈
日
本
人
が
少
な
い
町
で
の
台
湾
人
医
者

の
日
本
人
医
者
へ
の
排
斥
〉
と
い
う
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
描
い
た
の
で
あ
る
。

事
実
か
作
り
話
か
は
別
と
し
て
、
濱
田
は
役
人
や
会
社
員
で
な
い
日
本
人
の

植
民
地
で
の
生
活
の
難
し
さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
、
筆
者
は

そ
う
考
え
る
。
だ
が
、
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
は
、
〈
内
台
人
融
和
・

親
和
〉
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
『
南
方
移
民
村
』
の
よ

う
に
、
支
配
層
が
被
支
配
層
に
排
斥
さ
れ
た
こ
と
を
描
い
て
は
両
民
族
間
に

隙
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
配
慮
は
、
濱
田

（
四
）

が
高
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
小
説
の
「
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
ま
ず
い
」
結

末
、
つ
ま
り
、
〈
移
民
村
の
南
進
論
〉
は
濱
田
の
文
学
者
と
し
て
の
時
代
感

覚
ひ
い
て
は
帝
国
の
「
国
力
建
設
」
へ
の
使
命
感
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
濱
田
が
移
民
村
の
運
命
を
帝
国
の
「
南
方
圏
建
設
工
作
」

の
渦
中
に
巻
き
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
や
行
き
過
ぎ
た
感
が
あ
る
。

三
、
『
南
方
移
民
村
」
に
描
か
れ
た
台
湾
人

○



に
行
き
届
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
台
湾
人
の
総
督

府
体
制
及
び
日
本
人
軍
人
・
役
人
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
日
本
人
医
者
へ

の
排
斥
そ
の
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

一
方
、
『
南
方
移
民
村
』
に
は
、
「
銃
器
引
上
げ
こ
そ
は
当
時
の
理
蕃
の
最

大
根
本
事
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
事
業
で
あ
る
。
今
で
こ
そ
彼
ら
は
名
も
高

砂
族
と
改
め
ら
れ
、
山
奥
か
ら
平
地
に
移
住
し
て
、
‐
山
野
一
郎
、
浦
井
太
郎

な
ど
と
日
本
式
に
改
姓
名
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ー
キ
色
の
青
年
団
服
を

ま
と
ひ
畳
を
敷
い
た
改
良
家
屋
に
、
志
願
兵
と
な
る
こ
と
を
憧
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
頃
は
ま
だ
強
い
野
性
を
棄
て
ず
、
山
中
に
獣
を
追
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う

挿
話
が
あ
っ
た
り
、
原
住
民
集
落
の
改
良
家
屋
の
周
囲
に
は
、
「
蜜
柑
や
梹

榔
が
程
よ
く
植
ゑ
ら
れ
て
、
（
中
略
）
改
良
豚
舎
に
（
中
略
）
豚
が
ま
る
ま

る
と
肥
っ
て
、
（
中
略
）
そ
の
傍
に
内
地
の
田
舎
に
も
な
い
や
う
な
便
所
が

小
ぢ
ん
ま
り
と
立
っ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
そ
の
上
一
軒
毎
に
家
庭
防
空
壕
は

掘
っ
て
あ
っ
た
し
、
部
落
の
中
に
は
石
油
発
動
機
を
備
へ
た
精
米
工
場
も
一

棟
新
築
し
て
あ
っ
た
」
と
い
う
挿
話
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
濱
田
は
総
督
府
の

「
理
蕃
ハ
蕃
人
ヲ
強
化
シ
ソ
ノ
生
活
ノ
安
定
ヲ
図
リ
一
視
同
仁
ノ
聖
徳
二
浴

（
鋤
）

セ
シ
ム
ル
ヲ
目
的
ト
ス
」
と
い
う
理
蕃
政
策
の
奏
功
を
裏
書
す
る
と
同
時
に
、

原
住
民
集
落
が
移
民
村
と
対
照
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
移
民
村
の

貧
し
さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
西
部
の
台

湾
人
農
民
に
つ
い
て
、
「
本
島
人
の
百
姓
は
し
あ
は
せ
だ
な
や
」
と
ま
で
書

い
て
い
る
。
濱
田
は
、
水
田
の
所
有
や
、
鳶
作
の
進
歩
、
嘉
南
大
川
の
水
利

工
事
を
理
由
と
し
て
、
西
部
の
台
湾
人
農
民
が
東
部
の
移
民
村
の
日
本
人
農

民
よ
り
良
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
濱
田
は
、
「
技
師
八
田
氏
に
つ
い
て

濱
田
隼
雄
『
南
方
移
民
村
』
論

関
山
郡
鹿
野
村
（
鹿
田
村
）
は
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
、
台
東
製
糖

