
足
か
け
五
か
月
に
わ
た
る
一
蘭
印
」
旅
行
か
ら
帰
っ
た
高
見
順
が
、
「
文

化
の
僅
さ
」
（
初
出
、
『
都
新
聞
』
、
一
九
四
一
・
五
・
二
七
～
二
九
。
原
題

は
、
「
蘭
印
か
ら
帰
っ
て
」
）
に
始
ま
る
〈
文
学
非
力
説
〉
に
関
わ
る
評
論
を

公
に
し
た
時
期
は
、
日
本
が
、
い
ま
か
ら
振
り
返
れ
ば
無
謀
、
暴
挙
と
し
か

言
え
な
い
戦
争
へ
と
踏
み
出
す
半
年
ほ
ど
前
で
あ
る
。

第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
が
発
足
し
た
一
九
四
○
年
八
月
に
、
「
内
外
の
新

情
勢
に
対
応
す
る
た
め
」
の
「
基
本
国
策
要
綱
」
が
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
こ

に
は
「
皇
国
の
国
是
は
八
紘
を
一
宇
と
す
る
肇
国
の
大
精
神
」
と
か
、
「
大

東
亜
の
新
秩
序
」
と
い
っ
た
明
ら
か
に
領
土
の
拡
大
と
侵
略
の
意
思
を
含
ん

だ
方
針
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
内
閣
の
外
務
大
臣
に
就
い
た
松
岡
洋

右
が
、
外
相
就
任
直
後
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
基
本
国
策
要
綱
」
を
受

け
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
そ
の
意
思
を
国
民
に
ア
シ

ビ
ー
ル
す
る
形
を
と
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
後
の
わ
が
国
の
新
た
な
戦
争
の
開
始
へ
と
進
ん
で
い
く
過
程
は
、
猪

突
猛
進
と
形
容
す
る
の
が
ぴ
っ
た
り
と
思
え
る
よ
う
な
あ
わ
た
だ
し
さ
と
暴

虐
さ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
前
年
の
二
つ
の
項
目
も
含
め
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋

北
原
武
夫
の
「
ジ
ャ
ワ
徴
用
」
体
験

ｌ
薔
薇
を
描
く
こ
と
Ｉ

北
原
武
夫
の
「
ジ
ャ
ワ
徴
用
」
体
験

戦
争
が
は
じ
め
ら
れ
る
ま
で
の
準
備
と
み
な
せ
る
事
項
を
列
記
し
て
み
よ

』
「
ノ
。

（
１
）
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
、
武
力
行
使
を
含
む
南
進
政
策
を
決
定
（
一

九
四
○
・
七
・
二
七
）

（
２
）
日
蘭
会
商
（
第
二
次
）
開
始
（
同
．
九
・
一
三
～
四
一
・
六
・
一

七
）

（
３
）
北
部
仏
印
へ
武
力
進
出
（
四
一
・
九
・
二
三
）

（
４
）
日
独
伊
三
国
同
盟
調
印
（
同
．
九
・
二
七
）

（
５
）
日
ソ
中
立
条
約
調
印
（
同
．
四
・
一
三
）

（
６
）
「
帝
国
国
策
遂
行
要
領
」
を
決
定
（
同
．
九
・
六
）

（
７
）
「
御
前
会
議
」
に
て
、
対
米
英
蘭
開
戦
を
決
定
（
同
．
一
二
・
二

（
８
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
、
開
戦
（
同
．
一
二
・
八
）

「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
語
が
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
う
ち
あ
げ
ら
れ
て
か
ら

一
年
数
か
月
し
か
、
こ
の
間
、
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
驚
か

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
へ
の
布
石
的
な
役

割
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
も
す
る
。

木

村

一

信

四
五



こ
う
し
た
情
勢
の
ま
つ
只
中
に
、
高
見
の
〈
文
学
非
力
説
〉
の
言
説
は
登

場
し
て
く
る
。
「
ジ
ャ
ワ
」
へ
行
き
、
自
分
の
期
待
し
て
い
た
「
南
洋
一
は

そ
こ
に
は
な
く
、
失
望
を
も
っ
て
帰
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
根
本
は
、
そ
こ
に
は
文
化
が
無
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
「
生
活
の
な
か

に
生
き
て
ゐ
る
文
化
の
生
命
が
私
た
ち
の
生
命
と
触
れ
合
っ
て
生
ず
る
何
か

生
命
的
な
も
の
、
そ
れ
を
そ
の
土
地
は
全
く
鉄
い
て
ゐ
た
」
（
「
文
化
の
僅
さ
」
）

と
言
う
。
果
し
て
、
高
見
が
滞
在
し
た
ジ
ャ
ワ
や
バ
リ
島
に
文
化
が
無
か
っ

た
の
か
ど
う
か
、
一
概
に
高
見
の
言
葉
に
は
従
え
な
い
が
、
「
私
は
、
文
化

を
守
る
た
め
に
は
文
化
の
土
台
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
今
更
な
が
ら
心
に

誓
ふ
こ
と
を
得
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
植
民
地
の
現
実
を
見
聞
し
て

き
た
高
見
の
実
感
で
あ
っ
た
か
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
従
事
し

て
い
る
文
学
が
、
文
化
の
土
台
を
守
る
そ
の
力
に
お
い
て
、
非
力
な
傍
い
も

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
い
う
、
そ
の
感
覚
も
首
肯
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
武
力
進
出
」
を
前
面
に
押
し
立
て
た
当

