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玄
月
「
蔭
の
棲
み
か
」
に
つ
い
て
の
一
試
論 

 
 

―
桐
野
夏
生
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
と
比
較
し
て 

呉
世
宗 

 

一
．
は
じ
め
に 

 

作
家
、
玄
月
（
一
九
六
五
年
～
）
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
作
品
を
発
表
し
つ
つ
も
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
「
蔭
の
棲
み
か
」
以
来
、

在
日
朝
鮮
人
の
密
集
地
域
や
朝
鮮
人
の
歴
史
を
描
く
こ
と
を
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
悪
い
噂
」
や
『
眷
属
』
な
ど
が

そ
の
テ
ー
マ
に
あ
た
る
。
そ
の
さ
い
描
か
れ
る
朝
鮮
人
密
集
地
域
に
関
し
て
特
徴
と
な
る
の
は
、
日
本
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
半
ば

対
比
的
に
位
置
付
け
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
内
側
の
生
々
し
い
姿
を
描
出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
来
、
日
本

社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
在
日
朝
鮮
人
密
集
地
域
を
見
る
と
き
に
傾
向
と
し
て
あ
っ
た
の
は
、
加
害
／
被
害
、
支
配
者
／
被
支
配
者
と

い
っ
た
対
立
構
造
を
植
民
地
の
歴
史
を
重
ね
合
わ
せ
て
描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
成
允
植
『
オ
モ
ニ
の
壺
』
、
呉
林
俊
「
た

と
え
嵐
は
す
さ
ぶ
と
も
」
、
李
殷
直
「
枝
川
町
一
丁
目
」
な
ど
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る

と
か
、
不
十
分
だ
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
密
集
地
域
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
や
現
在
の
在
日
朝
鮮
人
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
な
ど

を
見
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
植
民
地
的
状
況
が
持
続
し
て
い
る
ゆ
え
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
文
学
作
品
の
表
現
は
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今
以
て
正
当
で
あ
る
一

。
し
か
し
他
方
で
、
玄
月
が
描
き
出
す
朝
鮮
人
密
集
地
域
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
／
朝
鮮
と
い
っ
た
対
比
も
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
朝
鮮
人
内
部
に
お
け
る
序
列
的
な
秩
序
を
書
き
込
ん
で
お
り
、
別
の
検
討
を
必
要
と
す

る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
玄
月
の
文
学
的
な
可
能
性
を
論
じ
る
際
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
検
討
に
関
し
て
は
、
梁
石
日
『
夜

を
賭
け
て
』
に
お
け
る
朝
鮮
人
部
落
の
表
象
と
の
比
較
検
討
も
有
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
内
で
比

較
検
討
す
る
よ
り
も
、
日
本
文
学
と
の
関
連
で
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
可
能
性
を
よ
り
明
確
に
し
て
み
た
い
。 

 

本
稿
は
、
玄
月
の
作
品
に
お
け
る
そ
の
別
様
の
秩
序
、
そ
し
て
そ
の
行
方
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
玄
月
の
芥
川
賞
受
賞
作
で
あ
る

「
蔭
の
棲
み
か
」
（
二
〇
〇
〇
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
王
国
と
言
っ
て
も
よ
い
在
日
朝
鮮
人
の
世
界
が
描
か
れ
る
「
蔭
の
棲
み

か
」
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
同
じ
く
一
九
九
〇
年
代
末
を
時
代
的
背
景
と
す
る
別
の
王
国
が
登
場
す
る
桐
野
夏
生
『
ポ
リ
テ

ィ
コ
ン
』
（
二
〇
一
一
年
）
と
の
比
較
を
行
う
。
桐
野
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
女
た
ち
に
よ
る
殺
人
を
描
い
た
『
Ｏ
Ｕ
Ｔ
』
、
沖
縄
を

舞
台
に
貧
困
層
に
落
ち
て
い
る
／
落
ち
て
い
く
若
者
二
人
を
描
い
た
『
メ
タ
ボ
ラ
』
、
光
州
抗
争
も
一
つ
の
背
景
と
す
る
『
ダ
ー
ク
』

な
ど
多
種
多
様
な
テ
ー
マ
で
多
く
の
作
品
を
発
表
し
、
直
木
賞
、
江
戸
川
乱
歩
賞
な
ど
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
作
家
で
あ
る
。

『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
は
、
テ
ー
マ
的
に
そ
れ
ら
他
の
作
品
と
緩
く
つ
な
が
り
な
が
ら
も
独
自
な
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

行
く
末
を
問
題
提
起
的
に
描
く
作
品
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
下
、
玄
月
と
桐
野
の
作
品
に
現
れ
る
王
国
と
そ
こ
で
生
き
る
住
民
た
ち
を
見
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、

桐
野
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
危
機
か
ら
新
た
な
希
望
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
、
玄
月
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
危
機
か
ら
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
へ
の
転

                                        

              

 

一 

朝
鮮
人
部
落
に
関
し
て
は
、
오
세
종
「
국
민
문
학
의 

경
계
지
대

 

조
선
부
락

 

―
―1

9
4

0
~

1
9

5
0

년
대
의 

문
학
작
품
을 

중
심
으
로
」
『
통
일
과 

평
화
』
六
집
一
호
，
서
울
대
학
교
통
일
평
화
연
구
원

，
二
〇
一
四
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。 

“ 

 ” 
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落
を
描
き
出
す
。
い
ず
れ
も
危
機
を
経
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
先
の
希
望
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
端
的
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と
い
う

差
異
は
、
二
つ
の
王
国
に
お
け
る
植
民
地
主
義
的
な
権
力
を
志
向
す
る
こ
と
の
可
能
／
不
可
能
と
い
う
差
異
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
差
異
は
「
外
部
」
と
の
つ
な
が
り
方
の
違
い
と
し
て
現
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
「
蔭
の
棲
み
か
」
は
独
自
の
文
学
的
表
現
の

可
能
性
を
拓
く
の
で
あ
る
。 

 

二
．
「
蔭
の
棲
み
か
」
の
王
国 

 

ま
ず
玄
月
の
王
国
と
住
民
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
王
国
の
統
治
者
は
、「
永
山
」
と
い
う
（
帰
化
を
し
た
）
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
。

大
阪
の
と
あ
る
場
所
（
「
大
阪
市
東
部
」
）
に
永
山
が
作
り
上
げ
た
王
国
は
、
も
と
も
と
は
植
民
地
期
か
ら
の
朝
鮮
人
密
集
地
域
で
あ
っ

た
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
大
阪
生
野
区
に
あ
る
朝
鮮
人
密
集
地
域
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
架
空
の
場
所
で

あ
る
。
作
品
の
設
定
で
は
、
そ
こ
は
一
九
七
〇
年
代
ま
で
豚
を
済
州
式
に
飼
い
慣
ら
し
、
近
隣
の
農
家
と
糞
尿
と
物
々
交
換
す
る
、
そ

の
よ
う
な
朝
鮮
の
農
村
社
会
あ
る
い
は
済
州
の
世
界
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。 

  
 

ソ
バ
ン
の
父
ら
は
広
場
の
隅
に
共
同
便
所
を
作
る
と
き
、
す
ぐ
わ
き
に
柵
で
囲
っ
た
だ
け
の
豚
舎
を
設
え
た
。
こ
れ
は
父
の
故

郷
・
済
州
島
で
は
ふ
つ
う
の
や
り
方
だ
っ
た
。
〔
…
〕
豚
の
糞
尿
は
麦
藁
と
混
ぜ
発
酵
さ
せ
て
肥
料
に
し
、
近
隣
の
農
家
で
わ
ず

