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は
じ
め
に

山
里
永
吉
は
、
「
私
の
戦
後
史
」
を
纏
め
る
に
あ
た
っ
て
「
順
序
と
し
て
幼
少
の
こ
ろ
よ
り
話
を
進
め
る
」
と
し
て
生
年
、
出
生
地
、

家
庭
環
境
を
記
す
事
か
ら
始
め
、
大
正
十
二
年
上
京
し
昭
和
二
年
帰
郷
し
た
こ
と
、
帰
郷
後
、
家
業
を
手
伝
い
な
が
ら
「
脚
本
や
評
論

な
ど
を
新
聞
に
発
表
し
た
り
し
て
い
た
」
と
こ
ろ
伊
良
波
尹
吉
、
真
境
名
由
康
、
島
袋
光
裕
の
三
人
が
や
っ
て
き
て
「
芝
居
の
脚
本
を

書
い
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
二
向
宗
法
難
記
」
を
書
い
た
こ
と
、
そ
の
あ
と
伊
良
波
に
次
の
出
し
物
も
「
す
ぐ
書
い
て
く
れ
」
と
催
促

さ
れ
「
芝
居
の
楽
屋
で
、
太
鼓
の
音
を
聞
き
な
が
ら
」
「
首
里
城
明
渡
し
」
を
仕
上
げ
た
と
い
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
た
。

伊
良
波
、
真
境
名
、
島
袋
の
三
人
が
山
里
を
訪
問
し
た
の
は
、
「
行
詰
り
」
「
不
振
の
状
態
」
に
あ
っ
た
沖
縄
芝
居
に
「
何
と
か
し
て

新
風
を
吹
き
込
ま
な
け
れ
ば
」
と
い
う
使
命
感
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
人
の
依
頼
を
受
け
て
書
か
れ
た
山
里
の
第
一
作
「
一
向
宗

法
難
記
」
は
、
昭
和
五
年
二
月
大
正
劇
場
で
開
演
し
「
相
当
の
成
績
」
を
あ
げ
て
、
不
振
だ
っ
た
沖
繩
芝
居
の
愁
眉
を
開
く
。
翌
三
月

同
じ
く
大
正
劇
場
で
第
二
作
の
「
首
里
城
明
渡
し
」
が
幕
を
開
け
る
。
初
演
で
内
務
大
丞
松
田
道
之
と
宜
湾
親
方
の
二
役
を
演
じ
た
島

袋
は
、
二
カ
月
余
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
を
記
録
す
る
ほ
ど
大
当
た
り
を
と
っ
た
」
と
い
い
、
山
里
も
ま
た
「
大
正
劇
場
に
は
首
里
、
那
覇

だ
け
で
な
く
、
山
原
や
糸
満
あ
た
り
か
ら
も
客
馬
車
を
借
り
切
っ
て
見
に
来
る
。
沖
縄
芝
居
を
み
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
い
っ
て
い
た

連
中
ま
で
押
し
か
け
、
連
日
大
入
り
が
続
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
当
た
り
に
当
た
り
、
沖
縄
芝
居
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
「
ち
つ
居
し
た
宜
湾
の
邸
へ
亀
川
が
訪
ね
て
き
て
大
激
論
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
明
治
政
府
の
強

「
首
里
城
明
渡
し
」
小
論
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行
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
明
治
十
二
年
三
月
二
十
一
日
、
首
里
城
を
明
け
渡
し
て
尚
泰
は
中
城
御
殿
へ
移
さ
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
を
扱
っ
て

い
る
」
と
島
袋
光
裕
は
要
約
し
て
い
る
。
島
袋
が
要
約
し
て
い
る
通
り
、
「
宜
湾
の
邸
へ
亀
川
が
訪
ね
て
き
て
大
激
論
と
な
る
」
「
序
幕
」

に
始
ま
り
、
尚
泰
が
「
中
城
御
殿
へ
移
さ
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
」
を
扱
っ
た
「
四
幕
七
場
」
か
ら
な
る
芝
居
は
、
世
に
言
う
「
琉
球
処
分
」

を
劇
化
し
た
も
の
で
、
山
里
は
そ
れ
を
「
明
治
政
府
の
琉
球
政
庁
に
対
す
る
圧
制
と
恐
か
つ
、
支
那
党
と
日
本
党
の
あ
つ
れ
き
を
、
亀

川
親
方
と
宜
湾
親
方
に
代
表
さ
せ
、
親
子
の
新
旧
思
想
の
衝
突
を
亀
川
親
方
と
亀
川
里
之
子
に
演
じ
さ
せ
た
」
と
し
て
い
る
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
確
か
に
明
治
政
府
と
琉
球
政
庁
の
応
酬
、
中
国
派
と
日
本
派
の
確
執
、
世
代
間
の
衝
突
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
「
こ
の
劇
に
は
主
役
ら
し
い
主
役
は
い
な
い
」
と
島
袋
は
い
う
。
そ
し
て
「
宜
湾
に
せ
よ
、
亀
川
に
せ
よ
、
ま
た
池
城
、
津

波
古
に
せ
よ
、
決
し
て
主
役
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
尚
泰
も
王
役
で
は
な
い
。
こ
の
人
た
ち
は
み
ん
な
、
尚
寧
王
以
来
続
い
た
薩
摩
の

横
暴
に
内
心
す
ご
い
反
感
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
だ
れ
も
正
面
切
っ
て
反
対
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
劇
全
体
の
主
役
が
出
て
く
る
と
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
犠
牲
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
い
、
「
琉
球
全
体
が
犠
牲
者
で
あ

る
」
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
に
、
こ
の
芝
居
は
作
ら
れ
た
と
強
調
し
て
い
た
。

演
者
に
よ
っ
て
「
琉
球
全
体
が
犠
牲
者
で
あ
る
」
と
受
け
取
ら
れ
た
芝
居
の
戯
曲
は
、
『
琉
球
見
聞
録
』
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る

と
山
里
は
そ
の
出
所
を
明
か
し
て
い
た
。
山
里
は
『
琉
球
見
聞
録
』
の
ど
の
よ
う
な
箇
所
を
踏
ま
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
ま
た
「
首
里

城
明
渡
し
」
に
は
、
「
第
十
一
回
沖
綱
名
士
劇
」
を
行
っ
た
際
の
台
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
に
は
幾
つ
か
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
相
異
が
生
じ
た
の
か
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
」
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
琉
球
処
分
」
に
つ
い
て
金
城
正
篤
は
「
琉
球
処
分
と

は
何
か
」
と
問
い
、
「
明
治
政
府
の
も
と
で
沖
縄
が
日
本
国
家
の
中
に
強
行
的
に
組
み
込
ま
れ
る
一
連
の
政
治
過
程
を
い
う
」
と
し
て
、

「
こ
の
過
程
は
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
の
「
琉
球
藩
」
設
置
に
は
じ
ま
り
、
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
の
「
沖
縄
県
」
設
置
を

へ
て
、
翌
年
の
「
分
島
問
題
」
の
発
生
と
終
息
に
至
る
、
前
後
九
年
間
に
ま
た
が
り
、
こ
の
時
期
は
沖
縄
近
代
史
上
、
琉
球
処
分
の
時

期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
山
里
が
「
取
材
」
し
た
と
い
う
『
琉
球
見
聞
録
』
も
「
明
治
五
年
」
か
ら
書
き
出
さ
れ

て
い
た
が
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
序
幕
、
亀
川
が
宜
野
湾
を
訪
れ
て
く
る
場
面
は
「
明
治
八
年
三
月
」
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
八
年
の
項
を
『
琉
球
見
聞
録
』
で
追
っ
て
い
く
と
「
六
月
八
日
朝
廷
使
者
内
務
大
丞
松
田
道
之
六
等
出
仕
伊
地
知
貞
馨
及
び
随

行
官
吏
五
六
名
を
携
帯
し
汽
船
大
有
丸
に
駕
し
国
に
至
る
」
と
あ
り
、
そ
し
て
「
十
二
日
（
新
七
月
十
四
日
）
松
田
大
丞
使
命
を
傳
ふ

る
為
め
伊
地
知
六
等
出
仕
随
行
員
を
携
へ
首
里
城
に
詣
る
藩
王
寒
胸
病
中
に
あ
り
て
王
弟
今
帰
仁
王
子
（
朝
敷
尚
弼
）
を
名
代
と
為
し

摂
政
三
司
官
及
び
衆
官
按
司
親
方
有
職
の
官
吏
数
十
名
南
殿
に
参
集
列
席
し
朝
使
を
見
る
松
田
大
丞
乃
ち
一
一
一
條
太
政
大
臣
の
書
簡
及
び

す
な
わ
ち
「
首
里
］

る
幕
開
け
で
あ
る
。

宜
野
湾
と
亀
川
の
対
立
ｌ
序
幕

「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
宜
野
湾
親
方
が
「
梯
梧
の
下
の
切
石
に
腰
を
下
ろ
し
て
読
書
を
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
へ
、
亀
川
親
方
が
訪

ね
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
亀
川
は
、
宜
野
湾
が
客
間
へ
と
い
う
の
を
こ
と
わ
る
だ
け
で
な
く
、
宜
野
湾
の
時
候
の
挨
拶
に
た
い

し
て
「
宜
野
湾
親
方
！
花
が
咲
か
う
が
咲
く
ま
い
が
、
今
は
如
何
言
ふ
時
節
で
す
か
。
今
日
、
内
務
大
丞
松
田
道
之
が
御
城
に
上
っ
て
、

太
政
大
臣
三
條
公
か
ら
御
主
加
那
志
へ
の
書
簡
を
差
上
げ
た
事
を
未
だ
御
存
知
な
い
の
で
す
か
」
と
き
り
出
す
。

亀
川
が
宜
野
湾
を
訪
ね
て
く
る
序
幕
は
、
山
里
が
述
べ
て
い
た
三
つ
の
焦
点
の
う
ち
の
一
つ
「
支
那
党
と
日
本
党
の
あ
つ
れ
き
」
、

す
な
わ
ち
「
首
里
城
明
渡
し
」
を
め
ぐ
る
両
党
の
意
見
の
相
違
を
鮮
明
に
す
る
か
た
ち
か
ら
な
っ
て
い
た
。
動
乱
を
十
分
に
予
感
さ
せ

３



亀
川
は
、
宜
野
湾
の
時
候
の
挨
拶
「
崇
元
寺
の
梯
梧
は
真
盛
り
だ
そ
う
で
御
座
い
ま
す
ね
」
と
い
う
の
を
に
べ
も
な
く
一
蹴
し
て
い

た
が
、
真
っ
盛
り
の
「
崇
元
寺
の
梯
梧
」
を
出
す
た
め
に
は
旧
「
三
月
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
序
幕
の

最
後
の
場
面
「
梯
梧
の
枯
葉
は
ら
く
と
散
る
」
の
ト
書
き
の
あ
と

あ
る
。

己
が
説
明
書
一
々
朗
読
し
畢
て
今
帰
仁
王
子
に
授
く
」
と
し
て
太
政
大
臣
三
條
実
美
か
ら
「
琉
球
藩
」
に
当
て
ら
れ
た
明
治
八
年
五
月