が
明
糖
に
合
併
さ
れ
る
と
と
も
に
、
台
東
郡
旭
村
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
濱
田
の
〈
移
民
村
南
進
論
〉
の
願
望
を
裏
切
っ
た
。
な
お
、
戦
後
ま
も

な
い
頃
の
、
濱
田
の
小
説
「
木
刻
画
」
の
中
で
、
中
国
人
の
木
刻
画
家
・
黄

栄
燦
の
、
「
君
は
最
初
の
小
説
で
は
台
湾
の
内
地
人
の
生
活
に
対
し
て
批
判

的
で
あ
り
否
定
的
で
あ
り
、
正
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
を
と
っ
た
の
に
、

次
第
に
反
動
化
し
て
戦
争
に
協
力
し
た
、
と
聞
く
が
、
そ
れ
を
自
分
が
認
め

る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な
理
由
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

一
一
一
一

の
覚
書
」
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
（
『
南
方
移
民
村
』
を
）
か
き
つ
壁
け
な

が
ら
、
私
は
更
に
、
従
来
農
民
搾
取
の
機
関
と
し
て
し
か
か
ん
が
へ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
の
島
の
糖
業
資
本
が
、
島
民
へ
の
文
化
を
注
入
し
た
面
に
つ
い
て

す
っ
か
り
わ
す
れ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
お
も
ひ
、
そ
れ
か
ら
十
五
万
甲
歩
に

わ
た
る
灌
概
を
完
成
し
、
独
特
の
三
年
輪
作
制
を
敢
行
し
た
嘉
南
大
別
の
、

建
設
の
当
初
は
土
地
収
容
や
水
租
の
問
題
で
農
民
の
反
感
を
か
ひ
な
が
ら
、

今
に
し
て
は
そ
の
あ
た
へ
た
福
祉
の
歴
然
と
大
き
い
こ
と
に
お
も
ひ
い
た
り
、

こ
の
や
う
な
大
き
な
建
設
の
美
し
さ
を
、
ひ
き
つ
堂
い
て
書
く
こ
と
が
で
き

る
ぞ
と
、
ひ
そ
か
に
ほ
上
え
ん
で
ゐ
た
」
。
濱
田
が
台
湾
人
農
民
を
描
く
視

点
は
、
こ
の
記
述
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
濱
田
の
視
点
は
日
本

の
台
湾
で
の
農
業
振
興
の
成
果
だ
け
に
止
ま
っ
て
い
る
。
農
民
の
犠
牲
、
た

と
え
ば
、
植
民
地
政
策
を
背
景
に
し
た
製
糖
会
社
の
台
湾
人
鳶
農
へ
の
搾
取

を
、
濱
田
は
問
題
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に



濱
田
は
、
「
戦
争
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
、
己
の
世
界
観
を
曲
げ
た
の
は
私
で

あ
っ
た
」
「
恥
し
く
思
う
。
戦
争
に
捕
え
ら
れ
て
作
家
精
神
を
失
っ
た
一
人

（
幻
）

で
あ
っ
た
」
と
、
反
省
を
表
明
し
た
。

『
南
方
移
民
村
』
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
人
移
民
た
ち
の
開
拓
精
神
の
描

写
、
奉
仕
精
神
の
強
調
、
国
策
の
迎
合
、
東
北
方
言
の
使
用
、
と
い
う
四
点

を
指
摘
し
た
い
。
ま
た
、
「
作
者
三
十
二
歳
、
太
平
洋
戦
争
突
入
の
不
幸
な

時
期
に
書
か
れ
た
こ
の
大
作
は
、
結
末
の
部
分
に
お
い
て
時
局
迎
合
の
色
を

（
錘
）

帯
び
る
と
い
う
キ
ズ
を
残
し
」
た
。
濱
田
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て

『
南
方
移
民
村
』
を
書
い
た
が
、
国
策
を
反
映
し
て
移
民
た
ち
の
生
き
方
を

書
き
損
ね
て
い
る
。
『
南
方
移
民
村
』
は
、
日
本
人
鳶
農
の
移
民
地
で
の

〈
建
設
的
努
力
〉
、
登
場
人
物
の
〈
奉
仕
精
神
・
滅
私
奉
公
精
神
〉
、
戦
時

下
で
の
〈
祖
国
へ
の
愛
・
執
着
〉
を
表
現
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
前
向
き
な

〈
建
設
的
な
〉
性
格
を
持
つ
文
学
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
〈
努
力
〉
〈
精
神
〉
〈
愛
〉
は
、
日
本
に
よ
る
台
湾
統
治

を
積
極
的
に
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
が
そ
れ
を
後
押
し
す
る
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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