か
な
米
や
野
菜
と
交
換
す
る
。
し
か
し
、
糞
ま
み
れ
の
飼
育
法
が
誇
張
さ
れ
て
喧
伝
さ
れ
、
地
域
の
日
本
人
に
か
れ
ら
の
豚
を
買

う
も
の
は
い
な
か
っ
た
二 

                                        

              

 

二 

玄
月
「
蔭
の
棲
み
か
」
、
一
三
‐
一
四
頁
。
引
用
は
磯
谷
治
良
・
黒
古
一
夫
編
『
在
日
文
学
全
集
』
第
十
巻
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
よ
り
。
以
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そ
の
よ
う
に
済
州
と
の
繋
が
り
を
維
持
す
る
、
半
ば
伝
統
的
な
生
活
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
日
本
社
会
か
ら
隔

絶
、
排
除
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
七
〇
年
代
以
降
、
住
民
は
集
落
か
ら
流
出
し
て
い
く
。
だ
が
永
山
は
、
ほ
と
ん
ど
廃
墟
と

化
し
た
そ
の
場
所
を
、
朝
鮮
人
た
ち
が
植
民
地
期
に
搾
取
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
相
場
の
１
／
５
の
価
格
で
地
主
か
ら
買
い
取
り
、

王
国
の
基
盤
と
し
て
い
く
。
買
い
取
っ
た
後
永
山
は
、
オ
ー
ド
リ
ー
・
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
の
人
気
に
便
乗
す
る
形
で
「
ヘ
ッ
プ
サ
ン
ダ
ル

工
場
」
を
建
て
、
「
実
業
家
」
と
し
て
歩
み
始
め
る
。
ヘ
ッ
プ
サ
ン
ダ
ル
が
下
火
と
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ
ラ
ン
ド
品
の
靴
を
コ

ピ
ー
す
る
工
場
へ
と
鞍
替
え
を
す
る
こ
と
で
さ
ら
な
る
資
本
の
蓄
積
を
進
め
、
王
国
の
経
済
的
基
盤
を
整
え
て
い
く
。
そ
の
後
、
土
地

価
格
の
値
上
げ
を
見
込
ん
だ
投
機
に
成
功
す
る
と
、
近
隣
の
駅
前
に
パ
チ
ン
コ
店
を
建
て
る
こ
と
で
経
済
規
模
を
大
き
く
拡
大
し
、
政

治
家
に
賄
賂
を
贈
る
な
ど
し
て
王
国
を
盤
石
に
し
て
い
く
。 

 

さ
ら
に
作
品
の
現
在
時
で
は
、
永
山
は
自
ら
の
王
国
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
昔
か
ら
あ
る
長
屋
を
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
韓
国
人

や
中
国
人
ら
「
外
国
人
」
を
不
法
に
就
労
さ
せ
る
た
め
の
住
ま
い
と
し
て
利
用
す
る
。
帰
化
し
た
と
は
い
え
自
ら
も
朝
鮮
半
島
に
ル
ー

ツ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
外
国
人
と
自
ら
を
区
別
、
階
層
化
を
施
し
、
そ
し
て
賃
金
と
住
み
込
み
の
費
用
を
限
界
ま
で
カ
ッ

ト
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
王
国
は
、
植
民
地
の
反
復
、
捻
れ
た
形
で
の
植
民
地
主
義
が
持
続
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
永
山
の
王
国
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
の
遺
産
で
あ
る
と
同
時
に
、
捻
れ
た
形
で
植
民
地
主
義
を
賦
活
さ
せ
る
、
そ
の
よ

う
な
場
所
な
の
で
あ
る
。 

 

統
治
者
で
あ
る
永
山
は
、
経
済
的
に
支
配
す
る
だ
け
で
な
く
、
暴
君
と
し
て
も
君
臨
す
る
。
例
え
ば
、
不
法
に
就
労
さ
せ
て
い
る
韓

                                        

                                        

                                        

下
、
「
蔭
の
棲
み
か
」
を
引
用
す
る
場
合
は
全
て
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。 

-40-

                                        
 



国
人
や
中
国
人
と
い
っ
た
「
外
国
人
」
た
ち
が
中
国
語
、
韓
国
語
で
話
す
こ
と
は
さ
ほ
ど
問
題
に
し
な
い
が
、
自
分
に
近
い
関
係
に
あ

る
住
民
が
「
朝
鮮
語
」
を
使
う
こ
と
を
極
度
に
嫌
う
（
「
お
れ
の
前
で
朝
鮮
語
を
話
す
な
！･

･
･
･

じ
い
さ
ん
、
わ
か
っ
て
て
人
が
嫌
が
る

こ
と
す
る
の
は

低
や
ぞ
」
三

）
。
こ
れ
は
自
分
が
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
つ
つ
も
朝
鮮
語
が
で
き
な
い
こ
と
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
裏
返
し
で
あ
る
も
の
の
、
言
語
間
に
も
階
層
化
を
施
す
不
条
理
な
命
令
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
命
令
に
よ
っ
て
永
山
は
、
経
済
的
な

力
だ
け
で
な
く
、
言
語
の
階
層
化
も
通
じ
て
住
民
の
ラ
ン
ク
付
け
を
施
す
の
で
あ
る
。
中
国
語
、
韓
国
語
が
許
さ
れ
る
の
は
、
自
分
よ

り
下
の
階
層
に
い
る
「
外
国
人
」
で
あ
り
、
そ
の
彼
／
彼
女
た
ち
よ
り
上
層
に
い
る
者
た
ち
（
在
日
朝
鮮
人
！
）
に
は
日
本
語
の
使
用

が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
王
国
内
で
は
永
山
に
よ
る
性
暴
力
が
日
常
化
し
て
お
り
、
王
国
住
民
の
一
人
、
ま
た
主
人
公
で
も
あ
る
独
居
老

人
「
ソ
バ
ン
」
の
話
し
相
手
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
佐
伯
さ
ん
」
も
永
山
は
レ
イ
プ
す
る
。 

  
 

「
な
ん
や
ソ
バ
ン
爺
、
怒
っ
て
ん
の
ん
か
。
そ
ん
な
に
怒
る
な
や
」 

 
 

永
山
の
子
供
の
よ
う
な
物
言
い
が
、
ソ
バ
ン
の
殺
意
を
完
全
に
殺
い
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
集
落
で
は
、
こ
の
男
は
な
に
を
や
ろ
う

が
許
さ
れ
る
の
だ
。
四 

  

永
山
の
性
暴
力
は
、
住
民
の
一
人
で
あ
る
「
金
村
」
の
、「
お
れ
ら
、
オ
バ
ハ
ン
で
も
あ
の
女
〔
佐
伯
さ
ん
〕
と
や
っ
た
ら
ヤ
レ
る
、

                                        

              

 

三 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
一
三
頁
。 

四 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
四
四
頁
。 
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少
し
な
ら
金
払
ろ
て
も
え
え
っ
て
、
み
ん
な
で
合
意
し
た
ん
や
。
ソ
バ
ン
爺
、
も
う
ヤ
ッ
た
ん
や
ろ
？ 

飽
き
た
ら
ま
わ
し
て
く
れ
」

五

と
い
う
発
言
に
見
ら
れ
る
通
り
、
住
民
た
ち
に
も
伝
染
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
金
村
の
発
言
に
あ
る
「
ま
わ
し
て
く
れ
」
は
、

上
か
ら
下
へ
と
女
性
を
物
の
よ
う
に
降
ろ
し
て
い
く
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
性
暴
力
も
ま
た
、
こ
の
王
国
内
の
各

階
層
間
の
秩
序
を
支
え
て
い
る
。
永
山
は
そ
の
よ
う
な
階
層
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
こ
の
集
落
で
は
、
こ
の