時
の
日
本
の
状
況
を
反
映
す
る
文
化
・
思
想
・
文
学
界
は
、
し
ば
ら
く
そ
の

場
を
離
れ
て
い
た
高
見
に
と
っ
て
は
異
に
映
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
帰
っ
て
か

ら
、
留
守
中
溜
っ
た
山
の
や
う
な
雑
誌
を
、
ま
だ
よ
く
落
ち
着
い
て
な
い
気

持
で
パ
ラ
パ
ラ
め
く
る
と
、
な
ん
だ
か
ひ
ど
く
景
気
の
い
い
文
学
論
の
拾
頭

が
感
じ
ら
れ
」
、
「
や
や
誇
張
す
る
な
ら
、
文
学
が
大
砲
や
飛
行
機
と
堂
々
と

肩
を
な
ら
べ
ら
れ
る
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
で
も
ゐ
る
か
の
や
う
な
、
強
気
の
、

ま
あ
そ
ん
な
気
焔
が
感
じ
ら
れ
」
た
と
い
う
。
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
主
張

す
る
。

．
：
．
文
学
を
さ
う
景
気
よ
く
扱
ふ
の
に
は
私
は
目
下
の
と
こ
ろ
賛
成

で
き
な
い
気
持
で
あ
る
。
文
学
は
や
は
り
非
力
な
も
の
だ
と
す
る
卑
屈

で
な
く
謙
遜
な
、
逃
避
で
な
く
素
朴
な
文
学
者
の
心
に
与
し
た
い
。

こ
う
し
た
高
見
の
意
見
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
否
と
い
う
見
方
が
提
示
さ

れ
る
の
は
、
「
文
化
の
停
さ
」
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
「
文
学
非
力
説
」
（
『
新

潮
』
一
九
四
一
・
七
）
が
世
に
出
て
か
ら
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
が
人
目
を
ひ

い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
、
内
容
的
に
は
「
文
化
の
惨
さ
」
と
同
趣
旨
の

文
章
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
「
文
学
者
は
、
自
己
の
従
事
し
て
ゐ
る

文
学
に
於
け
る
偉
大
な
る
も
の
の
小
さ
さ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
が
文
学

は
非
力
だ
と
言
ふ
の
は
、
文
学
を
軽
蔑
し
て
の
言
葉
で
は
な
い
。
（
中
略
）

文
学
に
於
け
る
偉
大
な
る
も
の
を
十
分
承
知
し
な
が
ら
、
そ
の
小
さ
さ
を
感

じ
て
ゐ
た
い
の
で
あ
る
」
と
の
「
文
学
非
力
説
」
の
中
の
意
見
も
、
す
で
に

「
文
化
の
惨
さ
」
中
に
記
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
長
谷
健
の
「
作
家
生
活
へ

の
反
省
」
（
『
文
芸
春
秋
』
一
九
四
一
・
六
）
を
取
り
あ
げ
、
批
判
を
加
え
た

と
こ
ろ
な
ど
は
新
し
い
。
高
見
の
長
谷
文
へ
の
反
論
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な

も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
尾
崎
士
郎
は
「
決
意
に
つ
い
て
一
（
『
都

新
聞
』
一
九
四
一
・
八
・
六
～
八
）
に
お
い
て
、
痛
烈
に
高
見
の
文
章
を
非

マ
マ

難
す
る
。
詳
述
は
避
け
る
が
、
「
文
学
無
力
説
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、
む

し
ろ
便
乗
し
き
れ
な
い
弱
さ
（
も
し
く
は
強
さ
）
の
中
に
落
ち
つ
き
場
所
を

求
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
。

「
非
力
」
を
「
無
力
」
と
と
り
違
え
て
い
る
点
や
、
「
便
乗
」
が
必
ず
し

も
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
な

ど
、
今
日
か
ら
み
て
興
味
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
尾
崎
の
よ
う
な
時
代

・
社
会
の
風
潮
に
気
ぜ
わ
し
く
適
応
し
、
そ
の
お
先
棒
を
か
つ
ぐ
よ
う
な
言

四
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説
は
、
い
つ
の
世
に
も
絶
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
尾
崎
の
言
が
引

き
金
の
役
目
を
果
た
し
、
世
に
い
う
〈
文
学
非
力
説
論
争
〉
が
お
こ
っ
た
。

当
事
者
同
士
の
や
り
と
り
や
幾
人
か
の
発
言
も
加
わ
り
、
応
酬
が
重
な
る
に

つ
れ
問
題
点
も
他
の
多
く
の
論
争
の
例
に
も
れ
ず
、
微
妙
に
く
い
違
っ
て
い

っ
た
。
高
見
の
「
現
状
へ
の
直
言
」
（
『
文
芸
』
一
九
四
一
・
二
）
を
も
っ

て
論
争
は
一
応
の
決
着
を
つ
け
た
形
に
は
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
高
見
の
及

び
腰
的
な
意
見
が
目
立
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
奥
出
健
が
指
摘
す
る
よ

一
ｌ
）

う
に
、
「
文
学
非
力
説
」
を
中
心
と
し
た
一
連
の
発
言
が
高
見
の
「
身
を
危

く
す
る
よ
う
な
し
ろ
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
の
だ
が
。

＊
＊
＊

〈
文
学
非
力
説
論
争
〉
は
、
そ
の
主
張
の
当
否
は
別
と
し
て
、
形
勢
は
高

見
の
側
が
劣
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
高
見
を
支
持
す
る
側
に
ま
わ
っ
た