二
十
九
日
付
の
「
書
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
読
み
上
げ
ら
れ
た
の
は
二
其
藩
ノ
儀
従
来
隔
年
朝
貢
卜
唱
へ
清
国
へ
使
節
ヲ
派

遣
シ
或
ハ
清
帝
即
位
ノ
節
慶
賀
便
差
遣
ハ
シ
侯
例
規
有
之
趣
二
候
得
共
自
今
被
差
止
候
事
」
そ
し
て
二
藩
王
代
替
ノ
節
従
前
清
国
ヨ

リ
冊
封
受
ケ
来
リ
候
趣
二
候
得
共
自
今
被
差
止
候
事
」
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

亀
川
が
宜
野
湾
の
時
候
の
挨
拶
に
業
を
煮
や
し
「
今
日
、
内
務
大
丞
松
田
道
之
が
御
城
に
上
っ
て
、
太
政
大
臣
三
條
公
か
ら
御
王
加

那
志
へ
の
書
簡
を
差
上
げ
た
事
を
未
だ
御
存
知
な
い
の
で
す
か
」
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
部
分
と
対
応
し
て
い
た
。

『
琉
球
見
聞
録
』
に
記
載
さ
れ
た
略
記
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
松
田
が
来
沖
し
た
の
は
「
六
月
八
日
」
、
そ
し
て
首
里
城
に
入
り
三
條

夷
美
の
書
簡
を
読
み
上
げ
た
の
が
「
十
二
日
」
で
あ
る
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
の
序
幕
、
亀
川
が
宜
湾
を
訪
れ
、
「
今
日
、
内
務
大
丞
松
田
道
之
が
御
城
に
上
っ
て
」
云
々
の
言
葉
を
投
げ
つ
け

た
の
は
、
六
月
十
二
日
（
新
七
月
十
四
日
）
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
山
里
は
、
そ
れ
を
「
三
月
」
に
し
て
い
る
の
で
あ

山
里
が
、
史
実
を
柾
げ
て
あ
え
て
「
三
月
」
と
し
た
の
は
、
『
琉
球
見
聞
録
』
の
期
日
記
載
を
疑
問
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
三
月
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
間
違
い
な
く
「
宜
野
湾
親
方
朝
保
の

屋
敷
の
庭
、
舞
台
上
手
に
枯
葉
を
つ
け
た
大
き
な
梯
梧
の
木
が
一
本
立
っ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
「
梯
梧
の
木
」
と
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で

る
｡
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序
幕
は
、
「
落
城
」
が
迫
っ
て
い
る
事
を
前
景
化
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
史
実
の
期
日
を
無
視
し
て
い
た
が
、
「
支
那
党
と
日
本
党
の

あ
つ
れ
き
」
す
な
わ
ち
亀
川
と
宜
野
湾
の
意
見
の
相
違
は
、
史
実
に
よ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

亀
川
が
「
事
が
こ
う
言
ふ
風
に
な
っ
て
来
た
の
は
誰
方
の
責
任
で
す
か
。
四
年
前
貴
方
々
が
東
京
で
、
御
主
加
那
志
を
琉
球
藩
主
に

す
る
と
言
ふ
事
を
御
受
け
し
て
来
た
為
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
っ
て
責
め
る
の
は
、
明
治
五
年
七
月
「
王
叔
伊
江
王
子
法
司
官

宜
野
湾
親
方
」
等
が
「
皇
政
維
新
を
奉
賀
」
す
る
た
め
に
東
京
へ
遣
わ
せ
ら
れ
、
「
朝
観
の
日
我
国
王
を
藩
王
に
封
ず
勅
詔
」
を

「
下
渡
」
さ
れ
、
帰
国
し
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

宜
野
湾
親
方
等
に
「
下
渡
」
さ
れ
た
「
勅
詔
」
は
、
「
朕
上
天
ノ
景
命
ヲ
腐
り
万
世
一
系
ノ
帝
詐
ヲ
紹
キ
奄
二
四
海
ヲ
有
チ
八
荒
二

君
臨
ス
今
琉
球
近
ク
南
服
に
在
り
気
類
相
同
ク
文
言
殊
ナ
ル
無
ク
世
々
薩
摩
ノ
附
庸
タ
リ
而
シ
テ
爾
尚
泰
能
ク
勤
誠
ヲ
致
ス
宜
ク
顯
爵

ヲ
輿
フ
ヘ
シ
陞
シ
テ
琉
球
藩
王
卜
為
シ
叙
シ
テ
華
族
二
列
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

『
琉
球
見
聞
録
』
は
、
「
此
時
三
司
官
は
宜
野
湾
親
方
川
平
親
方
（
朝
範
向
麟
趾
）
亀
川
親
方
（
毛
允
良
）
な
り
三
司
官
の
使
命
を
奉

す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
あ
っ
た
。

と
い
っ
た
場
面
を
生
か
す
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
「
梯
梧
」
の
葉
が
散
り
し
き
る
の
は
、
宜
野
湾
の
言
葉

に
込
め
ら
れ
た
再
生
へ
の
道
程
を
示
さ
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
落
城
」
を
示
唆

池
城
「
（
見
上
げ
て

宜
野
湾
「
散
る
ベ
ニ

出
る
の
ぢ
や
。

二
人
梯
梧
の
木
を
見
上
げ
る
。

梯
梧
の
葉
又
一
し
き
り
散
る
。

「
（
見
上
げ
て
）
散
る
散
る
。
あ
ふ
よ
く
散
る
な
あ

戸
「
散
る
べ
き
時
が
来
れ
ば
何
で
も
散
る
も
の
だ
。
散
る
べ
き
も
の
が
散
っ
て
仕
舞
え
ば
、
ま
た
新
し
い
花
が
真
赤
に
燃
え
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亀
川
と
宜
野
湾
の
意
見
の
対
立
は
、
前
者
が
「
支
那
の
保
護
」
を
と
い
う
の
に
対
し
、
後
者
は
「
大
和
の
勢
」
を
と
り
た
い
と
す
る

と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
た
。
両
者
の
違
い
を
端
的
に
示
す
一
百
葉
が
「
時
勢
」
で
あ
っ
た
。
宜
野
湾
は
「
只
時
勢
に
従
っ
て
行
く
だ
け
で
す
」

と
い
う
。
一
方
亀
川
は
「
時
勢
に
は
従
ひ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。

亀
川
が
、
「
時
勢
」
に
従
い
た
く
な
い
の
は
、
「
遠
く
は
慶
長
の
昔
、
尚
寧
王
の
御
事
も
あ
り
、
近
く
は
尚
豊
王
が
薩
摩
藩
島
津
公
か

ら
賜
っ
た
毒
茶
を
頂
い
て
突
然
莞
ぜ
ら
れ
た
事
」
が
あ
る
と
い
っ
た
「
卑
劣
な
事
」
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
「
い
じ
め

ら
れ
」
て
き
た
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
対
し
宜
野
湾
は
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
島
津
公
と
の
話
」

ず
る
例
規
に
擦
れ
ば
宜
野
湾
親
方
は
前
に
両
回
使
命
を
薩
州
に
奉
ず
る
を
以
て
今
度
の
使
命
を
免
る
べ
し
川
平
は
多
病
に
し
て
梯
航
銀

難
に
堪
へ
ざ
る
を
以
て
亀
川
を
副
使
に
命
ぜ
ら
る
然
る
に
亀
川
は
齢
六
句
を
超
え
衰
老
使
命
に
堪
へ
難
き
を
以
て
病
と
称
し
て
之
を
辞

す
故
に
宜
野
湾
に
改
め
命
ぜ
ら
る
亀
川
蟄
居
朝
せ
ず
数
十
日
終
に
宮
を
辞
す
」
と
謡
い
て
い
て
、
宜
野
湾
は
、
免
れ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
っ
た
使
命
を
奉
じ
、
使
命
を
奉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
っ
た
亀
川
は
そ
の
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
亀

川
と
宜
野
湾
の
確
執
は
、
そ
の
時
既
に
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

亀
川
抑
も
我
琉
球
国
は
古
い
昔
か
ら
支
那
皇
帝
の
鴻
恩
を
受
け
、
国
王
代
替
り
の
時
は
代
々
そ
の
冊
封
を
受
け
隔
年
毎
の
進
貢

は
も
と
よ
り
、
皇
帝
御
即
位
の
節
は
慶
賀
使
を
差
通
し
、
万
里
の
波
潟
を
越
え
て
彼
か
ら
受
け
る
御
恩
は
決
し
て
少
な
い
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
殊
に
清
朝
に
及
ん
で
は
優
渥
の
上
に
優
渥
を
加
へ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
今
そ
の
恩
を
忘
れ
、
支
那
と
の
交

り
を
絶
っ
て
了
っ
て
は
一
体
我
琉
球
は
ど
う
な
る
と
思
ひ
ま
す
か
。
勿
論
、
我
琉
球
は
海
洋
に
孤
立
し
た
弱
い
国
で
す
。
ど
う

し
て
支
那
の
保
護
が
な
く
し
て
国
が
建
っ
て
行
け
ま
す
か
。

宜
野
湾
（
静
か
に
）
支
那
か
ら
の
御
恩
は
決
し
て
忘
れ
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
然
し
大
和
の
勢
に
も
恐
れ
な
い
訳
に
は
行
き
ま
せ

ん
｡

６



ぐ
れ
た
劇
作
法
で
あ
っ
た
。

若
者
た
ち
の
「
人
選
」
を
巡
る
「
冗
談
」
に
よ
る
ど
た
ば
た
の
あ
と
、
内
地
へ
留
学
す
る
も
の
た
ち
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
く
が
、

そ
れ
は
「
知
花
親
雲
上
、
そ
れ
か
ら
松
島
里
之
子
、
知
念
里
之
子
、
津
波
古
里
之
子
、
亀
川
里
之
子
」
の
六
人
だ
と
い
う
。
し
か
し
そ

の
内
の
一
人
「
亀
川
里
之
子
」
は
欠
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

亀
川
親
方
が
、
息
子
の
内
地
留
学
に
反
対
し
た
た
め
で
、
そ
の
た
め
に
亀
川
里
之
子
は
、
昼
か
ら
酒
に
お
ぼ
れ
て
い
る
。
呑
ん
で
酔
っ

て
帰
る
息
子
と
出
会
っ
た
父
親
は
、
息
子
を
打
榔
、
「
お
前
に
何
の
不
満
が
あ
る
ん
だ
」
と
問
う
。

子
父
上
、
今
日
御
城
内
の
御
評
定
は
如
何
な
り
ま
し
た
で
せ
う
。

父
富
川
親
方
が
再
び
支
那
へ
嘆
願
に
行
く
事
に
定
っ
た
の
だ
。
今
度
こ
そ
は
大
丈
夫
だ
。

子
父
上
！
貴
方
は
未
だ
お
目
が
覚
め
ま
せ
ん
か
。

新
旧
世
代
の
衝
突
’
第
二
幕

「
隔
年
の
朝
貢
」
も
駄
目
だ
し
「
御
主
加
那
志
代
替
わ
り
の
時
に
も
冊
封
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
内
容
か
ら
な
る
松
田