男
は
な
に
を
や
ろ
う
が
許
さ
れ
る
の
だ
」
と
い
う
ソ
バ
ン
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
頂
点
は
ま
さ
に
秩
序
の
外
と
し
て
の
例
外
状

態
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
に
永
山
は
例
外
状
態
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
永
山
王
国
の
植
民
地
主
義
的
秩
序
を
維
持
・
再
生

産
す
る
人
物
と
し
て
君
臨
す
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
そ
の
も
う
一
方
で
、
永
山
の
絶
対
的
権
力
が
及
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
王
国
は
、
決
し
て
安
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
第
一
に
、
不
法
就
労
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
一
〇
〇
人
ほ
ど
の
「
外
国
人
」
た
ち
が
、
完
全
に
永
山
に
従
属
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
／
彼
女
ら
の
間
で
韓
国
語
、
中
国
語
が
日
常
的
に
飛
び
交
う
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
「
外
国
人
」
の
間
で

執
り
行
わ
れ
て
い
る
「
地
下
銀
行
」
と
い
う
名
の
頼
母
子
講
を
裏
切
っ
た
者
を
、
彼
ら
は
永
山
の
意
志
に
逆
ら
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
も
、
、
私
刑
に
処
す

る
の
で
あ
る
。 

  
 

ふ
ん
、
社
長
は
く
す
ね
ら
れ
た
二
百
万
円
を
代
弁
す
る
と
ま
で
い
っ
て
猛
反
対
し
た
が
、
こ
れ
は
も
う
金
の
問
題
じ
ゃ
な
い
か
ら

な
。
信
義
だ
。
お
れ
た
ち
が
異
国
で
信
義
を
失
っ
た
ら
こ
う
な
る
。
さ
す
が
の
社
長
も
止
め
ら
れ
な
い
。
六 

                                        

              

 

五 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
三
九
頁
。 

六 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
四
四
頁
。 
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こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
永
山
の
王
国
は
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
へ
と
転
落
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
王
国
は
、
「
他
者
」
と
し

て
の
「
外
国
人
」
た
ち
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
穴
を
開
け
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
そ
の
こ
と
は
、
植
民
地
内
の
各
階
層
が
な
か
ば

独
自
の
運
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
お
り
、
王
国
は
統
一
性
を
完
全
に
は
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
王
国
は
植
民
地
主
義
を
反
復
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
生
き
る
植
民
地
経
験
者
に
よ
っ
て
揺
る
が
せ
ら
れ
、
し
か
し
逆
説
的

に
支
え
ら
れ
る
と
い
う
構
造
の
中
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
で
の
植
民
地
経
験
者
と
は
、
永
山
王
国
内
に
お
い
て
再
生

産
さ
れ
た
植
民
地
的
秩
序
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
経
験
し
た
者
で
あ
る
。
そ
の
意
味

が
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
。 

 

作
品
で
の
植
民
地
経
験
者
と
は
、
主
に
二
人
で
あ
り
、
一
人
は
「
ス
ッ
チ
ャ
」
と
呼
ば
れ
る
老
女
で
あ
る
七

。
八 

                                        

              

 

七 

と
は
い
え
「
老
女
」
で
あ
る
ス
ッ
チ
ャ
は
済
州
出
身
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
も
の
の
、
植
民
地
期
に
ど
う
生
き
た
か
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
な

い
。
ス
ッ
チ
ャ
も
ま
た
数
十
年
前
に
頼
母
子
講
の
金
を
持
ち
逃
げ
し
よ
う
と
し
て
捕
ま
り
、
こ
の
と
き
は
「
外
国
人
」
で
は
な
い
住
民
（
在
日
朝
鮮
人
！
）

か
ら
凄
惨
な
リ
ン
チ
に
あ
っ
た
女
性
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
彼
女
が
リ
ン
チ
に
遭
っ
た
と
き
の
情
景
で
あ
る
。 

  
 

 

男
た
ち
は
ス
ッ
チ
ャ
が
倒
れ
そ
う
に
な
る
た
び
に
冷
た
い
井
戸
水
を
頭
か
ら
浴
び
せ
、
女
た
ち
は
順
に
回
さ
れ
る
竹
刀
で
背
中
や
肩
を
小
突
い

た
り
叩
い
た
り
し
た
。
人
々
は
淡
々
と
、
さ
な
が
ら
餅
つ
き
の
リ
ズ
ム
で
繰
り
返
し
た
。
〔
…
〕
数
十
分
後
、
瀕
死
だ
っ
た
は
ず
の
ス
ッ
チ
ャ
は

と
つ
ぜ
ん
顔
を
あ
げ
、
だ
れ
に
も
聞
き
取
れ
な
い
言
葉
を
喚
き
だ
し
た
。
そ
れ
は
数
年
に
一
度
済
州
島
か
ら
来
る
巫
女
の
祈
祷
に
も
似
て
い
る
が
、

し
か
し
あ
き
ら
か
に
呪
い
で
あ
る
と
人
々
は
感
じ
た
。 

 

ス
ッ
チ
ャ
は
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
脚
に
障
害
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
、
今
現
在
も
集
落
で
生
き
て
い
る
。
仮
に
ス
ッ
チ
ャ
が
金
を
持
っ
て
逃
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も
う
一
人
の
植
民
地
経
験
者
は
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
「
ソ
バ
ン
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
ソ
バ
ン
」
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
い
。 

作
品
の
現
在
時
に
お
い
て
七
五
歳
の
こ
の
老
人
は
、
戦
時
中
に
右
腕
を
失
っ
て
お
り
、
身
体
に
歴
史
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い

え
ソ
バ
ン
は
、
朝
鮮
人
労
働
者
を
監
視
す
る
日
本
軍
の
兵
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
親
日
派
で
あ
っ
た
（
親
日
派
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
作
品
に
お
い
て
、
学
生
運
動
に
関
わ
り
撲
殺
さ
れ
た
息
子
・
光
一
に
よ
る
責
め
立
て
と
、
親
子
関
係
の
絶
縁
を
引
き
起
こ

す
こ
と
に
な
る
）
。
要
す
る
に
植
民
地
の
被
害
と
加
害
の
両
方
を
併
せ
持
つ
住
民
が
ソ
バ
ン
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
経
歴

と
は
別
に
、
永
山
が
王
国
建
設
の
た
め
の
土
地
を
植
民
地
支
配
を
理
由
に
し
て
安
く
買
い
取
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
植
民
地
の
経
験
を

生
々
し
く
伝
え
る
ソ
バ
ン
の
失
わ
れ
た
腕
永
は
山
王
国
を
根
底
で
支
え
て
い
る
。
つ
ま
り
ソ
バ
ン
の
右
腕
が
体
現
す
る
帝
国
日
本
の
植

民
地
経
験
は
、
集
落
と
一
体
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

そ
う
だ
、
こ
の
右
腕
が
不
当
に
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
集
落
と
と
も
に
存
在
で
き
、
そ
の
生
を
と
も
に
ま
っ
と

                                        

                                        

                                        

 

げ
お
お
せ
た
場
合
、
永
山
王
国
の
基
盤
そ
の
も
の
が
そ
の
時
点
で
崩
壊
し
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
彼
女
へ
の
暴
力
は
、
逆
説
的
に
こ
の
王

国
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
「
外
国
人
」
た
ち
が
頼
母
子
講
で
の
裏
切
り
を
同
じ
よ
う
に
私
刑
に
よ
っ
て
「
解
決
」
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
ス
ッ
チ
ャ
に
対
す
る
暴
力
の
記
憶
が
よ
り
一
層
生
々
し
く
、
ま
た
「
呪
い
」
の
よ
う
に
昔
か
ら
の
住
民
た
ち
に
立
ち
現
れ
て
く
る
点
に
お
い
て
、