一
人
に
、
『
都
新
聞
』
に
文
芸
時
評
を
書
い
て
い
た
北
原
武
夫
が
い
る
。
北

原
は
長
谷
健
の
述
べ
た
、
｜
よ
り
よ
き
生
活
か
ら
の
み
よ
り
よ
き
文
学
は
生

れ
る
」
と
の
考
え
方
は
、
「
作
家
と
実
生
活
に
つ
い
て
の
、
創
作
心
理
上
の

一
種
の
倒
錯
一
と
し
て
退
け
、
高
見
の
加
え
た
反
論
を
肯
定
す
胸
↑
た
だ
し
、

「
作
家
に
と
っ
て
の
実
生
活
は
文
筆
生
活
の
こ
と
だ
」
と
い
う
高
見
の
言
い

方
は
「
誤
解
さ
れ
や
す
い
」
と
し
て
、
作
家
に
と
っ
て
は
「
小
説
を
書
く
と

い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
実
生
活
で
は
な
い
の
か
」
と
正
す
。
さ
ら
に
、
「
他

は
一
切
空
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
信
ず
る
に
足
る
の
は
、
た
だ
彼
の
割
り
出

し
た
小
説
の
世
界
で
は
な
い
の
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
と
わ
る
ま
で
も
な

い
が
、
こ
こ
に
言
う
「
彼
」
と
は
作
家
を
指
す
。

こ
う
し
た
北
原
の
姿
勢
は
、
戦
争
と
い
う
現
実
の
生
々
し
い
場
に
引
き
ず

北
原
武
夫
の
「
ジ
ャ
ワ
徴
用
」
体
験

り
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
一
九
四
一
年
の
二
月
下
旬
の
文
章
に
お
い
て
よ
り

明
確
に
さ
れ
る
。
「
徴
用
を
知
っ
て
か
ら
兵
営
生
活
に
入
る
ま
で
の
間
に
執

筆
さ
れ
た
も
の
」
と
土
屋
忍
の
「
推
定
」
す
る
「
芸
術
に
携
は
る
者
の
覚
悟
一

（
初
出
は
、
『
都
新
聞
』
一
九
四
一
・
二
・
二
五
～
二
八
）
に
は
、
「
学
問

芸
術
の
徒
」
は
「
仕
事
の
目
的
や
意
義
を
、
現
代
の
情
勢
に
の
み
膠
着
さ
せ

て
考
ふ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
」
と
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
士
屋
は
、
こ
の
北

原
の
言
葉
な
ど
を
引
き
、
「
戦
争
に
対
し
て
芸
術
の
実
利
を
提
示
す
る
こ
と

で
学
問
芸
術
と
政
治
行
動
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
当
時
の
文
化
人
一
般

（
３
）

の
思
想
を
『
甘
シ
た
る
い
』
と
言
っ
て
退
け
た
」
と
意
味
づ
け
て
い
る
。

書
斎
で
は
小
説
や
評
論
の
筆
を
と
り
、
実
業
に
お
い
て
、
妻
の
宇
野
千
代

と
共
に
女
性
を
読
者
層
と
し
た
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
の
編
集
・
発
行
に
携
っ

て
い
た
北
原
は
、
一
九
四
一
年
三
月
、
陸
軍
報
道
班
員
（
宣
伝
班
）
と
し

て
の
「
徴
用
」
を
受
け
る
。
宇
野
は
、
こ
の
折
の
こ
と
を
回
想
し
て
、
一
軍

（
４
）

国
調
の
圧
力
に
、
体
ご
と
征
服
さ
れ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
一
人
の
国
民

と
し
て
の
生
き
方
と
一
芸
術
家
と
し
て
の
そ
れ
と
を
裁
然
と
切
り
分
け
、
自

分
に
与
え
ら
れ
た
現
実
を
運
命
と
し
て
ひ
き
受
け
て
い
た
北
原
に
、
未
知
の

世
界
で
の
試
練
が
や
っ
て
く
る
。
日
頃
の
文
学
上
の
北
原
の
信
条
は
、
「
徴

用
」
に
よ
る
ジ
ャ
ワ
で
の
宣
伝
班
活
動
と
い
う
、
か
つ
て
予
想
も
し
な
か
っ

た
よ
う
な
事
態
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
変
化
な
ら
ぬ
動
揺
も
し
く
は
さ
ら
な
る
深
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の

か
。
ジ
ャ
ワ
で
の
北
原
の
体
験
の
様
相
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

＊
＊
＊

一
九
四
二
年
一
月
二
日
、
一
徴
用
」
を
受
け
た
ジ
ャ
ワ
派
遣
組
の
文
化
人

四
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た
ち
は
東
京
の
品
川
駅
か
ら
軍
用
列
車
に
乗
り
こ
ん
だ
。
真
珠
湾
の
攻
撃
、

開
戦
と
い
う
出
来
事
か
ら
一
か
月
も
ま
だ
経
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
。
生

還
で
き
る
か
ど
う
か
、
北
原
の
み
な
ら
ず
、
大
木
惇
夫
、
阿
部
知
二
、
武
田

麟
太
郎
ら
、
そ
の
他
の
作
家
・
詩
人
仲
間
共
々
の
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

大
阪
の
天
保
山
港
か
ら
マ
ニ
ラ
丸
に
乗
船
し
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
台
湾
の

