
』
値
目
。
園
田
・
。
。
-o

句
、
言
。
、
富
吉
岡
『
H

角
川
。
宮
、
。
な
た
。
句
碑
ぬ
『
園
内
同
町
。
。
、
時
『
ぬ
と
。
お

宮
弓
宮
崎
同
崎
町
苫
H
F
・
内
偽
記
吉
『
同
同
町
、
ぜ
な

S安

野

省

わ
た
く
し
は
著
者
ジ
ェ
l
ム
ズ
・

H
-
コ
ー
ル
氏
と
は
一
面
識
も
な
い
。
巻

頭
の
著
者
紹
介
に
よ
る
と
、
一
九
七
五
年
に
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
皐
か
ら
博
土

挽
を
授
輿
さ
れ
、
本
書
の
刊
行
年
次
で
あ
る
八
六
年
の
時
黙
で
は
、
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
エ
ー
ル
の
三
大
皐
で
中
園
史
を
講
じ
て
お
ら
れ
る
。

か
た
わ
ら
、
コ

i
ネ
ル
大
皐
園
書
館
東
ア
ジ
ア
関
係
ウ
ォ

l
ソ
ン
・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
主
事
で
あ
り
、
八
五
年
に
は
コ

l
ネ
ル
大
撃
の
中
園
・
日
本
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
客
員
研
究
員
に
も
な
っ
て
い
る
。
右
の
経
歴
は
経
歴
と
し
て
、
問
題
は
作

品
の
出
来
映
え
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
歴
史
文
化
名
城
で
あ
る
紹
興
府
を

貧
験
肇
に
の
せ
、
巧
妙
な
メ
ス
捌
き
で
見
事
に
解
剖
を
や
っ
て
の
け
た
と
い
う

の
が
讃
後
感
で
あ
る
。
ス
キ
ナ
l
教
授
を
長
と
す
る
《
寧
紹
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》

の
寅
力
を
垣
間
見
る
怨
い
も
す
る
が
、
所
詮
は
著
者
の
才
気
換
設
・
用
意
周
到

に
支
え
ら
れ
た
熟
成
度
の
高
い
作
品
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ま
ず
は
目
次
か
ら
。

序
文

第
一
部
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競
争
に
よ
る
生
き
残
り

|
紹
興
の
地
域
社
曾

第
一
草
地
方
名
土

1

構
成
員
は
だ
れ
か
0
・

内
部
の
結
束
と
葛
藤

3

0

郷
紳
。
か

h
q

一
薦
入
。
か

第
二
一
章
竪
寅
な
庶
民

ー
生
存
競
争
1

1

佃
租
と
税
糧

2

イ
ン
フ
レ
と
鎗
米

第
三
章
無
頼
と
そ
の
周
逸

-
堕
と
砂

2

匪
賊

3

賎
民

第
二
部
協
力
に
よ
る
生
き
残
り

-
清
朝
下
の
紹
興
閥
|

第
四
章
紹
興
の
移
住
停
統

第

五

章

嵐

官

1

順
天
府
の
嵐
官

2

中
圏
全
土
の
属
官

第
六
一
章
中
央
官
艇
の
膏
吏
と
幕
友

-
中
央
官
醸
の
脅
吏

幕
友

一
民
族
と
し
て
の
生
き
残
り
を
め
ざ
し
て

|
清
末
、
紹
興
の
地
方
改
革

l

司
法
改
革

教
育
の
近
代
化

地
方
自
治
政
府

2 
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附
A 篇

宗
族

一
八
九
二
年
、
常
州
・
蘇
州
・
杭
州
・
紹
興
の
嵐
官
輩
出
比
較

紹
興
酒
、
紙
銭
及
び
初
期
近
代
工
業

B C 
全
曲
胞
の
構
成
を
み
る
と
、
充
分
に
推
磁
を
重
ね
、
計
算
し
慈
し
た
才
気
が
俸

わ
っ
て
く
る
。
第
一
部
は
内
な
る
郷
里
に
あ
っ
て
、

家
族

・
宗
族
の
結
合
を
よ

す
が
に
他
家
族
・
他
宗
族
と
の

J
腕
争
に
よ
る
生
き
残
り
。
を
間
野
に
収
め
、

第
二
部
は
外
な
る
異
郷
に
あ
っ
て
、
同
郷
人
の
協
力
を
よ
す
が
に
他
郷
人
と
競

争
し
な
が
ら
の
。
協
力
に
よ
る
生
き
残
り
々
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。
紹
興

人
の
活
動
を
内
(
競
争
〉
と
外
(
協
力
)
と
に
分
け
、
雨
者
の
釣
合
い
を
測
り

な
が
ら
、
紹
興
の
全
貌
に
迫
ろ
う
と
い
う
寸
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
章
節
に
立
ち