王
国
は
ス
ッ
チ
ャ
の
存
在
に
よ
っ
て
常
に
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
二
重
の
意
味
で
彼
女
の
存
在
は
、
永
山
王
国
の
根
底
的
な
位
置
に
あ
る

と
言
え
る
（
こ
の
こ
と
か
ら
ス
ッ
チ
ャ
は
四
・
三
事
件
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
読
め
な
く
も
な
い
）
。 

八 

蔭
の
棲
み
か
」
、
三
六-

三
七
頁
。 
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う
で
き
る
の
だ
。
九 

  

ソ
バ
ン
が
植
民
地
の
歴
史
を
体
現
し
て
い
る
た
め
に
集
落
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
自
己
認
識
及
び
位
置
は
王
国

内
で
奇
妙
な
依
存
関
係
を
も
た
ら
す
。
一
九
九
九
年
の
日
本
で
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
戦
傷
者
た
ち
が
戦
傷
者
障
害
年
金
を
請
求
す
る
訴

訟
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
作
品
で
も
こ
の
出
来
事
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
ソ
バ
ン
も
訴
訟
に
加
わ
る
こ
と
を
住
民
の
高
本
か
ら
勧
め
ら

れ
る
。
結
果
的
に
ソ
バ
ン
は
訴
訟
に
加
わ
わ
ら
な
い
が
、
高
本
が
訴
訟
に
加
わ
る
こ
と
を
勧
め
た
の
は
、
歴
史
認
識
問
題
を
は
じ
め
と

す
る
日
本
の
植
民
地
化
を
原
因
と
す
る
様
々
な
問
題
を
、
高
本
た
ち
「
戦
後
世
代
」
で
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。 

  
 

わ
し
ら
〔
高
本
た
ち
〕
の
世
代
以
降
で
は
つ
け
ら
れ
ん
こ
の
国
へ
の
け
じ
め
を
、
あ
ん
た
ら
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
ん
や
。
わ
し

ら
は
、
い
や
わ
し
は
、
あ
ま
り
に
、
無
力
や
。
一
〇 

  

戦
後
補
償
問
題
は
、
日
本
政
府
と
韓
国
政
府
の
対
応
の
問
題
も
あ
っ
て
、
現
在
に
お
い
て
も
解
決
し
て
い
な
い
。
二
〇
一
五
年
末
の

い
わ
ゆ
る
「
慰
安
婦
合
意
」
な
ど
を
見
る
に
、
む
し
ろ
後
退
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
当
事
者
が
高
齢
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、

問
題
は
次
世
代
の
者
た
ち
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
戦
後
補
償
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
植
民
地
問
題
は
、
未
来
に
向
け
て

                                        

              

 

九 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
四
七
頁
。 

一
〇 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
四
七
頁
。 
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投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

だ
が
高
本
の
発
言
は
、
植
民
地
問
題
を
ソ
バ
ン
に
向
け
て
、
つ
ま
り
過
去
に
向
け
て
投
げ
返
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
高
本
の

発
言
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
「
わ
し
ら
世
代
」
と
ソ
バ
ン
世
代
（
「
あ
ん
た
ら
」
）
と
の
間
の
断
絶
は
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
植
民
地
問
題
は
経
験
し
た
も
の
だ
け
が
取
り
組
め
る
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
ソ
バ
ン
が
永
山
王
国
の
同
じ
住

民
で
あ
り
な
が
ら
質
的
に
異
な
る
住
民
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
は
ソ
バ
ン
が
、
氷
山
と
は
異
な
る
形
で
こ
の
王
国
の
外
部
に
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
ソ
バ
ン
が
自
ら
を
一
体
化
し
て
い
る
と
見
な
す
集
落
と
永
山
王
国
は
重
な
り
つ
つ
も
、
し
か
し

両
者
は
ズ
レ
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
バ
ン
が
自
ら
を
「
わ
し
は
い
っ
た
い
ど
ち
ら
側
の
人
間
な
の
だ
と
自
嘲
」
す
る
の
も

一
一

、
二
つ
の
植
民
地
の
は
ざ
ま
で
生
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
高
本
が
「
こ
の
国
へ
の
け
じ
め
」
を
「
あ
ん
た
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
」

と
言
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
ズ
レ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。 

 

整
理
す
る
な
ら
ば
、
永
山
の
王
国
は
「
外
国
人
」
た
ち
に
よ
っ
て
揺
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
ス
ッ
チ
ャ
、
そ
し
て
ソ
バ
ン
に
よ
っ

て
境
界
が
開
か
れ
、
そ
こ
か
ら
外
部
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ソ
バ
ン
と
ス
ッ
チ
ャ
と
い

う
共
に
王
国
の
内
部
に
い
な
が
ら
、
し
か
し
外
部
化
さ
れ
て
い
る
二
人
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
王
国
の
様
相
は
さ
ら
に
複
雑
さ
を
増
す

こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
永
山
の
王
国
を
物
理
的
に
脅
か
す
外
部
は
、
「
外
国
人
」
で
も
、
ス
ッ
チ
ャ
で
も
、
ソ
バ
ン
で
も
な
い
。
国
家
権

力
で
あ
る
警
察
で
あ
る
。
「
外
国
人
」
た
ち
に
よ
る
私
刑
が
あ
っ
た
と
聞
き
、
王
国
に
駆
け
付
け
た
警
察
は
、
ソ
バ
ン
に
向
か
っ
て
次

の
よ
う
に
言
う
。 

                                        

              

 

一
一

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
三
五
頁
。 
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じ
い
さ
ん
。
あ
ん
た
が
こ
こ
に
、
日
本
に
住
む
の
は
歴
史
的
に
も
な
ん
と
か
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
お
れ
の
目
の
届
く
と
こ
ろ

で
、
百
人
も
の
出
稼
ぎ
不
法
滞
在
者
が
自
分
た
ち
だ
け
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
る
の
は
ぜ
っ
た
い
に
許
せ
ん
。
こ
の
町
は
新
宿
で

も
ミ
ナ
ミ
で
も
な
い
、
在
日
朝
鮮
人
が
ち
ょ
っ
と
多
い
だ
け
の
ふ
つ
う
の
下
町
や
。
も
う
こ
れ
以
上
外
人
は
い
ら
ん
。
そ
れ
は
こ

の
町
の
だ
れ
も
が
願
っ
て
い
る
こ
と
や
。
え
え
か
、
今
日
に
も
こ
こ
を
潰
す
。
〔…

〕
じ
い
さ
ん
、
い
ま
す
ぐ
荷
物
を
ま
と
め
た

ほ
う
が
い
い
ぞ
。
一
二 

 

結
局
の
と
こ
ろ
、
永
山
の
王
国
は
、
国
家
権
力
が
許
す
範
囲
内
で
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
永
山
の
横
暴
さ
も

そ
の
範
囲
内
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
王
国
内
の
暴
力
は
、
王
国
の
外
に
広
が
っ
て
い
る
権
力
が
帯
び
る
暴
力
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。
黄
奉
模
は
、
主
流
社
会
日
本
と
永
山
王
国
の
境
界
が
な
く
な
る
と
き

も
厳
し
い
弾
圧
が
発
生
す
る
と
論
じ
て
い
る
が
一
三

、
厳

密
に
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
国
家
権
力
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
拡
大
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
弾
圧
が
発
生
す
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
。 ソ