基
隆
港
へ
と
向
う
。
基
隆
か
ら
台
北
を
経
、
高
雄
へ
と
汽
車
で
移
動
。
町
田

敬
二
宣
伝
班
長
に
率
ら
れ
た
約
百
五
○
人
か
ら
な
る
南
方
軍
・
第
一
六
軍

「
治
部
隊
」
宣
伝
班
は
、
高
雄
商
業
学
校
の
武
道
場
を
中
心
と
し
て
こ
の
地

で
一
か
月
近
く
を
過
ご
す
。
五
○
数
隻
で
編
成
さ
れ
る
船
団
の
船
が
集
結
す

る
の
を
待
つ
た
め
で
あ
っ
た
。

姫
路
文
学
館
に
遺
族
よ
り
寄
贈
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
当
時
の
阿
部
知

二
の
家
族
宛
書
簡
を
緒
く
と
、
宣
伝
班
内
の
生
活
ぶ
り
、
阿
部
の
感
情
な
ど

が
う
か
が
わ
れ
る
。
同
年
一
月
二
六
日
消
印
の
妻
澄
子
宛
、
高
雄
か
ら
の
阿

部
の
葉
書
に
は
、

北
遠
き
我
家
の
庭
に
子
ら
は
群
れ

白
き
粉
雪
吹
き
散
る
ら
む
か

と
の
短
歌
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
厳
冬
を
迎
え
て
い
る
日
本
の
家
族
の
様
子
を

思
い
や
る
文
章
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
軍
の
検
閲
が
あ
っ
て
思
う

さ
ま
の
事
柄
は
書
け
な
い
に
し
て
も
、
阿
部
書
簡
に
は
必
ず
帰
る
と
の
文
字

が
幾
度
か
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
蘭
印
軍
の
降
伏
後
、
日
本
軍
の
統
治
地
と

な
っ
た
ジ
ャ
ワ
か
ら
の
手
紙
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
家
族

ら
の
第
一
の
心
掛
か
り
が
無
事
に
帰
国
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
ま
た
阿

部
ら
の
文
化
人
た
ち
に
し
て
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
安
心
感
を
家
族
た
ち

に
与
え
る
こ
と
が
書
簡
の
最
た
る
目
的
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

三
月
一
日
未
明
の
ジ
ャ
ワ
島
上
陸
作
戦
で
は
、
軍
司
令
官
今
村
均
の
乗
っ

た
船
や
宣
伝
班
の
主
力
メ
ン
バ
ー
の
多
く
い
た
船
が
敵
の
魚
雷
を
受
け
て
欄

坐
も
し
く
は
沈
没
す
る
事
態
が
起
っ
た
。
報
道
班
員
の
中
か
ら
は
戦
死
者
も

出
た
し
、
海
の
中
を
数
時
間
に
わ
た
っ
て
漂
流
す
る
と
い
う
体
験
を
す
る
者

も
い
た
。
幸
い
、
北
原
の
乗
っ
た
船
は
沈
没
す
る
こ
と
な
く
、
上
陸
用
舟
艇

を
用
い
て
画
家
（
漫
画
家
）
の
小
野
佐
世
男
と
共
に
西
ジ
ャ
ワ
・
バ
ン
タ
ム

湾
に
面
し
た
岸
辺
か
ら
上
陸
し
て
い
く
。

さ
て
、
当
初
三
か
月
は
要
す
る
と
目
さ
れ
て
い
た
「
ジ
ャ
ワ
攻
略
作
戦
」

は
、
予
想
外
に
九
日
間
と
い
う
短
時
間
で
も
っ
て
蘭
印
軍
が
無
条
件
降
伏
を

し
た
。
従
っ
て
、
宣
伝
班
に
属
し
て
い
た
北
原
は
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
タ
ビ
ア

沖
海
戦
」
は
経
験
し
た
し
、
『
ジ
ャ
ワ
従
軍
記
雨
期
来
る
』
（
一
九
四
三
・

マ
マ

九
、
文
体
社
刊
）
や
「
バ
ン
テ
ン
湾
」
（
『
読
売
報
知
新
聞
』
同
・
二
・
九
～

一
四
）
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
何
と
も
言
へ
な
い
戦
い
の
恐

怖
」
を
味
わ
っ
た
が
、
陸
上
に
お
い
て
は
戦
闘
を
身
近
か
に
体
験
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

バ
ン
ド
ン
に
て
降
伏
調
印
式
の
行
わ
れ
た
翌
日
、
す
な
わ
ち
三
月
一
○
日

に
北
原
は
音
楽
家
の
飯
田
信
夫
や
漫
画
家
の
横
山
隆
一
ら
と
共
に
バ
タ
ビ
ア

入
り
を
す
る
。
そ
れ
か
ら
帰
国
の
途
に
つ
く
一
九
四
一
年
の
一
一
月
中
旬
ま

で
の
九
か
月
余
り
が
北
原
に
と
っ
て
の
ジ
ャ
ワ
体
験
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
の
北
原
の
宣
伝
班
に
お
け
る
仕
事
を
列
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
北
原
は
、
「
映
画
の
検
閲
」
に
携
わ
る
。
一
日
に
、
ア
メ
リ
カ
の

制
作
に
な
る
文
化
・
漫
画
・
劇
と
い
っ
た
各
映
画
を
四
、
五
本
か
ら
七
、
八

四
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本
検
閲
し
た
。
ま
た
、
日
本
語
普
及
の
仕
事
に
も
関
わ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