に
よ
っ
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
「
詔
書
」
は
、
す
ぐ
に
城
下
の
若
者
た
ち
の
口
に
上
る
ま
で
に
な
る
。
そ
し
て
「
一
切
支
那
と
交
通
し
て

は
い
け
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
差
止
め
に
な
る
「
支
那
留
学
」
の
か
わ
り
に
な
さ
れ
る
「
内
地
に
留
学
」
の
件
に
関
す
る
罪
の
な
い

「
冗
談
」
の
や
り
と
り
が
、
第
二
幕
第
一
場
の
始
め
に
若
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
面
白
お
か
し
ぐ
演
じ
ら
れ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
王
国
の
将
来
に
関
わ
る
激
論
で
は
じ
ま
っ
た
序
幕
の
緊
張
を
緩
和
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
た
、
す

で
あ
り
「
今
度
は
畏
れ
多
く
も
朝
廷
か
ら
の
御
沙
汰
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
。

父
な
に
！
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第
二
幕
第
一
場
は
、
山
里
が
述
べ
て
い
た
「
親
子
の
新
旧
思
想
の
衝
突
」
を
取
上
げ
た
箇
所
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
親
子
の

衝
突
を
劇
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
「
学
事
修
業
時
情
通
知
ノ
為
人
撰
」
は
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
。

第
二
幕
は
、
「
親
子
の
新
旧
思
想
の
衝
突
」
だ
け
を
取
上
げ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
第
二
幕
第
二
場
は
「
亀
川
親
方
の
宅
」
の
場
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
は
池
城
里
之
子
と
の
「
衝
突
」
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

池
城
里
之
子
は
、
亀
川
親
方
の
娘
思
鶴
の
許
婚
で
あ
る
。
「
序
幕
」
で
、
宜
野
湾
親
方
の
も
と
を
「
談
論
無
用
」
だ
と
し
て
去
ろ
う

と
し
た
亀
川
親
方
を
引
き
と
め
る
か
た
ち
で
登
場
し
、
「
宜
野
湾
親
方
の
御
心
を
も
っ
と
お
察
し
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
の
へ
「
お
前

も
大
和
党
か
」
と
難
詰
さ
れ
た
あ
と
、
「
お
前
に
は
色
々
話
す
こ
と
も
あ
る
か
ら
家
に
待
っ
て
ゐ
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
る
。

池
城
里
之
子
が
亀
川
邸
に
や
っ
て
き
た
の
は
そ
の
た
め
だ
け
で
な
く
思
鶴
と
の
「
婚
礼
」
を
一
月
後
に
控
え
て
い
る
た
め
で
も
あ
る

が
、
亀
川
が
「
家
に
待
っ
て
ゐ
て
く
れ
」
と
い
っ
た
の
は
、
「
婚
礼
」
の
件
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

府
は
、
知
花
里
之
子
親
雲
上
』

子
歳
十
九
、
津
波
古
子
歳
十
一

山
里
の
史
実
の
改
変
は
、
》

だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

松
田
道
之
の
読
み
上
げ
た
「
詔
書
」
に
は
清
帝
即
位
の
際
の
「
慶
賀
使
」
の
派
遣
禁
止
、
国
王
代
替
の
際
の
「
冊
封
」
の
禁
止
と
い
っ

た
事
項
だ
け
で
な
く
、
「
学
事
修
業
時
情
通
知
ノ
為
人
撰
ノ
上
少
壮
ノ
者
十
名
程
上
京
可
致
事
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
首
里
王

府
は
、
知
花
里
之
子
親
雲
上
歳
二
十
九
、
安
村
親
雲
上
歳
二
十
八
、
松
島
里
之
子
親
雲
上
歳
二
十
八
、
知
念
里
主
歳
二
十
、
大
里
里
之

子
歳
十
九
、
津
波
古
子
歳
十
八
の
六
名
の
「
上
京
者
」
名
簿
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
亀
川
里
之
子
の
名
前
は
な
い
。

山
里
の
史
実
の
改
変
は
、
期
日
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
舞
台
を
劇
的
な
も
の
に
す
る
上
で
の
必
要
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
史
実
に
こ

子
貸
方
に
は
時
勢
が
お
解
り
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
父
上
ど
う
ぞ
私
を
大
和
へ
留
学
さ
せ
て
下
さ
い
。

父
お
前
の
性
根
は
未
だ
な
ほ
ら
な
い
の
だ
な
。
貴
様
の
曲
っ
た
性
根
は
こ
う
し
て
な
ほ
し
て
く
れ
る
。

父
、
再
び
子
を
打
榔
す
る
。
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亀
川
は
、
池
城
が
現
れ
る
と
早
速
「
支
那
へ
行
く
気
は
な
い
か
」
と
問
う
。
池
城
が
「
何
し
に
支
那
へ
」
と
問
い
返
す
と
「
学
問
を

し
に
」
だ
と
い
い
、
「
出
世
が
し
た
く
な
い
の
か
」
と
言
う
。
池
城
は
、
「
支
那
で
学
問
し
て
」
き
た
と
し
て
も
、
今
の
時
代
に
は
出
世

の
役
に
立
つ
と
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
。
亀
川
は
、
翻
意
を
促
さ
ん
と
し
て
「
三
司
官
が
皆
支
那
へ
留
学
し
た
人
達
で
あ
る
事
を
知
ら

な
い
の
か
」
と
畳
み
か
け
る
の
へ
、
池
城
は
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
話
で
「
こ
れ
か
ら
の
世
の
中
は
大
和
学
問
を
し
な
け
れ
ば
立
身
は

出
来
ま
い
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
応
じ
る
。

亀
川
は
、
池
城
が
宜
野
湾
の
感
化
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
「
宜
野
湾
が
そ
ん
な
に
偉
く
見
え
る
の
か
」
と
問
う
。
池
城
は

「
私
達
が
考
へ
て
ゐ
る
よ
り
も
っ
と
偉
い
人
だ
と
思
ひ
ま
す
」
と
答
え
る
。

亀
川
「
お
前
は
未
だ
子
供
だ
。
第
一
、
人
を
見
る
明
が
な
い
。
兎
に
角
こ
の
親
方
の
言
ふ
事
を
聞
い
た
ら
決
し
て
間
運
ひ
は
な

い
か
ら
、
家
の
真
山
戸
も
一
緒
に
支
那
へ
留
学
す
る
や
う
に
し
な
さ
い
。

池
城
折
角
で
ご
ざ
い
ま
す
が
お
断
り
致
し
ま
す
。

亀
川
断
る
？
（
き
っ
と
な
る
）
お
前
は
こ
の
翼
の
言
ふ
事
も
聞
か
な
い
の
か
。

池
城
そ
れ
と
こ
れ
と
は
別
問
題
だ
と
恩
ひ
ま
す
。

亀
川
貴
様
も
そ
れ
程
性
根
が
く
さ
っ
て
ゐ
る
の
か
（
立
上
る
）

亀
川
親
方
が
「
立
上
る
」
所
へ
「
真
山
戸
」
の
亀
川
里
之
子
が
現
れ
、
池
城
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
貴
方
が
時
勢
を
知
ら

な
い
」
の
だ
と
、
池
城
を
弁
護
す
る
。
「
貴
方
は
只
支
那
支
那
」
と
い
っ
て
い
る
が
二
体
支
那
が
ど
れ
ほ
ど
頼
み
に
な
る
と
」
思
っ

て
い
る
の
か
、
「
幸
地
親
方
が
嘆
願
に
行
っ
て
か
ら
半
年
に
な
る
迄
支
那
か
ら
何
等
の
救
ひ
も
来
な
い
」
で
は
な
い
か
、
老
人
は
そ
れ

で
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
若
い
も
の
と
っ
て
は
「
當
て
に
な
ら
な
い
も
の
を
鴬
に
し
て
待
つ
」
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
池
城
の
考
え
が

「
今
の
青
年
の
気
持
ち
」
で
あ
り
、
貴
方
に
は
「
今
の
青
年
の
気
持
は
わ
か
ら
な
い
」
の
だ
と
い
う
。
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第
二
幕
の
第
一
場
は
、
「
親
子
の
衝
突
」
を
描
い
て
い
た
が
、
第
二
場
は
、
婿
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
青
年
と
の
衝
突

が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
第
二
幕
は
、
「
新
旧
思
想
の
衝
突
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
勿

論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
動
乱
の
中
に
あ
っ
て
も
「
縫
い
物
」
を
す
る
生
活
、
親
、
兄
弟
を
慕
い
、
恋
す
る
心
を
失
う
こ
と
の
な
い
青

春
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
家
庭
生
活
の
中
ま
で
、
否
応
な
く
動
乱
が
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
、
第
二
幕

は
ま
た
如
実
に
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

序
幕
か
ら
第
二
幕
に
か
け
て
は
、
亀
川
親
方
と
宜
野
湾
親
方
、
亀
川
親
方
と
亀
川
里
之
子
、
亀
川
親
方
と
池
城
里
之
子
と
い
っ
た
よ

う
に
舞
台
は
進
行
し
て
い
た
。
時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
行
き
そ
う
な
人
物
が
、
劇
を
進
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
落
城
」

の
物
語
に
そ
れ
は
ふ
さ
わ
し
い
展
開
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

亀
川
は
、
親
に
逆
ら
う
の
か
と
い
い
「
拳
を
振
り
上
げ
て
息
子
を
打
た
う
と
す
る
」
が
妻
の
ま
か
と
に
止
め
ら
れ
る
。

亀
川
の
悲
憤
は
お
さ
ま
ら
ず
、
池
城
に
向
っ
て
「
も
う
貴
様
と
は
婿
で
も
な
い
翼
で
も
な
い
。
帰
れ
！
」
と
怒
鳴
る
。

亀
川
が
去
っ
た
後
、
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
池
城
の
と
こ
ろ
へ
思
鶴
が
走
り
出
て
き
て
と
り
す
が
る
。

思
鶴
お
父
様
は
、
お
父
様
は
（
泣
く
）

池
城
お
父
様
が
悪
い
の
ぢ
や
な
い
。
時
代
が
悪
い
の
だ
。

思
鶴
妾
達
は
ど
う
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

池
城
思
鶴
、
二
人
共
惑
い
時
代
に
生
れ
合
せ
た
の
が
一
番
不
幸
だ
っ
た
。

思
鶴
お
（

池
城
お
（

思
鶴
妾
一

池
城
思
一

思
鶴
で
・

池
城
心
｛

て
来
る
。 心
配
す
る
事
は
な
い
。
今
に
新
し
い
時
代
が
来
る
の
だ
。
吾
々
が
、
も
っ
と
人
間
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
時
代
が
屹
度
や
つ