バ
ン
が
無
謀
に
も
警
察
に
飛
び
か
か
り
、
し
か
し
叩
き
の
め
さ
れ
て
意
識
が
遠
の
く
の
は
、
ソ
バ
ン
が
体
現
す
る
外
部
が
脆
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
ソ
バ
ン
が
永
山
王
国
を
根
底
で
支
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
脆
さ
は
、
永
山
の
王
国
の
存
在
も
儚
い

も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
。
と
は
い
え
、
ソ
バ
ン
の
存
在
が
も
た
ら
す
外
部
性
は
、
王
国
の
住
民
に
よ
っ
て
も
（
例
え
ば
高
本
）
、

                                        

              

 

一
二 

「
蔭
の
棲
み
か
」
、
五
〇
頁
。 

一
三 

黄
奉
模
「
玄
月
の
『
蔭
の
棲
み
か
』
論
」
『
国
文
学
』
九
一
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
三
七
〇
頁
。 
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ま
た
警
察
に
よ
っ
て
も
（
「
も
う
こ
れ
以
上
外
人
は
い
ら
ん
」
）
知
覚
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
脆
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
生
き
存
え
る
も

の
と
し
て
あ
る
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
蔭
の
棲
み
か
」
の
文
学
的
可
能
性
も
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 
三
．
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
の
王
国 

次
に
桐
野
夏
生
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
「
唯イ

腕ワ
ン

村
」
と
呼
ば
れ
る
、
自
給
自
足
、
相
互
扶
助
で
生
活
を
す

る
、
東
北
の
小
さ
な
村
で
の
人
間
模
様
が
主
と
し
て
描
か
れ
る
。 

こ
の
「
唯
腕
村
」
に
は
実
際
の
モ
デ
ル
が
あ
る
。
白
樺
派
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
武
者
小
路
実
篤
（
一
八
八
五
〜
一
九
七
六
年
）
が

関
わ
っ
た
「
新
し
き
村
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
新
し
き
村
」
は
一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）
一
一
月
に
設
立
さ
れ
た
が
、
現
在
も
実
在

し
、
自
給
自
足
に
近
い
生
活
を
住
民
た
ち
は
続
け
て
い
る
一
四

。 

村
内
会
員
と
村
外
の
協
力
会
員
か
ら
構
成
さ
れ
、
運
営
さ
れ
る
新
し
き
村
は
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
や
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

そ
し
て
実
篤
に
対
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
の
影
響
と
い
っ
た
背
景
を
持
っ
て
お
り
、
人
類
の
理
想
郷
を
目
指
し
て
作
ら
れ
た
村
で
あ
っ

た
。
ま
た
実
篤
の
自
伝
的
小
説
で
あ
る
『
或
る
男
』
に
は
、
文
学
を
や
る
こ
と
と
「
新
し
き
世
界
」
を
作
ろ
う
と
考
え
た
の
は
同
時
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
双
生
児
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
た
個
所
が
出
て
く
る
一
五

。
実
篤
に
と
っ
て
文
学
を
す
る
こ
と
と
新
し
き
村
を
作
る
こ

と
は
別
々
の
こ
と
で
は
な
く
、
両
者
は
人
類
の
幸
福
の
実
現
と
い
う
共
通
の
目
的
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
理
想
郷
の
実
現

                                        

              

 

一
四 

現
在
の
新
し
き
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
あ
る
。h

ttp
://a

ta
ra

sh
ik

i-m
u

ra
.or.jp

/
（

終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
九
月
二
四
日
）
。 

一
五 

『
或
る
男
』
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第
三
巻
、
新
潮
社
、
一
九
五
四
年
、
一
八
六
頁
。 
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と
い
う
動
機
の
裏
側
に
は
、
農
夫
や
労
働
者
を
不
当
に
利
用
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
対
す
る
実
篤
自
身
の
罪
責
の
念
も
あ
っ

た
。 

 

我
々
は
農
夫
と
労
働
者
の
御
陰
で
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
の
分
ま
で
苦
労
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
為
に
我
々
は
労
働
者

の
方
に
無
資
格
に
な
っ
て
い
る
。
一
六 

 

だ
が
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
の
「
唯
腕
村
」
は
、
「
新
し
き
村
」
を
モ
デ
ル
に
し
つ
つ
も
、
表
面
的
に
謳
わ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
裏
面

で
の
グ
ロ
テ
ス
ク
と
も
い
え
る
「
幸
福
」
の
追
求
を
描
き
出
し
て
お
り
、
現
代
に
お
け
る
理
想
郷
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
場
所
と
な

っ
て
い
る
。 

「
唯
腕
村
」
創
設
以
来
の
八
〇
年
に
わ
た
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
「
我
、
友
を
愛
す
た
め
に
生
き
、
土
を
愛
す
た
め
に
生
き
、
人
の
た

め
に
生
き
る
」
で
あ
り
、
実
際
他
人
へ
の
無
償
の
愛
、
私
有
財
産
の
禁
止
、
自
給
自
足
が
村
の
三
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
原
則
に
よ
っ
て
、
村
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
た
る
べ
く
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
村
に
お
い
て
主
人
公
・
高
浪
東
一
は
、
こ
の
村
の
創
設
者
の
一
人
、
彫
刻
家
・
高
浪
素
峰
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
ま
た
も

う
一
人
の
創
設
者
で
あ
る
作
家
・
羅
我
誠
の
血
も
引
い
て
る
こ
と
か
ら
、
「
唯
腕
村
」
の
理
事
長
（
統
治
者
）
と
な
る
こ
と
が
半
ば
決

ま
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。 

 

「
東
一
君
の
祖
国
は
ど
こ
だ
え
」 

                                        

              

 

一
六 

武
者
小
路
実
篤
「
新
し
き
村
に
就
て
の
対
話
」
大
津
山
国
夫
編
『
新
し
き
村
の
創
造
』
冨
山
書
房
、
一
九
七
七
年
、
四
五
頁
。 
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「
日
本
で
す
」 

「
お
前
さ
ん
は
、
日
本
人
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
前
さ
ん
の
祖
国
は
日
本
じ
ゃ
な
い
、
こ
こ
だ
よ
。
お
前
さ
ん
は
唯
腕

村
の
純
血
種
な
ん
だ
か
ら…

」
一
七 

 

東
一
が
幼
い
こ
ろ
に
交
わ
し
た
羅
我
誠
と
の
会
話
で
あ
る
。
東
一
は
、
大
人
と
な
っ
た
後
も
た
び
た
び
こ
の
会
話
を
思
い
出
す
こ
と

に
な
る
。
だ
が
東
一
が
成
人
し
大
人
に
な
っ
た
頃
に
は
、
村
の
住
民
は
高
齢
化
し
て
お
り
、
経
済
的
に
も
養
鶏
や
東
一
の
父
（
素
一
）

が
主
催
す
る
劇
団
の
公
演
料
だ
け
で
し
か
収
入
が
得
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
村
は
い
つ
廃
村
し
て
も
お
か
し
く
な
い

状
態
に
あ
り
、
若
者
も
ほ
ぼ
い
な
い
中
に
東
一
は
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
、
当
然
な
が
ら
新
た
な
村
民
を
受
け
入
れ
る
余
裕
な
ど
な
い
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
村
民
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
四

人
が
尋
ね
て
く
る
。
美
し
い
女
子
高
生
・
真
矢
、
彼
女
の
母
親
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
男
・
ク
ニ
タ
、
脱
北
者
の
女
・
ス
オ
ン
と
そ
の

息
子
・
ア
キ
ラ
（
ア
ン
ヒ
ョ
ル
）
の
四
人
で
あ
る
。
真
矢
の
母
親
は
、
脱
北
者
を
支
援
す
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
」
を
し
て
お
り
、
中
朝
の
国