語
版
の
新
聞
『
ア
シ
ア
・
ラ
ヤ
』
に
「
日
本
語
読
本
一
を
書
く
。
こ
れ
は
、

浅
野
晃
ら
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
少
年
の
生
活
を
紹
介
し

た
り
、
勇
士
の
お
話
を
や
さ
し
い
言
葉
を
用
い
て
（
た
だ
し
、
ロ
ー
マ
字
）

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
に
あ
る
国
立
図
書
館
に
こ
の

新
聞
は
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
北
原
の
執
筆
に
な
る
文
章
は
未
見
で
あ
る
。
さ

ら
に
北
原
は
、
ジ
ャ
ワ
各
地
を
ま
わ
り
、
従
軍
記
執
筆
と
い
っ
た
仕
事
に
も

手
を
そ
め
る
。
宣
伝
班
の
編
集
に
な
る
陣
中
新
聞
『
赤
道
報
』
（
の
ち
に
、
『
う

な
ば
ら
』
と
改
題
さ
れ
る
）
や
日
本
の
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
ジ
ャ
ワ
の
風
俗

や
気
候
、
人
々
の
暮
ら
し
を
書
い
て
発
表
し
た
り
も
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
文
化
工
作
」
の
仕
事
に
北
原
は
強

い
疑
問
を
抱
く
。
た
と
え
ば
、
劇
映
画
を
検
閲
し
、
「
敵
性
的
な
宣
伝
の
個

所
や
風
俗
上
い
か
が
わ
し
い
と
こ
ろ
」
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
わ
け
だ
が
、

す
ぐ
れ
た
映
画
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
芸
術
性
に
観
点
を
お
い
て
捉
え
て
し
ま

い
、
単
純
に
「
敵
性
的
」
と
か
「
風
俗
上
い
か
が
わ
し
い
」
と
の
判
断
が
下

せ
な
い
。
ま
し
て
や
、
自
分
は
映
画
製
作
や
鑑
賞
・
批
評
を
専
門
と
す
る
者

で
は
な
い
の
で
評
価
の
基
準
が
わ
か
ら
な
い
。
も
し
も
、
映
画
で
は
な
く
音

楽
に
お
い
て
同
様
の
業
務
に
つ
い
た
と
し
た
ら
お
手
あ
げ
で
は
な
い
か
、
と

思
う
。
日
本
語
普
及
活
動
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
小
説
家
・
批
評
家
と

し
て
の
自
分
は
言
葉
へ
の
関
心
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
自
負
す

る
が
、
占
領
地
で
行
わ
れ
る
日
本
語
普
及
活
動
に
自
分
が
定
見
ら
し
き
も
の

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。

お
そ
ら
く
、
少
数
の
例
外
者
を
除
い
て
、
「
徴
用
」
を
受
け
て
統
治
・
占

北
原
武
夫
の
「
ジ
ャ
ワ
徴
用
」
体
験

領
地
で
の
文
化
工
作
に
あ
っ
た
文
化
人
た
ち
の
多
く
は
強
弱
の
差
は
あ
れ
同

様
の
感
想
を
抱
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
阿
部
知
二
に
、
「
レ
ッ
ト
・
ル
ー
ス

ー
み
な
、
や
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
て
い
る
」
雪
文
学
界
』
一
九
五
五
・

九
、
文
芸
春
秋
社
）
と
題
し
た
文
章
が
あ
る
。
「
戦
火
と
作
家
達
」
と
い
う

特
集
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
占
領
地
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
文
学

者
た
ち
の
「
協
力
非
協
力
」
の
さ
ま
を
具
体
的
か
つ
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

「
結
局
、
こ
の
宣
伝
部
隊
は
、
悲
劇
と
い
う
よ
り
は
喜
劇
’
一
個
の
フ
ァ

ー
ス
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
の
言
葉
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
つ
の
感
嘆
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
じ
つ
さ
い
、
い
つ
か

北
原
武
夫
が
「
み
な
、
や
る
だ
け
の
こ
と
は
や
っ
て
い
る
。
え
ら
い
も

の
だ
」
と
嘆
声
を
発
し
た
の
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
そ
の
本
性
に
従
っ
て
、
善
に
あ
れ
悪
に

あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
出
没
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ

る
。
（
中
略
）
．
．
…
・
お
の
れ
の
為
す
ぺ
き
こ
と
は
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
徒
手
空
拳
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
文
士
の
面
目
が
あ
っ
た
…
…
。

「
徴
用
」
時
代
の
自
ら
を
ふ
り
返
っ
て
、
一
種
の
苦
さ
、
悔
恨
に
近
い
気

持
ち
と
そ
れ
な
り
に
真
剣
で
あ
っ
た
当
時
を
懐
し
む
心
情
の
交
錯
を
思
わ
せ

る
文
章
で
あ
る
。
が
、
本
音
と
も
言
う
べ
き
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
よ
う
。

置
か
れ
た
場
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
へ
の
違
和
感
と
新
た
に
体
験
し
た
異
国

の
地
で
の
生
活
、
異
文
化
、
異
民
族
に
対
す
る
関
心
や
興
味
、
好
奇
心
な
ど

が
、
阿
部
や
北
原
と
い
っ
た
「
良
心
」
的
な
作
家
た
ち
に
共
通
し
て
み
う
け

ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

四
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北
原
の
ジ
ャ
ワ
体
験
を
題
材
に
し
た
二
、
三
の
文
章
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