で
も
、
で
も
．
・
・
・
．
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第
三
幕
の
ト
書
き
に
記
さ
れ
た
期
日
「
明
治
十
一
一
年
三
月
二
十
七
日
」
は
、
『
琉
球
見
聞
録
』
記
載
の
期
日
に
従
え
ば
、
尚
泰
が
首

里
城
を
出
る
前
々
日
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
明
治
八
年
八
月
二
十
日
（
旧
七
月
二
十
日
）
」
で
あ
る
。

明
治
八
年
八
月
二
十
日
「
摂
政
三
司
官
は
松
田
大
丞
の
説
明
書
弁
論
の
為
め
與
那
原
親
方
幸
地
親
方
喜
屋
武
親
雲
上
内
間
親
雲
上

明
治
新
政
府
と
琉
球
王
庁
と
の
応
酬
’
第
三
幕

舞
台
の
第
一
一
一
幕
は
「
明
治
十
一
一
年
一
一
一
月
二
十
七
日
首
里
城
大
広
間
」
で
「
舞
台
上
手
に
は
琉
球
処
分
官
内
務
大
書
記
松
田
道
之

（
四
十
歳
）
木
梨
清
一
郎
等
内
務
省
の
二
三
の
官
吏
、
下
手
に
は
亀
川
親
方
、
津
波
古
親
方
、
浦
添
親
方
、
富
川
親
方
、
池
城
親
方
等

が
相
対
し
て
坐
っ
て
居
る
」
場
で
、
津
波
古
親
方
の
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
く
。

津
波
古
此
琉
球
は
昔
か
ら
支
那
に
朝
貢
を
っ
か
は
し
、
又
国
王
代
替
り
の
節
は
支
那
皇
帝
の
冊
封
を
受
け
る
等
支
那
か
ら
受
け

た
恩
は
決
し
て
少
な
い
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
今
琉
球
が
そ
の
恩
を
忘
れ
支
那
と
離
れ
ま
し
た
ら
、
国
と
し
て
の
信
義
が

津
波
古
の
言
葉
に
松
田
は
次
の
よ
う
に
応
じ
る
。

松
田
貴
方
の
言
は
れ
る
事
は
一
応
道
理
の
や
う
で
す
が
、
然
し
考
へ
て
見
ま
す
る
に
支
那
か
ら
色
々
な
恩
を
受
け
た
国
は
只
琉

球
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
支
那
は
も
と
よ
り
他
の
国
々
よ
り
先
に
開
け
ま
し
た
為
、
日
本
も
彼
か
ら
孔
孟
の
道
を
学
び
、

支
那
の
文
字
を
用
ふ
る
等
共
恩
は
決
し
て
少
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
然
し
、
今
で
は
支
那
よ
り
も
開
け
た
欧
米
各
国
の
学

問
を
学
ん
で
文
明
開
化
に
進
み
、
彼
等
か
ら
受
け
た
恩
た
る
や
叉
支
那
の
そ
れ
と
異
な
り
ま
せ
ん
．
ｌ
今
琉
球
が
従
前
の
通

り
支
那
日
本
の
両
国
に
属
し
た
ま
ま
、
自
分
の
立
つ
処
を
失
っ
た
時
に
は
、
も
し
日
支
戦
を
交
え
た
時
当
藩
は
日
支
何
れ
へ
も

付
き
が
た
く
、
実
に
困
っ
た
立
場
に
な
る
で
せ
う
。
だ
か
ら
宜
し
く
万
国
の
形
勢
を
察
し
支
那
と
離
れ
る
事
が
目
下
当
藩
の
と

付
き
が
た
く
、
実
に
困
っ
た
一

る
可
き
道
か
と
思
は
れ
ま
す
。

何
処
に
立
つ
で
せ
う
。
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第
三
幕
の
松
田
、
津
波
古
等
の
議
論
は
、
九
項
目
を
「
朗
読
し
仏
て
左
の
弁
論
を
な
し
た
る
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
弁
明
書
」
を

め
ぐ
る
論
議
を
踏
ま
え
て
栂
成
し
な
お
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

山
里
が
第
一
一
一
幕
の
「
首
里
城
内
の
大
広
間
」
の
場
の
期
日
を
「
明
治
十
一
一
年
三
月
一
一
十
七
日
」
に
し
た
の
は
「
来
る
三
十
一
日
（
旧

三
月
九
日
）
正
午
十
二
時
限
り
居
城
退
去
、
尚
泰
東
京
へ
出
発
迄
は
嫡
子
尚
典
の
邸
宅
へ
居
住
す
る
事
」
と
繋
げ
る
必
要
か
ら
出
て
き

た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
八
年
か
ら
十
一
．
年
ま
で
の
経
緯
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
琉
球
王
府
の
優
柔
不
断
策
と
で
も
い
え
る
言

を
左
右
に
し
た
処
分
延
期
画
策
の
繰
り
返
し
に
終
始
し
た
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
り
、
決
定
的
な
動
き
が
見
ら
れ
な
い
時
期
で
あ
っ

た
。
八
年
に
下
さ
れ
た
処
分
策
が
断
行
さ
れ
た
の
が
十
二
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
り
、
劇
の
作
法
と
し

て
当
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
明
治
政
府
の
琉
球
政
庁
に
対
す
る
圧
制
と
恐
か
つ
」
を
取
上
げ
た
第
三
幕
は
、
そ
の
よ
う
に
、
史
実
の
期
日
を
大
き
く
変
え
て
い

た
が
、
そ
れ
は
、
「
圧
制
と
恐
か
つ
」
を
鮮
明
に
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
し
、
ま
た
山
里
は
、
そ
の
こ
と
を
際
立
た
せ
る
た

め
の
後
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
滴
国
に
関
す
る
件
に
的
を
絞
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
「
支
那
党
」
対
「
大
和
党
」
の
対
立
に
焦
点
を
絞
っ

た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
治
八
年
六
月
十
二
日
（
新
七
月
十
四
日
）
松
田
道
之
が
、
三
司
官
を
は
じ
め
衆
官
を
前
に
一
一
一
條

実
美
の
「
書
簡
及
び
己
が
説
明
書
」
を
朗
読
し
た
、
そ
の
「
説
明
書
」
の
最
後
に
見
ら
れ
る
「
鎮
台
分
営
ヲ
被
囲
事
」
に
つ
い
て
は
ま
つ

論
番
」
を
提
出
。

（
大
宜
味
親
方
の
長
男
）
新
里
親
雲
上
（
伊
舎
堂
親
方
の
長
男
）
を
伴
ひ
松
田
大
丞
の
旅
館
に
到
れ
ば
松
田
伊
地
知
其
他
官
員
列
席
し

て
相
見
る
松
田
曰
其
方
の
情
実
は
予
巳
に
了
承
せ
り
本
日
は
専
ら
条
理
を
以
て
充
分
弁
論
を
尽
さ
れ
た
し
又
互
に
役
場
を
離
れ
一
巳
人

の
資
格
を
以
て
意
見
の
あ
る
所
を
腹
蔵
な
く
吐
露
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
浦
添
答
て
口
頭
を
以
て
は
言
ひ
尽
し
難
き
も
あ
り
且
誤
謬
を

生
ず
る
の
虞
あ
る
を
以
て
弁
論
書
を
調
整
し
来
れ
り
高
覧
に
供
せ
ん
と
云
て
左
の
雷
面
を
提
出
せ
り
」
と
し
て
九
項
目
か
ら
な
る
「
弁
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た
く
触
れ
ら
れ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
鎮
台
分
営
」
設
置
の
件
に
つ
い
て
は
明
治
八
年
五
月
七
日
「
其
藩
内
保
護
ノ
為
メ
第
六
軍
営
熊
本
鎮
台
分
遣
隊
被
置
候
條
此
旨
相

達
侯
事
」
と
し
て
真
っ
先
に
通
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
松
田
は
そ
れ
が
最
重
要
事
で
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
て
「
説
明
書
」
の

最
後
に
「
鎮
台
分
営
ヲ
被
置
事
」
を
付
け
加
え
た
と
い
え
る
。

「
説
明
書
」
は
ま
ず
「
此
件
ハ
既
二
御
達
シ
ニ
相
成
り
ダ
ル
部
二
属
セ
リ
抑
モ
政
府
ノ
国
内
ヲ
経
営
ス
ル
ニ
當
テ
ハ
其
要
地
所
在
二

鎮
台
又
ハ
分
営
ヲ
散
置
シ
テ
以
テ
其
地
方
ノ
変
二
備
フ
是
政
府
国
土
人
民
ノ
安
寧
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
本
分
義
務
ニ
シ
テ
他
ヨ
リ
之
ヲ
拒
ミ

得
ル
ノ
権
利
ナ
シ
是
断
然
御
達
シ
ニ
相
成
り
ダ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

藩
内
姑
息
ノ
人
或
ハ
言
ハ
ン
夫
レ
琉
球
ハ
南
海
ノ
ー
孤
島
ニ
シ
テ
如
何
ナ
ル
兵
備
ヲ
為
シ
如
何
ナ
ル
方
策
ヲ
設
ク
ル
ト
モ
以
テ

他
ノ
敵
国
外
患
二
當
ル
ベ
キ
カ
ナ
シ
此
小
国
ニ
シ
テ
兵
ア
リ
カ
ア
ル
ノ
形
ヲ
示
サ
バ
却
テ
求
テ
敵
国
外
患
ヲ
招
ク
ノ
基
ト
ナ
リ
国

遂
二
危
シ
寧
口
兵
ナ
ク
カ
ナ
ク
惟
礼
儀
柔
順
以
テ
外
二
対
シ
所
謂
柔
能
制
剛
ヲ
以
テ
国
ヲ
保
ツ
ー
如
カ
ズ
ト
此
言
ヤ
琉
球
ヲ
｜
独

立
国
卜
見
微
シ
独
力
自
ラ
他
二
富
ル
ノ
責
ヲ
有
ス
ル
ノ
論
二
似
タ
リ
其
見
識
亦
大
二
謬
し
り
抑
モ
琉
球
ハ
此
政
府
版
図
ノ
ー
国
ニ

シ
テ
独
自
他
二
當
ル
ベ
キ
ノ
責
ナ
ク
其
強
卜
云
上
弱
卜
云
う
皆
日
本
全
国
ノ
責
メ
ナ
リ
敵
国
外
患
ノ
琉
球
二
於
ケ
ル
政
府
基
ヨ
リ

琉
球
一
国
ノ
事
ヲ
以
テ
処
分
セ
ズ
即
チ
日
本
全
国
カ
ヲ
以
テ
之
二
富
ル
ベ
シ
彼
亦
琉
球
一
国
ヲ
以
テ
敵
ト
シ
視
ズ
日
本
全
国
ヲ
以