境
で
捕
ま
っ
た
と
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
仕
事
」
に
関
わ
っ
て
い
た
ク
ニ
タ
は
真
矢
ら
を
連
れ
、
隠
れ
場
そ
し
て
生
活
の

場
を
求
め
て
「
唯
腕
村
」
に
や
っ
て
く
る
。
「
唯
腕
村
」
は
「
日
本
じ
ゃ
な
い
」
村
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
脱
北
者

と
い
っ
た
他
者
が
身
を
寄
せ
う
る
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
唯
腕
村
」
は
日
本
の
外
部
的
な
位
置
に
あ
る
。
ま
た
「
住

民
」
を
日
本
人
に
限
定
せ
ず
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
と
略
記
）
の
住
民
や
後
に
登
場
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
女
性

な
ど
に
も
開
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
人
類
の
理
想
郷
と
し
て
の
「
新
し
き
村
」
を
可
能
な
限
り
そ
の
理
想
に
近
づ
け
る
も
の
で
あ

                                        

              

 

一
七 

桐
野
夏
生
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
上
、
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
頁
。 
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ろ
う
一
八

。
何
は
と
も
あ
れ
「
唯
腕
村
」
は
、
日
本
社
会
と
繋
が
り
つ
つ
も
異
質
な
場
で
あ
る
が
故
に
他
者
に
向
け
て
開
か
れ
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
東
一
を
し
て
、
こ
の
村
の
統
治
者
と
な
る
べ
く
せ
き
立
て
て
い
く
。 

 

廃
村
す
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
的
状
況
に
あ
っ
て
、
東
一
は
「
唯
腕
村
」
を
自
ら
の
王
国
と
す
べ
く
動
い
て
い
く
。
細
々
と
行
っ
て

い
た
養
鶏
を
拡
大
し
、
よ
り
規
模
の
大
き
い
そ
し
て
収
益
の
上
が
る
も
の
に
し
、
ま
た
村
の
中
で
独
自
に
無
農
薬
米
を
作
り
密
か
に
高

い
収
益
を
上
げ
て
い
た
村
民
・
山
路
と
手
を
組
み
、
そ
の
米
を
「
唯
腕
村
」
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
売
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
東

一
は
、
ヤ
ク
ザ
か
ら
資
金
を
借
り
受
け
事
業
を
拡
大
す
る
と
、
詐
欺
ま
が
い
に
商
品
を
売
り
、
そ
し
て
知
名
度
の
上
が
っ
た
村
に
集
ま

っ
て
き
た
若
者
た
ち
を
搾
取
し
て
ま
で
村
を
大
き
く
し
、
そ
こ
に
君
臨
し
よ
う
と
す
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
東
一
の
王
国
建
設
の
情
熱
を
支
え
て
い
る
の
は
、
金
も
そ
う
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
他
者
に
開
か
れ
た
こ
の
村
に
や
っ
て

く
る
女
た
ち
で
あ
る
。
女
の
存
在
こ
そ
が
、
東
一
の
王
国
作
り
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

だ
が
、
た
っ
た
ひ
と
つ
不
便
が
あ
る
と
し
た
ら
、
い
や
、
ど
う
に
も
我
慢
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
恋
を
し
た
く
な
る

よ
う
な
女
が
、
周
囲
に
一
人
も
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
一
九 

                                        

              

 

一
八 

と
は
い
え
脱
北
者
と
さ
れ
る
「
ス
オ
ン
」
は
、
物
語
の

後
に
お
い
て
は
北
朝
鮮
の
工
作
員
か
も
し
れ
な
い
描
か
れ
方
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点

に
お
い
て
日
本
（
文
学
）
の
北
朝
鮮
表
象
を
無
批
判
的
に
引
き
継
い
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
点
、
日
本
現
代
文
学
に
お
け
る
北
朝
鮮
表
象
を

総
体
的
に
整
理
し
、
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
現
代
文
学
に
お
け
る
北
朝
鮮
表
象
と
は
、
例
え
ば
村
上
龍
『
半
島
を
出
よ
』
（
幻
冬
舎
、
二
〇
〇

五
年
）
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。 

一
九 

『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
上
、
三
四
頁
。 
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美
し
い
真
矢
が
村
に
現
れ
る
と
、
東
一
は
彼
女
を
自
ら
の
物
に
す
べ
く
、
「
就
学
支
援
」
と
し
て
金
を
ち
ら
つ
か
せ
関
係
を
迫
っ
て

い
く
。
真
矢
は
強
制
的
に
肉
体
関
係
を
強
い
ら
れ
る
が
、
村
か
ら
逃
げ
だ
し
、
し
か
し
後
に
東
一
に
売
ら
れ
風
俗
の
世
界
に
身
を
落
と

す
こ
と
に
な
る
。
東
一
の
性
へ
の
耽
溺
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
真
矢
が
い
な
く
な
っ
た
後
は
、
村
に
残
っ
た
外
国
人
の
女
、
そ
し
て
新

た
に
村
に
来
た
ベ
ト
ナ
ム
の
女
性
・
ホ
ア
や
中
国
か
ら
来
た
メ
イ
、
あ
る
い
は
若
い
日
本
人
女
性
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
ハ
ー
レ
ム
を

築
き
上
げ
て
い
く
。 

 

だ
が
重
要
な
こ
と
は
、
「
恋
を
し
た
く
な
る
よ
う
な
女
」
が
周
り
に
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
東
一
は
恋
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
唯
腕
村
」
が
曾
祖
父
で
あ
る
高
浪
素
峰
と
羅
我
薫
子
と
い
う
男
女
が
中
心
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
多

く
の
女
性
が
い
な
が
ら
も
理
想
的
な
ペ
ア
と
な
り
得
る
者
が
い
な
い
こ
と
は
、
「
唯
腕
村
」
か
ら
東
一
自
身
が
逸
脱
し
て
い
か
ざ
る
を

得
な
く
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。 

さ
ら
に
は
「
唯
腕
村
」
の
住
民
た
ち
の
半
分
は
、
東
一
の
強
引
な
手
法
や
横
暴
さ
、
す
な
わ
ち
「
唯
腕
村
」
の
理
想
か
ら
の
逸
脱
に

反
発
し
、
無
農
薬
米
を
作
っ
て
い
た
山
路
も
彼
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
村
は
二
分
し
、
唯
一
の
味
方
で
あ
っ
た
ク
ニ
タ
が
病

で
死
ぬ
と
、
孤
立
し
た
東
一
は
村
民
全
員
の
「
相
互
批
判
会
」
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。
事
実
的
に
も
村
の
外
部
へ
と
放
逐
さ

れ
る
の
で
あ
る
。 

紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
分
厚
い
「
唯
腕
村
」
サ
ー
ガ
の
全
て
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
注
目
し
た

い
の
は
、
東
一
が
追
放
さ
れ
、
何
一
つ
持
た
な
い
男
と
な
っ
た
後
で
あ
る
。
追
放
さ
れ
た
東
一
は
、
改
め
て
真
矢
を
探
し
出
し
、
北
海

道
に
新
し
い
「
唯
腕
村
」
を
建
設
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。 
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「
何
の
用
事
で
来
た
の
」 

「
俺
、
北
海
道
に
土
地
買
っ
た
ん
だ
。
唯
腕
村
を
ま
た
や
ろ
う
と
思
っ
て
。
だ
か
ら
、
マ
ヤ
ち
ゃ
ん
来
な
い
か
。
俺
と
一
緒
に
、