特
徴
の
内
実
を
い
ま
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

＊
＊
＊

北
原
の
単
行
本
『
雨
期
来
る
』
は
、
「
ジ
ャ
ワ
従
軍
記
」
と
あ
る
通
り
、

全
篇
が
「
徴
用
」
体
験
に
つ
い
て
の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

「
ジ
ャ
ワ
旅
行
日
誌
」
と
副
題
の
付
さ
れ
た
、
書
名
に
も
と
ら
れ
て
い
る
「
雨

期
来
る
」
の
章
は
読
者
に
と
っ
て
印
象
の
深
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
ジ
ャ

ワ
島
を
自
動
車
を
使
っ
て
一
人
で
回
り
（
と
言
っ
て
も
、
運
転
手
は
ず
っ
と

つ
き
そ
っ
て
い
る
が
）
、
ジ
ャ
ワ
島
の
案
内
記
を
書
く
仕
事
を
隊
長
（
町
田

敬
二
）
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
か
ら
東
部
ジ
ャ

ワ
の
高
原
都
市
マ
ラ
ン
ヘ
と
走
り
（
約
八
○
○
～
九
○
○
キ
ロ
の
距
離
）
、

そ
こ
か
ら
ス
ラ
バ
ヤ
、
ソ
ロ
、
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
い
う
よ
う
に
ジ
ャ
ワ

島
を
東
か
ら
西
へ
と
戻
り
な
が
ら
横
断
し
て
く
る
と
い
っ
た
行
程
で
あ
る
。

単
行
本
を
上
梓
し
た
折
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
「
そ
の
殆
ん
ど
大
半
が

ジ
ャ
ワ
の
気
候
風
土
に
関
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
に
、
北
原
自
身
、
驚

き
を
感
じ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
気
候
風
土
」
を
描
い
て
最
た
る

箇
所
が
、
「
メ
ラ
ピ
」
火
山
へ
の
感
嘆
を
洩
ら
す
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま

で
に
噴
煙
を
あ
げ
る
「
生
き
」
た
火
山
を
見
た
こ
と
の
な
い
と
い
う
北
原
は
、

目
の
あ
た
り
に
し
た
「
メ
ラ
ピ
」
山
に
「
生
れ
て
は
じ
め
て
の
自
然
の
壮
大

さ
一
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
思
い
を
抱
く
。
車
を
止
め
、
「
き
っ
ち
り
二
十
分

ぐ
ら
ゐ
の
間
」
、
「
豪
宕
で
雄
大
」
な
景
観
に
見
入
る
。

北
原
の
視
線
に
そ
っ
て
を
付
度
を
加
え
て
み
る
な
ら
ば
、
ソ
ロ
か
ら
ジ
ョ

ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
へ
の
街
道
は
、
ジ
ャ
ワ
全
島
の
中
で
も
そ
の
美
し
さ
は
随
一

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
見
ご
た
え
の
あ
る
場
所
で
あ
ろ
う
。
田
植
え
と
稲
刈

り
と
が
隣
り
同
士
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
田
園
風
景
、
椰
子
の
木
々
の
集
ま

る
そ
の
下
に
散
在
す
る
集
落
と
そ
の
家
々
、
さ
ら
に
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の
高

さ
の
ム
ラ
ピ
山
（
北
原
は
メ
ラ
ピ
と
表
記
し
て
い
る
）
と
ム
ル
バ
プ
山
の
重

な
り
あ
う
さ
ま
な
ど
、
北
原
な
ら
ず
と
も
こ
う
し
た
景
観
に
魅
せ
ら
れ
る
人

は
多
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
北
原
の
書
き
記
す
感
動
は
や
や
大
仰
な
と
感
じ
ら
れ
る

ほ
ど
の
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
か
。
こ
の
風
景
を
目
に
す
る
前
日
、
北
原
は
日

本
の
奈
良
に
比
せ
ら
れ
る
ソ
ロ
（
ス
ラ
カ
ル
タ
）
の
町
に
滞
在
し
て
い
た
。

ソ
ロ
で
の
夜
、
「
胡
弓
や
笛
ら
し
い
音
に
銅
鍵
の
や
う
な
音
の
混
ざ
っ
た
」
「
侘

し
い
音
色
」
が
耳
に
届
く
。
北
原
は
、
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
表
現
を
選
ん

で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
．
：
…
僕
は
、
堪
へ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
時
、
不
意
に

自
分
の
眼
を
つ
ぶ
っ
て
し
ま
ひ
た
い
ほ
ど
の
は
げ
し
い
寂
し
さ
に
襲
は
れ

た
」
と
。
『
雨
期
来
る
』
を
は
じ
め
と
す
る
ジ
ャ
ワ
で
の
生
活
を
叙
し
た
北

原
の
文
章
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
寂
し
さ
」
が

点
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
寂
し
さ
」
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
探
る
の

は
後
ま
わ
し
に
す
る
と
し
て
、
ソ
ロ
で
の
そ
の
反
動
が
翌
日
の
「
メ
ラ
ピ
」

山
の
噴
煙
へ
の
感
嘆
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
侘
し
さ
、
寂

し
さ
に
沈
む
心
と
、
雄
大
さ
、
壮
大
さ
に
心
動
か
さ
れ
る
思
い
と
が
交
互
に

北
原
を
襲
っ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

『
う
な
ば
ら
』
紙
に
発
表
し
た
「
薔
薇
ｌ
家
郷
の
友
に
寄
す
」
（
一
九

四
二
・
四
・
一
四
）
な
る
一
文
が
あ
る
。
た
そ
が
れ
の
バ
タ
ビ
ア
の
街
の
叙

景
か
ら
始
め
、
こ
の
国
、
街
の
風
景
、
気
候
一
般
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
．