テ
敵
ト
シ
視
ル
ペ
シ
故
二
豈
二
琉
球
一
地
方
ノ
形
二
因
テ
敵
国
外
患
ヲ
防
グ
ノ
得
失
二
関
セ
ン
ヤ

「
説
明
書
」
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
鎮
台
分
営
の
設
置
に
は
反
対
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
由
は
、
兵
を
備
え
る
こ
と
で

外
敵
を
招
き
、
果
て
は
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
、
と
い
う
認
識
が
琉
球
の
官
員
た
ち
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
明
治
政
府
は
こ

の
こ
と
は
、
確
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
い
か
な
る
反
論
が
あ
ろ
う
と
も
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
速
や
か
に
「
遵

奉
」
す
る
よ
う
に
と
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
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山
里
が
「
鎮
台
分
営
」
設
置
の
件
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
の
は
、
清
国
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
「
日
本
党
」
「
支
那
党
」
の
確
執
に

焦
点
を
絞
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
「
説
明
書
」
の
総
て
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
劇
を
解
体
す
る
危
険
が
あ
っ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
が
上
演
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
年
三
月
で
あ
る
。
前
年
の
「
昭
和
四
年
一
月
に
は
演
芸
場
や
活
動
写
真
館
に
対
す

る
取
締
規
則
が
改
定
さ
れ
」
て
い
く
が
、
「
禁
止
条
項
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
の
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

｜
勧
善
懲
悪
ノ
趣
旨
二
背
戻
ス
ル
モ
ノ

ニ
嫌
悪
卑
狼
又
ハ
惨
酷
二
渉
ル
モ
ノ

三
犯
罪
ノ
手
段
方
法
ヲ
誘
致
助
成
ス
ル
虞
ア
ル
モ
ノ

四
濫
二
時
事
ヲ
調
シ
又
ハ
政
談
二
紛
ハ
シ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

五
国
交
親
善
ヲ
阻
害
ス
ル
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

六
悪
戯
ヲ
誘
致
ス
ル
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

七
教
育
上
悪
影
響
ヲ
及
ホ
ス
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

八
演
劇
興
業
ニ
シ
テ
演
劇
二
紛
ハ
シ
キ
言
辞
所
作
ヲ
為
ス
モ
ノ

こ
れ
ら
の
「
禁
止
事
項
」
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
芝
居
が
「
禁
止
」
に
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い
つ

「
首
里
城
明
渡
し
」
が
「
禁
止
」
を
く
ぐ
り
抜
け
え
た
の
は
、
「
明
治
政
府
の
琉
球
政
庁
に
対
す
る
圧
制
と
恐
か
つ
」
を
前
面
に
押
し

出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
「
禁
止
事
項
」
の
四
五
で
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二

て
い
い
だ
ろ
う
。
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守
る
べ
き
も
の
’
第
四
幕

第
四
幕
第
一
場
は
、
「
明
治
十
二
年
三
月
二
十
九
日
の
暮
方
」
「
上
手
か
ら
多
く
の
筑
佐
事
や
夫
卒
達
が
城
内
の
色
々
な
道
具
類
長
持

等
を
中
城
御
殿
に
持
ち
運
ん
で
居
る
、
そ
れ
を
途
中
で
兵
士
の
「
二
が
一
々
看
査
し
て
ゐ
る
」
場
で
あ
る
。

『
琉
球
見
聞
録
』
は
、
「
明
治
十
二
年
三
月
二
十
七
日
於
首
里
城
内
」
と
し
て
、
処
分
官
内
務
大
書
記
官
松
田
道
之
記
名
に
な
る
旧
琉

球
藩
王
尚
泰
宛
の
文
書
「
今
般
処
分
上
ノ
都
合
有
之
二
付
旧
藩
簿
書
類
所
蔵
ノ
場
所
ハ
封
絨
候
條
同
所
ノ
物
件
ヲ
調
査
又
ハ
他
二
出
ス

等
ノ
節
ハ
城
中
二
出
張
ノ
内
務
省
官
吏
二
照
会
ノ
上
其
立
会
ヲ
得
テ
取
計
可
有
之
当
方
ヨ
リ
調
査
致
候
節
ハ
旧
藩
吏
ノ
立
会
ヲ
得
テ
取

計
可
申
候
且
又
各
所
ノ
城
門
ハ
巡
査
ヲ
シ
テ
護
衛
セ
シ
メ
候
條
城
内
ヨ
リ
他
二
出
ス
物
件
ハ
大
小
ヲ
問
ハ
ズ
且
又
城
中
二
出
頭
ノ
内
務

官
吏
ノ
検
査
ヲ
受
ケ
其
印
鑑
ヲ
得
テ
通
行
候
様
取
計
可
有
之
侯
也
」
の
条
、
そ
し
て
二
十
八
日
の
「
旧
藩
吏
連
著
」
に
な
る
「
嘆
願
書
」

を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
松
田
が
そ
の
「
嘆
願
書
」
を
見
も
せ
ず
差
し
戻
し
「
三
司
官
は
来
る
九
日
（
新
三
十
一
日
）
居
城
引
渡
し
の

手
続
き
を
為
さ
或
る
べ
か
ら
ざ
る
に
因
り
首
里
各
村
士
族
平
民
強
壮
の
者
悉
く
明
朝
よ
り
城
府
に
参
集
す
べ
き
の
令
を
発
せ
ら
れ
た
り
」

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
き
記
し
て
い
る
。

島
袋
光
裕
は
、
昭
和
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
「
大
正
劇
場
」
の
様
子
を
回
想
し
「
社
会
的
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
危

機
が
深
刻
の
度
合
い
を
深
め
た
こ
ろ
で
、
失
業
者
は
巷
間
に
あ
ふ
れ
、
農
村
の
貧
苦
は
極
度
に
達
し
た
。
労
働
争
議
や
小
作
争
議
が
お

こ
っ
た
り
し
て
、
民
衆
の
政
治
的
要
求
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
政
治
権
力
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
中
で
育
っ
て
き
た

自
由
主
義
思
想
を
弾
圧
し
は
じ
め
、
軍
国
主
義
が
台
頭
し
て
き
た
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
演
ぜ
ら
れ
た
翌
昭
和

六
年
九
月
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
鎮
台
分
営
設
置
」
に
関
わ
る
遣
り
取
り
な
ど
と
り
あ
げ
よ
う
も
の
な
ら
、
そ

れ
こ
そ
、
す
ぐ
に
「
禁
止
」
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
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兵
士
の
一
待
て
！
そ
の
乗
物
は
誰
の
乗
物
だ
！

筑
佐
事
御
王
加
那
志
の
御
乗
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。

兵
士
の
一
中
を
調
べ
る
か
ら
簾
を
開
け
ろ
！

池
城
里
之
子
（
前
に
進
み
出
て
）
怪
し
い
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
御
通
し
願
い
ま
す
。

兵
士
の
一
な
ら
ぬ
！
取
調
べ
た
上
で
な
け
れ
ば
一
歩
た
り
と
も
此
処
を
通
す
事
は
ま
か
り
な
ら
ぬ
。

山
里
は
「
御
王
加
那
志
」
を
趣
術
す
る
も
の
の
一
人
と
し
て
亀
川
親
方
に
「
不
埒
者
」
と
の
の
し
ら
れ
た
池
城
里
之
子
を
登
場
さ
せ

て
い
た
。
彼
だ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
亀
川
親
方
に
「
畜
生
に
も
劣
っ
た
奴
」
と
し
て
の
の
し
ら
れ
た
子
息
亀
川
里
之
子
も
登
場
さ
せ

第
四
幕
の
第
一
場
」

映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

同
七
日
衆
官
吏
及
び
士
族
平
民
数
百
人
参
集
し
た
れ
ば
下
庫
理
書
院
近
習
内
宮
各
所
よ
り
藩
王
儀
状
薗
簿
器
具
図
審
及
び
衣
衾

絹
続
布
疋
等
を
蔵
む
る
箱
櫃
箪
笥
其
他
数
百
年
来
経
営
聚
蔵
せ
ら
れ
た
り
し
百
般
の
器
具
物
件
を
悉
く
中
庭
に
持
ち
出
し
何
畳
堆

積
す
る
こ
と
山
の
如
し
之
を
荷
造
り
し
て
夫
卒
に
荷
櫓
せ
し
め
紳
徒
士
輩
之
を
護
衛
し
中
城
殿
及
按
司
親
方
等
の
大
家
に
運
搬
し

朝
よ
り
晩
に
至
る
ま
で
絡
縛
相
絶
え
ず
喧
駕
雑
返
し
満
城
騒
擾
を
極
む
城
門
を
出
る
に
造
ん
で
は
守
衛
の
巡
査
等
一
々
封
絨
を
開

き
鍵
鎖
を
解
き
看
査
す
封
鎖
を
解
く
こ
と
稻
々
怠
慢
す
る
と
き
は
叱
建
呵
責
し
則
ち
所
持
の
棒
剣
を
以
て
之
を
打
撃
し
内
宮
の
装

蔵
具
其
他
秘
密
の
器
具
破
壊
せ
ら
れ
た
る
も
の
勘
か
ら
ず
此
夕
藩
王
（
王
妃
前
に
蕊
ず
）
及
両
夫
人
（
松
川
按
司
平
良
按
司
）
令

息
令
壌
等
各
轆
輿
に
駕
せ
ら
れ
近
侍
の
臣
士
嫌
妾
侍
碑
等
数
十
人
を
伴
ひ
城
府
を
退
き
王
世
子
尚
典
公
の
邸
即
ち
中
府
殿
へ
移
り

行
き
玉
ふ
按
司
親
方
衆
官
吏
百
余
人
各
村
士
族
百
余
人
前
後
左
右
に
護
衛
排
列
し
た
り
鳴
呼
二
百
七
十
一
年
前
寧
王
薩
兵
に
通
ら

れ
城
府
を
引
渡
し
三
司
官
名
護
親
方
の
邸
に
退
き
移
り
玉
ひ
た
る
と
全
く
符
節
を
合
は
す
が
如
し

四
幕
の
第
一
場
は
右
の
箇
所
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
が
、
そ
こ
に
は
、
琉
球
に
や
っ
て
き
た
兵
士
ら
の
傲
慢
な
態
度
が
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山
里
は
、
「
中
学
時
代
『
琉
球
見
聞
録
』
を
読
ん
で
、
こ
こ
で
思
わ
ず
涙
が
こ
み
あ
げ
て
来
た
記
憶
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
。
「
こ

こ
で
」
と
い
う
の
は
、
「
荷
造
り
し
て
夫
卒
に
荷
措
せ
し
め
」
以
下
の
文
章
を
指
し
て
い
る
が
、
山
里
は
「
荷
造
り
し
て
」
以
下
の
文

章
を
引
用
し
た
あ
と
で
「
そ
の
と
き
、
松
山
王
子
尚
順
は
、
ま
だ
五
歳
。
そ
の
夜
の
も
の
も
の
し
さ
は
子
供
心
に
も
、
は
っ
き
り
脳
裏