高
浪
素
峰
と
羅
我
薫
子
に
な
ら
ね
え
か
」 

「
何
そ
れ
」 

「
唯
腕
村
の
開
祖
だ
。
薫
子
は
、
羅
我
誠
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
今
度
こ
そ
、
過
疎
の
地
で
理
念
通
り
に
農
業
を
や
ろ
う
と

思
う
ん
だ
」 

 

ま
た
も
王
国
を
作
ろ
う
と
い
う
の
か
。
真
矢
は
、
潮
の
匂
い
の
す
る
風
を
吸
い
込
ん
だ
。
東
一
が
囚
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
自

分
が
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
自
由
に
生
き
る
つ
も
り
で
い
て
も
、
い
つ
か
自
由
が
病
と
な
っ

て
自
分
を
縛
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
行
っ
て
み
よ
う
か
」 

 

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
言
葉
が
、
真
矢
の
口
を
衝
い
て
出
た
。
二
〇 

 

こ
れ
は
、
実
際
の
「
新
し
き
村
」
も
、
内
部
分
裂
で
は
な
い
理
由
で
あ
る
が
、
宮
崎
県
か
ら
埼
玉
県
に
村
の
所
在
地
を
移
し
た
事
実

を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
で
は
、
単
に
新
し
く
村
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
と
す
る
に
留
ま
ら
な
い

意
味
を
帯
び
て
い
る
。 

東
一
の
意
志
が
、
高
浪
素
峰
と
羅
我
薫
子
に
よ
る
建
国
神
話
を
な
ぞ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
唯
腕
村
」
と
い
う
東
一
の

                                        

              

 

二
〇 

『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
下
、
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
、
四
一
二
頁
。 
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王
国
は
、
一
度
は
挫
折
を
経
験
し
た
と
は
い
え
、
彼
の
中
で
そ
の
存
在
は
消
失
し
て
も
い
な
い
し
、
揺
ら
い
で
さ
え
な
い
。
む
し
ろ
真

矢
と
い
う
「
恋
を
し
た
く
な
る
女
」
と
出
会
い
直
す
こ
と
で
、
よ
り
原
「
唯
腕
村
」
に
近
い
形
で
の
開
村
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
追
放
さ
れ
た
東
一
が
買
っ
た
の
は
、
北
海
道
の
土
地
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
ス

ズ
キ
は
『
辺
境
か
ら
の
眺
め
る
』
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 

  
 

徳
川
の
商
業
植
民
地
主
義
は
、
世
界
中
の
他
地
域
で
の
植
民
地
主
義
と
相
似
性
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
後
に
ア
ジ
ア
の
他
地
域

で
日
本
が
お
こ
な
っ
た
植
民
地
事
業
に
適
用
さ
れ
る
莫
大
な
経
験
と
思
想
の
モ
デ
ル
を
創
出
し
た
。
二
一 

  

つ
ま
り
帝
国
日
本
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
、
徳
川
時
代
に
行
わ
れ
た
北
海
道
の
植
民
地
化
は
、
の
ち
の
台
湾
や
朝
鮮
な
ど
の

植
民
地
化
の

初
の
訓
練
の
場
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
一
が
新
た
な
「
王
国
」
を
北
海
道
に
建
国
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
日
本
の
植
民
地
化
の
歴
史
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
東
一
の
「
唯
腕
村
」
の
再
建
築
は
、
植
民
地
の
歴
史
的
起

点
へ
の
送
り
返
し
と
な
っ
て
い
る
。 

 

北
海
道
に
「
唯
腕
村
」
を
あ
ら
た
め
て
開
村
す
る
と
い
う
の
は
、
作
者
・
桐
野
夏
生
の
た
ま
た
ま
の
発
想
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
図
ら
ず
も
日
本
の
植
民
地
化
事
業
を
反
復
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
唯
腕
村
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
建
設
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
問
わ
れ
な
い
限
り
、
「
唯
腕
村
」
は
絶
望
を
ま
き
散
ら
し
う
る
「
希
望
」
と
し
て
あ
り
続
け
る
。

つ
ま
り
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
外
部
に
も
た
ら
す
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
し
て
の
「
唯
腕
村
」
で
あ
る
。
作
品
で
は
「
唯
腕
村
」
内
で
の
多
様

                                        

              

 

二
一 

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
鈴
木
『
辺
境
か
ら
の
眺
め
る
―
―
ア
イ
ヌ
が
経
験
す
る
近
代
』（
大
川
正
彦
訳
）
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
〇
頁
。 
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な
事
件
が
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
ま
き
散
ら
し
に
比
べ
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
問
題
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
は
自
ら
の
根
底
を
問
わ
な
い
形
で
の
各
々
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
追
求
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
植
民
地
化
事
業
と
し
て
の
「
唯
腕
村
」
を
「
蔭
の
棲
み
か
」
と
の
関
係
で
言
う
な
ら
ば
、
東
一
の
王
国
は
永
山
の
王
国

を
取
り
囲
む
も
の
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
集
落
の
外
部
に
広
が
る
権
力
と
し
て
、
希
望
を
い
つ
で
も
絶
望
に
変
換
す
る
力
の
場
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
永
山
の
王
国
と
東
一
の
王
国
は
、
同
じ
く
日
本
国
内
の
特
殊
な
空
間
で
あ
る
も
の
の
、
両
者
は
階
層
化

さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
東
一
の
王
国
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
地
の
歴
史
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ほ
ぼ
日
本
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
自
ら
の
外
部
を
飲
み
込
ん
で
い
く
「
唯
腕
村
」
は
、
「
日
本
」
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

本
節
の
は
じ
め
に
お
い
て
武
者
小
路
実
篤
の
「
新
し
き
村
」
が
、
人
類
の
幸
福
の
た
め
の
理
想
郷
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
桐
野
の
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
は
、
そ
の
理
想
郷
の
追
求
が
う
み
だ
す
グ
ロ
テ
ス
ク
な
未
来
を
描
き
出
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
。
と
い
う
の
も
東
一
が
あ
ら
た
め
て
「
唯
腕
村
」
を
開
村
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
植
民
地
化
事
業
を
何
度
で
も
は
じ
め
か
ら
開
始

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
が
描
き
だ
す
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
は
こ
こ
に
極
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
作
品
に
返
す
な
ら
ば
、「
蔭
の
棲
み
か
」
が
「
ソ
バ
ン
」
と
い
う
外
部
が
保
持
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、『
ポ
リ
テ
ィ

コ
ン
』
の
「
唯
腕
村
」
は
外
部
を
開
く
と
い
う
よ
り
も
、
結
果
的
に
閉
ざ
し
て
い
く
村
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

四
．
結
論
―
「
蔭
の
棲
み
か
」
に
お
け
る
外
部
の
行
方 

 

本
稿
で
は
二
つ
の
作
品
を
王
国
と
そ
の
外
部
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。「
蔭
の
棲
み
か
」
で
は
「
外
国
人
」「
ス
ッ
チ
ャ
」
そ

し
て
と
り
わ
け
「
ソ
バ
ン
」
の
存
在
が
注
目
す
べ
き
外
部
を
開
い
て
い
る
と
論
じ
た
。
ま
た
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
に
お
い
て
は
結
果
的
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に
外
部
が
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
と
述
べ
た
。 

 

も
ち
ろ
ん
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
に
お
い
て
も
、
詳
し
い
分
析
は
で
き
な
い
が
、
外
部
が
わ
ず
か
な
が
ら
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
作

品
の
も
う
一
人
の
主
人
公
・
真
矢
は
、
風
俗
の
世
界
に
身
を
落
と
し
た
あ
と
、「
恩
人
」
で
も
あ
る
ク
ニ
タ
の
死
に
際
し
て
「
唯
腕
村
」