五
○



バ
タ
ビ
ア
の
夕
暮
れ
時
の
美
し
さ
に
つ
い
て
は
、
早
く
金
子
光
晴
が
『
マ
レ

ー
蘭
印
紀
行
』
（
一
九
四
○
・
一
○
、
山
雅
房
）
の
中
に
書
き
と
ど
め
て
い

た
し
、
ま
た
戦
後
に
は
、
か
つ
て
こ
の
地
で
軍
隊
生
活
を
送
っ
た
庄
野
英
二

の
『
絵
具
の
空
』
（
一
九
六
二
・
一
二
、
理
論
社
）
に
青
春
の
追
憶
を
あ
わ

せ
て
描
き
出
し
た
文
章
が
あ
る
。

し
か
し
、
金
子
や
庄
野
の
描
き
方
に
比
べ
て
北
原
の
場
合
は
、
実
景
と
い

う
よ
り
は
心
象
風
景
に
彩
ら
れ
た
感
が
強
い
。
街
の
空
気
は
澄
み
、
色
鮮
や

か
さ
に
満
ち
て
い
る
が
、
｜
何
か
一
種
云
ひ
や
う
の
な
い
空
し
い
明
る
さ
」

を
帯
び
て
い
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
「
伝
統
」
や
「
精
神
的
な
も
の
」
の
な

い
国
土
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
か
と
見
、
街
を
ゆ
く
亡
国
の
オ
ラ
ン
ダ
女
性

を
日
本
の
女
性
と
比
べ
た
り
も
す
る
。
「
季
節
の
な
い
季
節
、
い
つ
も
濁
っ

た
運
河
、
徒
ら
に
明
る
い
空
と
徒
ら
に
色
濃
い
樹
木
、
そ
し
て
伝
統
を
葬
っ

た
国
土
」
と
、
北
原
は
バ
タ
ビ
ア
の
街
を
解
釈
す
る
。
そ
の
折
、
部
屋
に
飾

ら
れ
て
い
た
「
明
る
く
赤
く
咲
い
て
ゐ
る
」
数
輪
の
薔
薇
が
北
原
の
目
を
射

た
。

こ
こ
で
北
原
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
景
色
や
風
景
の
美
し
さ

は
、
単
に
そ
れ
の
み
で
は
人
の
心
を
捉
え
な
い
も
の
で
、
そ
の
背
景
と
し
て

目
に
み
え
な
い
な
が
ら
も
伝
統
や
文
化
に
裏
打
ち
さ
れ
た
国
土
と
い
う
基
盤

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
景
観
も
生
き
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
北
原
の
思
惑
は
中
部
ジ
ャ
ワ
の
「
メ
ラ
ピ
」
を
目
に
し
た
時
に
覆

さ
れ
る
。
は
じ
め
て
生
き
て
い
る
火
山
を
見
た
と
か
、
比
類
の
な
い
雄
大
さ

で
あ
っ
た
と
い
っ
た
物
理
的
な
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に

文
化
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ジ
ャ
ワ
中
原
の
道
、
す
な
わ
ち
大
き

北
原
武
夫
の
「
ジ
ャ
ワ
徴
用
」
体
験

く
成
長
し
た
木
々
が
道
の
両
側
を
お
お
い
、
自
動
車
が
フ
ル
ス
ピ
ー
ド
で
疾

駆
し
う
る
道
、
そ
し
て
二
つ
の
古
都
を
つ
な
ぐ
そ
の
道
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、

仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
信
仰
か
ら
建
造
さ
れ
た
遺
跡
の
数
々
が
点
在
す
る
、
そ

う
し
た
地
盤
の
上
に
聟
え
立
つ
山
が
一
メ
ラ
ピ
」
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
ソ

ロ
の
街
で
「
侘
し
」
く
耳
に
し
た
音
色
で
さ
え
、
「
メ
ラ
ピ
」
を
象
徴
と
す

る
ジ
ャ
ワ
の
文
化
の
一
端
を
成
す
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
北
原
の
心
象
に
訴

え
か
け
て
き
た
も
の
が
強
か
っ
た
分
、
そ
れ
だ
け
深
さ
を
有
し
て
い
る
証
左

と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

バ
タ
ビ
ア
の
宿
舎
で
目
に
し
た
薔
薇
の
花
は
、
日
本
に
帰
っ
た
後
も
北
原

の
脳
裡
か
ら
消
え
去
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
四
三
年
五
月
、
『
文
芸
』
（
改

造
社
）
に
寄
せ
た
文
芸
時
評
は
「
薔
薇
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
た
が
、

や
は
り
ジ
ャ
ワ
で
目
に
し
た
薔
薇
の
花
の
回
想
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
「
八

月
頃
の
こ
と
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
う
な
ば
ら
』
紙
に
紹
介

さ
れ
た
薔
薇
の
花
と
は
時
期
的
に
少
し
ず
れ
る
。
が
、
や
は
り
宿
舎
の
卓
上

の
そ
の
花
を
眺
め
て
い
て
、
あ
る
啓
示
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
名
状

し
難
い
一
種
異
様
な
強
い
は
げ
し
さ
」
を
伴
う
想
念
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