に
焼
き
つ
い
て
い
る
と
私
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
亡
国
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
亡
国
の
姿
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
運
び
出
す
荷
物
を
一
つ
一
つ
、
途
中
で
点
検
し
、
鶴
膳
す
る
者
は
棒
や
剣
で
殴
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
聞
い

た
だ
け
で
も
無
念
な
話
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
。
山
里
は
「
思
わ
ず
涙
が
こ
み
あ
げ
て
来
た
」
ほ
ど
に
「
無
念
な
話
」
を
無
念
な
ま

ま
に
終
わ
り
に
し
た
く
な
か
っ
た
。
第
四
幕
第
二
場
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。

第
四
幕
第
二
場
は
、
亀
川
と
池
城
が
城
内
に
忍
び
込
み
、
「
御
印
判
」
を
探
し
出
し
持
ち
出
そ
う
と
し
た
時
、
見
張
り
の
兵
士
た
ち

に
見
つ
か
り
、
乱
闘
が
始
ま
る
。
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
な
か
で
行
わ
れ
る
唯
一
の
活
劇
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
や
ら

亀
川
里
之
子
（
進
み
⑩

『
琉
球
見
聞
録
』
に
は
、
錘

付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
い
た
・
彼
等
の
登
場
は
、
首
里
城
は
明
け
渡
さ
れ
て
も
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
事
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

尚
泰
王
あ
ま
り
取
急
い
だ
為
御
印
判
を
霞
忘
れ
て
来
た
。
誰
れ
か
取
り
に
や
っ
て
は
く
れ
ま
い
か
。

津
波
古
御
印
判
を
？
（
鷲
ろ
く
）
只
今
と
っ
て
参
り
ま
す
か
ら
ｌ

役
人
津
波
古
親
方
！
御
城
の
御
門
は
只
今
全
部
閉
ま
り
ま
し
た
。

繍
波
古
何
‐
御
城
の
御
門
が
閉
っ
た
と
申
す
か
Ｉ
鱸
れ
か
こ
れ
か
ら
御
城
へ
引
き
か
へ
し
御
印
判
を
取
っ
て
来
る
勇
士
は
層

津
波
古
何
！
御
城
の
御
門
が

な
い
か
（
一
同
を
見
回
す
）
。

（
進
み
出
る
）
津
波
古
親
方
そ
の
役
目
是
非
私
に
仰
付
け
下
さ
い
。

に
は
、
無
論
こ
の
よ
う
な
記
録
は
な
い
。
山
里
の
創
作
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
場
を
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れ
っ
ぱ
な
し
で
あ
っ
た
の
が
、
は
じ
め
て
や
り
か
え
す
場
面
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
や
っ
た
の
が
亀
川
と
池
城
で
あ
る
。

亀
川
、
池
城
は
、
と
も
に
亀
川
親
方
か
ら
罵
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
「
大
和
党
」
で
あ
っ
た
。
父
親
に
そ
む
い
て
ま
で
も
「
大
和
に
留

学
し
た
い
」
と
い
い
、
舅
に
な
る
人
の
言
に
反
し
「
大
和
学
問
」
の
必
要
を
説
い
た
者
が
、
意
に
反
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
大
和
」
を

向
こ
う
に
回
し
て
、
死
力
を
つ
く
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
守
る
べ
き
も
の
の
た
め
に
、
死
力
を
尽
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
御
印

判
」
と
は
、
他
で
も
な
く
、
「
王
国
の
誇
り
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
大
和
党
」
と
は
い
え
、
そ
し
て
「
時
勢
」
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
と
は
い
え
、
「
王
国
の
誇
り
」
を
失
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
五
幕
は
、
｜

が
下
ろ
さ
れ
る
。

ロ
立
て
の
自
在
性
’
第
五
幕

第
五
幕
は
、
「
御
印
判
」
が
亀
川
の
手
で
津
波
古
に
届
け
ら
れ
、
津
波
古
か
ら
尚
泰
に
渡
さ
れ
る
場
で
、
劇
は
次
の
よ
う
な
形
で
幕

津
波
古
取
っ
て
参
っ
た
か
。
二
人
共
天
晴
れ
な
若
者
ぢ
や
。

津
波
古
．
御
印
判
を
御
王
加
那
志
に
お
渡
し
す
る
。

尚
泰
王
亀
川
、
池
城
、
今
日
は
余
が
礼
を
申
す
ぞ
。

亀
川
、
地
域
も
っ
た
い
な
う
ご
ざ
い
ま
す
。

尚
泰
王
舞
台
手
前
へ
進
み
出
る
。

尚
泰
王
あ
些
御
城
が
見
え
る
。
ｌ
暮
れ
て
行
く
夕
空
に
く
っ
き
り
と
浮
ん
で
見
え
る
．
ｌ
幼
な
い
時
か
ら
住
み
な
れ
た
所
、

先
祖
代
々
つ
た
へ
ら
れ
た
御
城
、
そ
れ
と
別
れ
る
の
が
余
は
一
番
寂
し
い
。

一
同
皆
泣
く
と
こ
ろ
で
、
ｌ
静
か
に
幕
Ｉ
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「
首
里
城
明
渡
し
」
に
つ
い
て
、
初
演
の
際
松
田
道
之
と
宜
野
湾
親
方
の
二
役
を
演
じ
た
島
袋
光
裕
は
、
昭
和
四
九
年
「
琉
球
放
送

二
十
年
祭
」
で
同
劇
が
再
上
演
さ
れ
た
時
、
尚
泰
を
演
じ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
。
暗
中
模
索
す
る
政
治
情
勢
の
中
で
世
情
に
う
と
い
首
里

王
府
の
役
人
た
ち
が
う
ご
め
き
、
苦
し
み
、
疑
い
合
い
な
が
ら
、
心
の
片
す
み
で
は
自
己
保
身
に
窮
々
と
す
る
。
首
里
城
を
追
わ

れ
、
中
城
御
殿
に
幽
閉
さ
れ
た
尚
泰
が
、
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
「
先
祖
代
々
に
伝
わ
る
首
里
城
も
、
私
の
世
に
な
っ
て
失
う
の
か
！
」

と
歎
く
場
面
で
幕
が
お
り
た
の
に
、
観
客
は
し
ば
ら
く
席
を
立
と
う
と
し
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
何
か
が
完
結
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
観
客
の
胸
中
に
は
ま
だ
歴
史
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
続
き
、
増
殖
を
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
、
長
い
こ
と
舞
台
を
踏
ん
で
い
る
と
役
者
の
立
場
か
ら
も
意
味
が
よ
く
わ
か
る
。

喜
劇
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
の
で
は
見
ら
れ
な
い
現
象
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
や
は
り
沖
縄
の
歴
史
の
重
み
で
は
な
い
か
。

島
袋
は
、
芝
居
が
終
わ
っ
て
も
観
客
は
立
と
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
芝
居
が
観
客
に
深
い
感
動
を
与
え
た
と
い
う
こ

と
の
別
言
に
他
な
ら
な
い
が
、
島
袋
は
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
「
増
殖
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た

の
は
「
沖
縄
の
歴
史
の
重
み
」
の
故
で
は
な
い
か
と
し
て
い
た
。

島
袋
の
感
想
は
、
昭
和
四
九
年
に
演
じ
た
際
の
観
客
の
反
応
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
九
年
と
い
え
ば
、
二
七
年
間

の
米
国
統
治
か
ら
日
本
に
「
復
帰
」
し
て
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
世
替
わ
り
を
体
験
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
観
客

は
、
や
は
り
世
替
わ
り
を
描
い
て
い
た
舞
台
に
、
他
人
事
で
は
な
い
も
の
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
原
作

に
は
見
ら
れ
な
い
セ
リ
フ
と
微
妙
に
関
係
し
て
い
た
か
に
恩
え
る
節
が
あ
る
。

山
里
の
「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
共
通
語
で
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
舞
台
は
共
通
語
で
演
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
矢
野
輝
雄
は
「
こ
の
原
作
は
、
共
通
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
役
者
は
各
自
こ
れ
を
方
言
に
あ
ら
た
め
て
演
じ
た
が
、
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池
城
お
疲
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
、
も
う
お
寝
み
に
な

り
ま
し
て
は
、

〈
尚
泰
う
な
ず
く
〉

歌
（
散
山
節
）

戦
世
も
済
ま
ち
み
ろ
く
世
も
や
が
て

嘆
く
な
よ
臣
下
命
ど
宝

亀
川
池
城
親
方
、
御
印
麺

〈
御
印
判
を
池
城
に
渡
す
〉

池
城
二
人
共
天
晴
れ
じ
一

〈
尚
泰
に
渡
す
。
〉

尚
泰
亀
川
に
池
城
、

〈
両
人
手
を
突
く
。
〉

こ
の
芝
居
は
、
配
役
に
名
優
を
え
た
こ
と
か
ら
、
せ
り
ふ
も
優
れ
、
こ
と
に
伊
良
波
の
扮
し
た
尚
泰
王
な
ど
は
、
王
の
娘
の
漢
名
憲
和

夫
人
が
見
て
も
そ
っ
く
り
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
、
そ
の
せ
り
ふ
の
う
ま
さ
は
原
作
以
上
で
あ
る
と
作
者
は
激
賞
し
て
い
る
」
と
い
い
、

｜
ｂ

そ
し
て
「
以
下
大
詰
を
原
作
と
現
在
の
舞
台
を
比
較
し
て
み
よ
う
」
と
し
て
、
「
原
作
」
と
そ
の
「
訳
」
を
出
し
て
い
る
。

（
原
作
）

（
訳
）

〈
亀
川
、
御
印
判
を
持
っ
て
出
て
く
る
。
〉

娘
ら
ぐ
し
く
ぐ
い
八
ば
ん
由

亀
川
池
城
親
方
、
御
印
判
は
確
に
取
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
さ
り
、
池
城
、
御
印
判
の
あ
り
ち
え
。

〈
尚
泰
立
上
が
る
〉

二
人
共
天
晴
れ
じ
ゃ
。

礼
を
申
す
ぞ
。

か
め
が
あ
い
急
ぐ
し
く

亀
川
に
池
城
、
腹
」
つ
と
殊
勝
ど
う
。

う
ち
か
り

う
ゆ
く
ん

お
疲
れ
に
う
は
ん
せ
え
び
や
い
、
お
世
君
じ

み
う

ゃ
な
し
め
し
よ
う
ち
、
お
た
び
み
せ
え
び
り
。

く

（
尚
泰
）
万
民
や
す
む
こ
と
、
い
っ
た
あ
ん
ゆ
く
れ
よ
う
。

（
散
山
節
）

あ
さ
ゅ
う
し
リ

朝
夕
住
み
な
れ
て

ぐ
し
く

薯
ら
一
つ
ち
ゃ
る
御
城

ら
ち

で
き
ら
ち
や
一
一
人
も
、
立
派
な
働
き
や
た
。

2０



り
ち

尚
泰
た
だ
寂
し
い
‐
‐
・

夜
も
暮
れ
て
行
き
ゆ
る
ん
な
、

（
散
山
節
）

き
う

今
日
の
お
と
る
（
析
）
・
・
・
・
・

矢
野
は
「
そ
の
大
詰
を
原
作
と
現
在
の
舞
台
を
比
較
し
て
み
よ
う
」
と
し
て
、
右
の
引
用
を
し
て
い
る
が
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
の