に
一
時
的
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
の
時
、
真
矢
は
ク
ニ
タ
の
携
帯
電
話
を
手
に
入
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
突
然
、
北
朝
鮮
に
捕
ま
っ
た
と
思

わ
れ
た
母
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
に
お
い
て
一
瞬
開
か
れ
る
外
部
と
は
、
母
か
ら
の
電
話
が
開

く
特
定
不
可
能
な
場
所
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
東
一
の
「
唯
腕
村
」
が
植
民
地
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
で
外
部
を
飲
み
込
ん
で

い
く
力
の
場
と
し
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
携
帯
電
話
が
開
く
外
部
は
い
つ
駆
逐
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
危
機
の
下
に
あ
る
。 

 

他
方
、
永
山
の
王
国
も
植
民
地
の
再
生
産
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
外
に
は
、
永
山
の
王
国
を
被
植
民
地
化
す
る
植
民
地
主
義
的

権
力
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
た
め
逆
説
的
に
王
国
自
体
に
異
質
さ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
氷
山

の
王
国
は
、
帝
国
日
本
と
重
な
っ
て
し
ま
う
東
一
の
「
唯
腕
村
」
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
パ
ク
・
チ
ョ
ン
イ
は
「
蔭
の
棲
み
か
」
の

「
蔭
」
と
は
、
「
棲
み
か
」
の
内
部
者
に
と
っ
て
は
植
民
地
支
配
の
結
果
と
し
て
自
然
に
発
生
し
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
肯
定
的
な

意
味
と
な
り
、
「
棲
み
か
」
の
外
部
者
に
と
っ
て
は
不
法
地
帯
と
い
う
否
定
的
な
意
味
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

パ
ク
は
、
「
「
蔭
の
棲
み
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
「
蔭
」
を
め
ぐ
る
内
部
者
と
外
部
者
の
肯
定
的
、
否
定
的
認
識
、
そ
し
て
日
本

社
会
の
否
定
的
視
覚
に
対
す
る
内
部
者
の
反
問
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
二
二

。
妥
当
な
結
論
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
永
山

の
王
国
に
お
い
て
は
、
王
国
に
異
質
さ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
が
制
御
し
き
れ
な
い
「
外
国
人
」
た
ち
が
す
で
に
空
間

的
な
外
部
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
を
経
験
し
た
ソ
バ
ン
が
時
間
的
な
外
部
性
を
分
泌
し
続
け
て
い
る
こ
と
か

                                        

              

 

二
二 

박
정
이
「
『
그
늘
의 

집
』
」
의 

 

그
늘
，
의 

실
체
」
『
일
어
일
문
학
』
四
六
、
대
한
일
어
일
문
학
회
︑
二
〇
一
〇
年
五
月
、
二
三
一
頁
。 

‘ 
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ら
、
外
部
が
多
様
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
外
部
と
内
部
は
単
純
に
分
け
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
こ
の
多
様
な
外
部
の
現
れ
こ

そ
が
、
『
蔭
の
棲
み
か
』
と
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
』
を
分
か
つ
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
永
山
王
国
は
権
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る

が
、
し
か
し
外
部
性
が
ソ
バ
ン
自
体
に
不
可
分
的
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
「
蔭
」
と
は
朝
鮮
人
集
落
だ
け
を

指
す
の
で
は
な
く
、
身
体
に
宿
る
そ
れ
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
ソ
バ
ン
」
の
身
体
も
「
蔭
」
の
「
棲
み
か
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
玄
月
が
描
き
出
し
た
の
は
、
日
本
社
会
に
ひ
そ
か
に
「
棲
」
ま
う
の
「
蔭
」
と
し
て
の
永
山
王
国
だ
け
で
な

く
、
王
国
と
は
別
に
、
と
い
う
こ
と
は
除
去
困
難
な
、
人
の
影
の
よ
う
な
「
蔭
」
で
も
あ
る
。
チ
ャ
ン
・
ア
ン
ス
ン
は
、
玄
月
の
言
う

「
人
間
の
普
遍
性
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、「
蔭
の
棲
み
か
」
を
論
じ
て
い
る
二
三

。
こ
の
場
合
「
人
間
の
普
遍
性
」
と
は
、「
資

本
の
論
理
に
よ
っ
て
進
行
す
る
人
間
性
の
喪
失
、
個
人
の
無
力
感
、
疎
通
の
不
在
な
ど
の
問
題
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
産
業
社

会
が
招
来
す
る
一
般
的
な
病
理
現
象
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
集
団
村
に
お
い
て
経
験
す
る
ソ
バ
ン
の
問
題
」
は
、

そ
の
病
理
が
「
日
本
社
会
の
暗
い
断
面
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
二
四

。
や
や
大
括
り
の
規
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
「
ソ

バ
ン
の
問
題
」
が
ま
さ
に
「
蔭
」
の
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
は
、
「
ソ
バ
ン
の
問
題
」
が
破
壊
も
さ
れ
ず
、
か
つ
そ
の
特
異
性
も
失
わ

れ
ず
、
外
部
（
少
な
く
と
も
日
本
社
会
）
と
疎
通
し
え
た
と
き
、
玄
月
の
言
う
「
人
間
の
普
遍
性
」
に
接
近
し
う
る
と
述
べ
て
い
る
二
五

。

王
国
は
破
壊
さ
れ
る
が
、
影
と
し
て
の
「
蔭
」
は
除
去
困
難
で
あ
る
と
き
、
「
疎
通
」
の
た
め
に
残
さ
れ
る
の
が
「
蔭
」
と
し
て
の
身

                                        

              

 

二
三 

장
안
순
「
현
월
의
『
그
늘
의 

집
』
―
―
집
단
촌
의 

소
수
자
」
『
일
본
학
연
구
』
제
三
二
집
︑
二
〇
一
一
年
。
し
か
し
な
が
ら
「
人
間
の
普
遍
性
」

と
い
う
言
葉
が
、
日
本
人
／
朝
鮮
人
や
朝
鮮
人
内
部
の
階
層
性
、
ソ
バ
ン
の
他
者
性
等
と
ど
れ
ほ
ど
親
和
的
で
あ
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。 

二
四 

장
안
순
「
현
월
의
『
그
늘
의 

집
』
―
―
집
단
촌
의 

소
수
자
」
二
七
五
頁
。 

二
五 

장
안
순
「
현
월
의
『
그
늘
의 

집
』
―
―
집
단
촌
의 

소
수
자
」
二
七
六
頁
。 
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体
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
人
間
の
普
遍
性
」
と
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ソ
バ
ン
」
の
モ
デ
ル
が
、
金
石
範

「
看
守
朴
書
房
」
の
主
人
公
「
朴
書
房
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
例
証
さ
れ
よ
う
。
王
国
で
は
な
く
、
「
ソ
バ
ン
」
の
身
体
が
、
作
品
を

超
え
て
散
種
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
蔭
」
と
し
て
の
身
体
が
、
日
本
だ
け
で
な
く
東
ア
ジ
ア
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

散
ら
ば
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
複
数
の
「
蔭
」
も
、
植
民
地
主
義
の
暴
力
に
よ
っ
て
消
し
去
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
、「
外

国
人
」
や
「
ソ
バ
ン
」
と
い
う
外
部
と
し
て
の
身
体
は
、
た
と
え
王
国
自
体
が
消
去
し
た
と
し
て
も
、
目
の
前
に
残
り
続
け
る
の
で
あ

り
、
彼
ら
が
王
国
の
外
に
移
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
外
部
を
開
き
続
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
文
学
が
描
く
べ
き
外
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
続
け
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
玄
月
「
蔭
の
棲
み
か
」
が
開
い
た
文
学
的
な
可
能
性
も
あ
る
。 
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