．
：
・
僕
は
思
は
ず
そ
れ
を
自
分
の
口
に
出
し
て
、
一
人
で
つ
ぶ
や
い

た
も
の
だ
。
僕
は
、
言
ひ
難
い
確
信
で
、
身
体
が
瘡
く
や
う
な
気
が
し

た
。
ｌ
全
く
だ
、
冗
談
ぢ
や
な
い
。
一
輪
の
薔
薇
の
美
し
さ
を
描
く

こ
と
は
男
子
一
生
の
仕
事
に
足
る
の
だ
、
と
。

磯
田
光
一
は
、
こ
の
「
薔
薇
に
つ
い
て
」
に
言
及
し
て
、
こ
こ
で
北
原
は

「
文
学
表
現
の
世
界
も
ま
た
自
己
完
結
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

（
５
）

ぺ
、
現
実
か
ら
文
学
表
現
の
自
律
性
を
鋭
く
分
離
し
た
」
と
評
し
て
い
る
。

五
一



ま
た
、
こ
の
見
方
は
高
見
の
〈
文
学
非
力
説
〉
の
観
点
を
い
っ
そ
う
「
純
化
」

し
た
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
ほ
ぼ
当
を
得
た
評
辞
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

が
、
こ
の
見
方
を
手
に
す
る
ま
で
の
北
原
に
は
、
（
文
学
非
力
説
論
争
〉
に

口
を
は
さ
ん
だ
頃
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
「
徴
用
」
体
験
と
い
う
強
い
ら
れ

た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
彼
の
文
学
に
と
っ
て
意
味
を
も
っ
た
時
間
が
経
過
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

バ
タ
ピ
ア
の
街
の
色
に
「
明
る
い
空
し
さ
」
を
見
て
と
り
、
ソ
ロ
で
耳
に

し
た
音
色
に
「
侘
し
さ
」
を
感
じ
た
北
原
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
り

ど
こ
ろ
を
模
索
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
植
民
地
と
さ
れ
て

き
た
国
民
の
存
在
根
拠
（
自
己
同
一
性
）
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
の
思
い
が

北
原
の
心
を
占
め
て
い
る
。
と
同
時
に
そ
れ
は
文
学
に
携
わ
り
、
芸
術
と
実

生
活
、
作
家
と
生
活
と
に
関
し
て
自
分
な
り
の
見
識
を
、
持
っ
て
い
る
と
思

い
続
け
て
き
て
い
た
自
己
を
揺
ぶ
る
問
題
意
識
で
も
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ワ
の
自
然
や
風
土
に
触
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
植
民
地
、
そ
し
て
日

本
軍
に
よ
る
統
治
地
と
し
て
の
国
土
に
思
い
を
い
た
す
時
、
北
原
は
本
当
に

自
分
に
と
っ
て
の
文
学
の
在
り
方
を
問
い
直
す
。
当
時
、
東
条
英
機
が
「
い

ま
は
薔
薇
を
作
る
秋
で
は
な
い
」
と
語
っ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
小
説

（
６
）

中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
未
だ
確
か
め
え
て
い
な
い
が
、

そ
う
し
た
時
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
男
子
一
生
の
仕
事
と
し
て

一
輪
の
薔
薇
の
美
し
さ
を
描
く
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
宣
言
し
た
北
原
に
は
、

現
実
と
し
っ
か
り
と
対
時
し
つ
つ
自
ら
の
世
界
（
芸
術
）
を
打
ち
立
て
る
自

負
と
自
信
と
を
手
に
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

手
に
す
る
た
め
に
は
あ
る
種
の
断
念
あ
る
い
は
悲
し
み
を
味
わ
う
と
い
っ
た

引
き
換
え
条
件
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
様
相
を
語

る
の
が
、
二
度
に
わ
た
り
改
稿
の
手
が
加
え
ら
れ
る
「
カ
リ
オ
ラ
ン
の
薔
薇
」

（
初
出
は
、
『
う
な
ば
ら
』
一
九
四
二
・
九
・
二
○
）
で
あ
る
が
、
紙
幅
が

尽
き
た
。
戦
後
の
ほ
と
ん
ど
改
作
と
言
え
る
同
作
品
の
分
析
と
共
に
稿
を
あ

ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ジ
ャ
ワ
で
の
「
徴
用
」
体
験
を
経
る
こ

と
で
、
北
原
の
文
学
を
見
る
目
や
考
え
は
い
っ
そ
う
の
深
化
を
み
せ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
「
高
見
順
〈
文
学
非
力
説
〉
を
縛
っ
て
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』

第
九
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）

（
２
）
「
作
家
と
生
活
」
（
『
都
新
聞
』
一
九
四
一
年
六
月
二
八
日
～
七
月
二
日
）

（
３
）
「
北
原
武
夫
と
ジ
ャ
ワ
の
薔
薇
一
（
神
谷
忠
孝
・
木
村
一
信
篇
『
南
方
徴
用

作
家
』
所
収
、
一
九
九
六
年
三
月
、
世
界
思
想
社
）

（
４
）
『
生
き
て
行
く
私
』
（
一
九
九
二
年
一
月
、
中
公
文
庫
）

（
５
）
「
北
原
武
夫
」
（
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
一
巻
、
一
九
七
七
年
一
月
、

講
談
社
）

（
６
）
小
林
信
彦
『
ぼ
く
た
ち
の
好
き
な
戦
争
」
（
一
九
八
六
年
五
月
、
新
潮
社
）

（
き
む
ら
・
か
ず
あ
き
本
学
教
授
）
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