「
大
詰
」
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
、
矢
野
の
上
げ
て
い
る
「
原
作
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
矢
野
の
い
う
「
現
在
の
舞
台
」
と

い
う
の
が
、
い
つ
の
舞
台
な
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
昭
和
五
六
年
十
一
月
一
一
十
日
か
ら
二
十
二
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
「
第
十
一

回
沖
縄
名
士
劇
台
本
」
の
同
場
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

亀
川
津
波
古
親
方
、
御
印
判
や
確
に
取
っ
て
ち
ゃ
－
び
た
ん
。

津
波
古
二
人
共
ゆ
う
ち
ば
て
く
い
た
ん

津
波
古
親
方
印
判
を
尚
泰
王
に
手
渡
す

尚
泰
亀
川
に
池
城
、
い
っ
た
あ
二
人
が
働
ち
し
う
し
ゅ
う
に
恩
ゆ
う
ど
う

津
波
古
色
々
と
ご
心
労
み
そ
う
ち
、
う
疲
れ
に
う
な
ん
そ
う
ち
ゃ
る
は
じ
、
奥
に
う
ん
ち
け
う
拝
っ
て
う
ゆ
く
い
に
な
て
、
う

た
び
み
せ
－
び
り

尚
泰
あ
あ
御
城
が
見
え
る
、
幼
い
頃
か
ら
住
み
な
れ
た
所
、

先
祖
代
々
つ
た
え
ら
れ
た
城
、
こ
れ
が
一
生
の
別
れ
か
！

〈
円
覚
寺
の
鐘
の
音
〉

ぐ
し
く
ん

ぴ
ぬ

城
も
見
い
ゆ
る
む
ん
な
奉
哩
・
わ
ら
べ
幼
少
の

く
る
し
町

ぬ
ぐ
し
く
う
ぐ
わ
ん

頃
か
ら
住
み
な
れ
て
一
つ
や
る
あ
の
城
、
御
元

す
て
え
で
え

ぬ
ぐ
し
く

祖
代
々
か
ら
云
う
て
ち
や
る
あ
の
城
、
別
れ
て
い
ち
ゆ
し
が
１
し

ぐ

一
」
く
苫
り
し
や
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戦
世
ん
し
ま
ち
・
・
・
・
・
・

尚
泰
く
う
さ
幼
少
か
ら
、
朝
夕
望
み
た
る
あ
い
城

親
ふ
あ
ふ
じ
か
ら
代
々
伝
あ
て
い
ち
ゃ
－
る
あ
ぬ
城
と
ん

こ
れ
が
今
生
ぬ
別
に
な
ゆ
さ
や
あ
－

円
覚
寺
の
鈍
の
音

尚
泰
吾
ん
ね
え
淋
さ
ん
ど
う
や

「
第
十
一
回
沖
縄
名
士
劇
台
本
」
は
、
さ
ら
に
「
第
六
幕
」
と
し
て
「
三
重
城
見
送
り
の
場
」
が
続
く
。
「
松
田
」
が
「
ご
出
発
の
時

刻
で
す
い
ざ
御
乗
船
を
」
と
い
う
科
白
の
あ
と
に
尚
泰
の
「
戦
さ
世
ん
終
て
豊
世
ん
や
が
て
な
じ
く
な
よ
臣
下
命
ど
宝
」
の

言
葉
が
あ
っ
て
幕
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
矢
野
の
そ
れ
は
、
「
第
五
幕
」
の
最
後
の
場
面
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

山
里
の
原
作
が
、
矢
野
の
引
い
た
「
現
在
の
舞
台
」
の
か
た
ち
に
な
り
、
さ
ら
に
「
第
十
一
回
名
士
剛
台
本
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ

て
い
く
の
は
、
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

矢
野
が
、
「
原
作
と
現
在
の
舞
台
を
比
較
し
て
み
よ
う
」
と
し
て
、
「
原
作
」
の
方
言
訳
を
だ
し
た
の
は
、
尚
泰
役
を
演
じ
た
伊
良
波

が
、
原
作
の
言
葉
を
、
見
事
な
方
言
に
し
て
作
者
を
あ
っ
と
い
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
方
言
訳
と
い
っ
て
も
逐
語
的
に
方
言
を

あ
て
は
め
て
も
完
全
な
首
里
言
葉
に
は
な
ら
な
い
。
大
切
な
の
は
方
言
ら
し
い
言
い
回
し
」
で
、
「
そ
こ
に
役
者
の
せ
り
ふ
の
苦
心
が

あ
り
、
芸
の
見
せ
ど
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、
沖
縄
の
芝
居
が
、
原
作
通
り
に

必
ず
し
も
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
論
述
を
行
っ
て
い
た
。

歌
（
散
山
節
）

尚
泰
う
な
ず
い
て
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
上
る
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

原
作
は
、
時
に
、
俳
優
た
ち
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
原
作
に
な
い
場
面
が
付
け
加
わ
る
の
に

は
、
後
一
つ
、
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
野
道
雄
は
、
「
与
那
覇
晶
子
氏
に
よ
れ
ば
」
と
し
て
、
「
山
里
自
身
が
演
出

し
た
戦
前
の
珊
瑚
座
の
「
首
里
城
明
渡
し
」
に
は
、
大
詰
め
の
那
覇
港
の
場
面
は
無
か
っ
た
。
そ
の
後
ア
ン
マ
ー
た
ち
の
好
み
で
付
け

加
え
ら
れ
た
と
真
喜
志
康
忠
氏
は
語
っ
て
い
る
と
い
う
」
よ
う
に
、
観
客
の
好
み
に
応
じ
て
も
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

観
客
の
好
み
に
応
じ
て
原
作
に
あ
ら
た
な
場
面
が
付
け
加
わ
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
無
論
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
も
の
が

「
元
来
が
沖
縄
の
芝
居
は
」
と
し
て
矢
野
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
新
派
の
初
期
な
ど
と
同
様
口
立
て
で
、
あ
ら
筋
と
舞

台
上
の
動
き
の
概
要
を
教
え
ら
れ
、
あ
と
は
各
俳
優
の
工
夫
と
い
う
の
が
お
き
ま
り
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
俳
優
は
、
各
役
に
つ
い

て
作
者
を
も
兼
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
う
ま
く
偲
諺
な
ど
を
織
込
ん
で
名
せ
り
ふ
を
作
り
あ
げ
る
の
が
役
者
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
平
素
か
ら
役
者
は
組
踊
り
な
ど
を
勉
強
し
て
、
語
葉
を
豊
富
に
し
、
観
客
を
う
な
ら
せ
る
せ
り
ふ
を
考
え
る
の
に
余
念
が
な

か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
野
道
雄
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
上
演
さ
れ
る
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
大
詰
め
は
、
東
京
へ
連
れ
ら
れ
て
行
く
尚
泰
の
那
覇
港
別
れ
の
場
で
あ

り
、
「
戦
さ
世
ん
済
ま
ち
／
弥
勒
世
ん
や
が
て
ぃ
／
嘆
く
な
よ
臣
下
／
命
ど
う
宝
」
の
つ
ら
ね
で
有
名
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
山
里
永
吉
の
原
作
に
は
、
こ
の
場
面
は
な
い
。
口
立
て
の
た
め
、
沖
縄
芝
居
の
脚
本
に
は
の
こ
っ
て
い
な
い
の
が

普
通
な
の
に
、
山
里
の
作
品
は
共
通
語
で
書
か
れ
た
脚
本
が
残
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
画
期
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
見
る
と
、
原
作

に
は
「
命
ど
う
宝
」
の
琉
歌
も
な
け
れ
ば
、
散
山
節
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
真
境
名
由
康
作
の
「
国
難
」
に
は
「
命
ど
う
宝
」

の
歌
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
場
合
は
尚
泰
で
は
な
く
、
薩
摩
に
連
れ
て
い
か
れ
た
尚
寧
で
、
場
面
も
首
里
城
内
と
な
っ
て
い
る
。
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矢
野
は
「
山
里
氏
み
ず
か
ら
の
か
た
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
」
と
し
て
、
「
こ
の
作
品
の
中
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
第
一
幕
の
宜
湾

の
せ
り
ふ
「
琉
球
は
何
処
の
国
の
も
の
で
も
な
い
、
琉
球
は
琉
球
の
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
う
」
こ
と
を
紹
介
し
た

あ
と
で
、
「
こ
の
作
品
が
多
く
の
観
客
を
感
動
さ
せ
、
終
戦
直
後
の
テ
ン
ト
張
り
の
劇
場
で
、
あ
る
い
は
四
十
年
を
経
て
沖
縄
の
本
土

復
帰
に
あ
た
っ
て
再
演
さ
れ
好
評
を
博
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
沖
縄
の
人
た
ち
の
血
に
根
ざ
し
た
思
想
の
裏
づ
け
を
も
っ
た
作
品
で

あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
そ
の
成
功
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
。
確
か
に
矢
野
が
指
摘
し
て
い
る
面
も
あ
る
に
は

違
い
な
い
が
、
矢
野
が
山
里
の
言
葉
と
し
て
引
い
て
あ
る
言
葉
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
「
第
一
幕
の
宜
湾

の
せ
り
ふ
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
言
葉
が
原
作
に
は
見
付
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

山
里
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
観
客
が
、
感
動
し
た
の
は
、
王
国
を
滅
ぼ
さ
れ
な
が
ら
も
、

と
な
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

同
じ
山
里
の
「
那
覇
四
町
」
に
は
尚
泰
の
那
覇
港
別
れ
の
場
面
が
あ
り
、
「
命
ど
う
宝
」
の
歌
も
、
散
山
節
の
指
定
も
あ
っ
て
、

現
在
の
ラ
ス
ト
に
も
っ
と
も
近
い
。
山
里
本
人
が
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
「
琉
球
新
報
」
に
作
者
後
記
と
し
て
「
那
覇
四
町
」

の
「
大
詰
に
敬
山
節
が
は
い
っ
て
幕
に
な
る
が
、
私
の
戯
曲
と
し
て
最
初
の
試
み
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
い
つ
の
ま
に

か
「
那
覇
四
町
」
が
「
首
里
城
」
に
紛
れ
込
ん
だ
ら
し
い
。

大
野
が
推
測
し
て
い
る
通
り
、
最
後
の
場
面
は
「
那
覇
四
町
」
を
取
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
そ
の
こ

と
で
膨
ら
み
を
増
し
た
と
い
っ
て
い
い
。

王
国
の
将
来
を
め
ぐ
っ
て
の
激
論
に
は
じ
ま
り
、
親
子
の
対
立
、
処
分
官
と
三
司
官
と
の
応
酬
、
国
王
の
退
去
そ
し
て
守
衛
の
兵
士

た
ち
を
薙
ぎ
倒
し
て
い
く
若
者
二
人
の
活
劇
に
、
観
客
は
ま
さ
し
く
立
つ
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
感
動
を
覚
え
た
に
違
い
な
い

が
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
命
ど
う
宝
」
の
歌
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
場
面
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
一
段
と
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
も
の
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「
首
里
城
明
渡
し
」
が
「
終
戦
直
後
の
テ
ン
ト
張
り
の
劇
場
」
で
好
評
を
博
し
た
の
は
、
苛
酷
な
戦
場
を
生
き
残
っ
た
人
々
の
こ
こ

ろ
に
「
命
ど
う
宝
」
と
い
う
言
葉
が
強
く
響
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
原
作
に
は
そ
の
歌
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

「
大
詰
め
で
「
こ
れ
は
時
勢
だ
」
と
い
う
尚
泰
王
の
せ
り
ふ
は
方
言
の
名
訳
を
得
て
は
や
り
一
宮
葉
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
」
と
山
里
永
吉

が
同
劇
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
「
命
ど
う
宝
」
の
歌
で
は
な
く
、
「
こ
れ
が

時
勢
だ
」
と
い
う
言
葉
で
幕
が
下
り
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
野
道
雄
は
、
原
作
に
は
な
い
「
戦
さ
世
ん
済
ま
ち
／
弥
勒
世
ん
や
が
て
ぃ
／
歎
く
な
よ
臣
下
／
命
ど
う
宝
」
の
歌
が
「
首
里
城
明

渡
し
」
に
紛
れ
込
ん
で
き
た
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
た
あ
と
で
、
「
大
衆
演
劇
、
口
立
て
自
在
の
沖
縄
芝
居
ら
し
い
話
」
だ
と
書
い
て
い

た
。
ま
た
「
沖
縄
芝
居
の
脚
本
は
残
っ
て
い
な
い
の
が
普
通
な
の
に
、
山
里
の
作
品
は
共
通
語
で
書
か
れ
た
脚
本
が
残
っ
て
い
て
、
こ

お
わ
り
に

王
国
の
誇
り
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
痛
ま
し
さ
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
う
。
ま
た
そ
れ
が
「
終
戦
直
後
の
テ
ン
ト
張

り
の
劇
場
で
、
あ
る
い
は
四
十
年
を
経
て
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
あ
た
っ
て
再
演
さ
れ
好
評
を
博
し
た
」
の
は
、
施
政
権
の
分
離
そ
し
て

返
還
と
い
っ
た
事
態
が
、
一
種
の
「
琉
球
処
分
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
追
認
さ
せ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
常
に
政
争
の
具
に
さ
れ
て

き
た
こ
と
へ
の
痛
恨
の
思
い
が
重
ね
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
が
、
戦
後
の
再
演
が
感
動
を
呼
ん
だ
の
は
、
あ
と
一

つ
、
最
後
の
場
面
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

烈
し
い
爆
撃
の
な
か
を
生
き
残
っ
た
人
た
ち
が
身
に
し
み
て
知
っ
た
の
は
他
で
も
な
く
「
命
ど
う
宝
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
王

国
の
滅
亡
を
目
の
前
に
し
て
歌
わ
れ
た
歌
の
そ
の
一
言
は
、
別
の
思
い
を
と
も
な
っ
て
戦
後
の
観
客
の
胸
に
響
い
た
に
違
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
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そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
い
つ
の
ま
に
か
『
琉
球
見
聞
録
』
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
山
里
の
作
品
を

集
大
成
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

山
里
に
は
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
他
に
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
と
い
っ
た
琉
球
処
分
期
を
扱
っ
た
作
品
が
あ
る
。

昭
和
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
山
里
永
吉
集
』
に
付
さ
れ
た
「
執
筆
並
に
上
演
目
録
」
を
み
る
と
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
が
「
昭
和
六
年
正

月
、
沖
縄
朝
日
新
聞
発
表
、
同
年
同
月
大
正
劇
場
上
演
」
、
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
が
「
昭
和
七
年
三
月
、
琉
球
新
報
発
表
、
同
年
同
月

大
正
劇
場
上
演
」
と
あ
っ
て
、
昭
和
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
三
年
間
、
琉
球
処
分
期
を
扱
っ
た
作
品
が
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

れ
も
画
期
的
で
あ
る
」
と
も
書
い
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
す
で
に
上
間
正
雄
の
「
時
花
歌
」
が
あ
っ
て
、
多
少
異
議
が
あ
る

と
は
い
え
、
「
脚
本
が
残
っ
て
」
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
脚
本
が
入
り
込
ん
で
き
た
の
は
、
大
野
が
い
う
通
り
「
沖
縄
芝
居
」

の
自
在
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
し
、
山
里
の
「
大
詰
め
で
」
云
々
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
脚
本
に
見
ら
れ
る
第
四
幕
は
、
当
初

か
ら
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
が
紛
れ
込
ん
で
い
た
が
、
紛
れ
込
ん
だ
の
は
「
那
覇
四
町
昔
気

質
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
矢
野
輝
雄
は
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
で
、
山
里
が
「
こ
の
作
品
で

い
い
た
か
っ
た
の
は
、
第
一
幕
の
宜
湾
の
せ
り
ふ
「
琉
球
は
何
処
の
国
の
も
の
で
も
な
い
、
琉
球
は
琉
球
の
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
方

で
あ
っ
た
と
い
う
」
と
書
い
て
い
た
。
「
宜
湾
の
せ
り
ふ
」
は
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
に
は
な
く
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
に
は
、
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
だ
け
で
な
く
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
ま
で
が
紛
れ
込
ん
で

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
宜
湾
朝
保
の
死
」
も
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
も
た
ぶ
ん
「
首
里
城
明
渡
し
」
の
好
評
に
後
押
し
さ
れ
て
書
か
れ
、
上
演
さ
れ
た
の
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山
里
は
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
で
「
琉
球
は
何
処
の
国
の
も
の
で
も
な
い
、
琉
球
は
琉
球
の
も
の
だ
」
と
宜
湾
に
語
ら
せ
て
い
た
。
そ

れ
は
ま
た
山
里
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
施
政
権
を
返
す
な
ら
日
本
政
府
に
返
す
よ
り
、
ま
ず
、
わ
れ
わ

れ
沖
縄
人
に
返
せ
と
い
う
こ
と
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

沖
縄
で
は
い
ま
ご
ろ
に
な
っ
て
、
現
代
の
琉
球
処
分
だ
な
ど
と
言
う
が
、
日
本
政
府
は
何
を
や
る
か
わ
か
ら
な
い
と
私
は
み
て

い
る
。
そ
れ
は
慶
長
以
来
の
琉
球
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
復
帰
を
急
が
な
い
と
い
う
の
は
、
長
び
か
し
て
独
立
し
よ
う
と
い
う

魂
胆
だ
っ
た
。
施
政
権
を
返
す
な
ら
日
本
政
府
に
返
す
よ
り
、
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
沖
縄
人
に
返
せ
と
い
う
こ
と
。
ア
メ
リ
カ
と
の

問
題
で
も
、
以
前
は
直
接
、
ア
メ
リ
カ
に
代
表
を
送
っ
て
交
渉
で
き
た
が
、
い
ま
は
ど
う
か
。
日
本
政
府
が
介
在
す
る
の
で
、
こ

ち
ら
の
一
言
う
こ
と
は
十
申
し
込
ん
で
も
一
つ
も
通
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
一
九
七
九
年
八
月
沖
縄
タ
イ
ム
ス
に
連
載
さ
れ
た
「
私
の
戦
後
史
」
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
山
里
に
は
「
首
里
城
明

渡
し
」
を
書
き
上
げ
て
以
来
、
「
日
本
政
府
は
何
を
や
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
思
い
が
強
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

た
。
国
王
一

と
で
あ
る
。

「
首
里
城
明
渡
し
」
は
、
国
は
滅
ん
だ
が
、
辛
う
じ
て
王
国
の
誇
り
だ
け
は
失
う
ま
い
と
す
る
姿
を
、
「
宜
湾
朝
保
の
死
」
は
、
薩
摩

の
支
配
を
脱
し
て
、
薩
摩
と
同
等
の
位
置
を
得
る
こ
と
に
望
み
を
託
す
る
姿
を
、
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
は
、
国
王
の
上
京
を
阻
止
し

よ
う
と
す
る
町
民
の
姿
を
描
い
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
内
容
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ

た
。
国
王
を
慕
う
気
持
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、
「
日
本
」
へ
の
併
合
に
納
得
の
い
か
な
い
思
い
が
強
く
あ
っ
た
と
い
う
こ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
同
時
期
を
扱
っ
た
作
品
を
立
て
続
け
に
発
表
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
山
里
の
関
心
を
引
く
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
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注１
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
編
『
私
の
戦
後
史
第
２
集
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
一
九
八
○
年
六
月
二
十
五
日

２
島
袋
光
裕
『
石
扇
回
想
録
沖
縄
芸
能
物
語
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
一
九
八
二
年
六
月
十
日
。

３
金
城
正
篤
『
琉
球
処
分
論
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
一
九
七
八
年
七
月
二
十
日
。

４
大
野
道
雄
『
沖
縄
芝
居
と
そ
の
周
辺
』
み
ず
ほ
出
版
二
○
○
三
年
九
月
一
日
。

５
矢
野
輝
雄
『
新
訂
増
補
沖
縄
芸
能
史
話
』
椿
樹
社
一
九
九
三
年
四
月
二
十
日
。

明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

山
里
が
「
日
本
」
復
帰
に
反
対
し
、
琉
球
の
独
立
を
説
い
た
の
は
、
「
首
里
城
明
渡
し
」
を
無
念
に
思
う
気
持
が
そ
れ
だ
け
強
か
っ

た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
だ
け
に
不
思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

う
ち
な
－
ぐ
ち

沖
縄
芝
居
の
名
優
た
ち
に
芝
居
の
脚
本
を
依
頼
さ
れ
た
時
、
山
里
は
、
何
故
、
「
沖
縄
ロ
」
を
用
い
て
脚
本
を
書
か
な
か
っ
た
の
で

う
ち
な
Ｉ
く
ち

あ
ろ
う
か
。
山
里
が
、
「
沖
縄
ロ
」
で
書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
た
｝
」
と
は
、
「
那
覇
四
町
昔
気
質
」
の
第
四
幕
（
第
一
場
）
が
十
分
に
証

う
ち
な
Ｉ
ぐ
ち

山
里
の
「
独
立
し
よ
う
と
い
う
魂
胆
」
に
徹
底
し
た
の
が
欠
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
琉
球
処
分
期
を
扱
っ
た
作
品
群
を
、
「
沖
縄
ロ
」

で
な
く
「
共
通
語
」
で
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
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