入
る
と
、
第
一
部
の
三
つ
の
章
で
郷
紳
・
一
商
人

・
佃
戸
・
匪
賊
・
賎
民
と
い
っ

た
順
序
で
社
合
目
胞
を
上
か
ら
下
ま
で
網
羅
し
、
第
二
部
の
三
つ
の
章
も
い
わ
ゆ

る
紹
興
閥
の
支
柱
と
な
る
嵐
官
・
六
部
脅
吏

・
幕
友
を
扱
っ
て
遺
漏
な
き
を
期

し
て
い
る
。
終
一章
は
清
末
の
紹
興
に
お
け
る
司
法
・
教
育
・
地
方
政
治
の
改
革

や
近
代
化
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
章
だ
け
は
や
や
息
切
れ
を
感
じ
さ
せ

る
。
が
、
敢
え
て
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
気
阪
と
い
う
か
周
到
さ
と
い
う
か
、

そ
の
迭
の
こ
と
は
評
債
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
各
章
の
官
頭
、
い
わ
ば
エ

ピ
グ
ラ
フ
に
相
嘗
す
る
箇
所
に
は
、

紹
興
出
身
の
魯
迅
の
文
を
配
す
る
と
い
っ

た
心
憎
い
演
出
も
施
さ
れ
、
忽
十
術
書
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
談
者
の
興
趣
を

そ
ら
さ
な
い
サ

ー
ビ
ス
精
神
が
嬉
し
い
。

問
題
意
識
こ
れ
は
序
文
の
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る
し
、
見
方
に
よ
れ
ば
十

一
頁
を
占
め
る
序
文
は
、
本
書
の
骨
格
と
結
論
を
先
取
り
し
て
い
る
観
が
深

い
。
著
者
は
主
要
テ
l
マ
の
一
つ
に
、

「
な
ぜ
紹
興
と
い
う
一
地
方
が
王
朝
の

行
政
機
構
に
射
し
分
不
相
態
と
も
い
う
べ
き
影
響
力
を
行
使
し
、
中
央
か
ら
大

き
な
利
盆
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
解
明
す
る
(
三
頁
)
」
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
紹
興
が
た
ん
に
科
傘
合
格
者
を
量
産
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
科
怨
制

度
を
廻
遊
し
、
よ
り
確
貨
な
径
路
で
官
僚
機
構
に
も
ぐ
り
込
む
こ
と
(
嵐
官
・

六
部
膏
吏

・
幕
友
の
輩
出
)
に
も
成
功
し
た
貼
を
力
説
す
る
。
科
血
争
の
幹
線
を

ゆ
く
た
め
に
各
宗
族
は
族
内
で
最
も
優
秀
な
子
息
の
数
斉
投
資
に
熱
中
し
、
パ

イ
・
パ
ス
の
た
め
に
は
。
紹
興
閥
々
が
最
大
限
に
利
用
さ
れ
る
。
紹
興
は
こ
の

官
途
を
め
ざ
す
雨
面
作
戦
に
奏
功
し
、
富
や
権
力
を
弊
得
し
た
。
大
勢
の
官
員

を
迭
り
出
し
た
紹
興
に
と
っ
て
は
、
停
統
的
な
官
員
廻
遊
法
は
任
地
で
あ
る
異

郷
を
心
置
き
な
く
収
奪
で
き
る
便
宜
と
な
り
、
外
地
で
の
利
得
が
還
流
し
て
郷

里
を
潤
し
た
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
紹
興
と
い
う
地
域
社
舎
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
宗
族
の
演

じ
た
役
割
を
重
視
す
る
。
九
ゆ
る
事
例
で
、

宗
族
意
識

(
地
主
か
ら
佃
戸
ま
で

を
含
む
意
味
で
垂
直
的
)
が
階
級
意
識

(
同
一
レ
ベ
ル
の
階
級
か
ら
成
る
と
い

う
黙
で
水
卒
的
)
を
凌
駕
し
た
と
は
断
言
で
き
な
い
に
し
て
も
、

宗
族
は
忍
耐

の
限
度
内
で
構
成
員
の
不
満
を
抑
え
込
み
、
し
ば
し
ば
階
級
闘
争
を
挫
折
さ
せ

る
機
能
を
果
し
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
。
械
闘
。
の
-
評
債
が
問
題
と
な
る
。

清
末
、
紹
興
人
の
内
外
で
の
活
躍
を
総
括
し
て
、
局
面
が
地
方
レ
ベ
ル
の
競
争

の
場
合
は
同
族
レ
ベ
ル
で
協
力
し
、
清
朝
の
政
治
レ
ベ
ル
で
の
競
争
の
場
合
は

同
郷
レ
ベ
ル
で
協
力
し
、
園
際
舞
蓋
と
い
う
レ
ベ

ル
で
の
競
争
の
場
合
は
民
族

レ
ベ
ル
で
協
力
し
た
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
の
局
面
で
は
、
清
末
民
初
の
改

革
路
線
に
お
い
て
、
協
力
の
質
績
を
確
か
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
民
族

レ
ベ
ル
で
協
力
す
る
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
精
神
構
造
に
比
重
を
お
い
て
い

る
。
著
者
は
言
う
、

「
要
す
る
に
一
定
の
レ
ベ
ル
で
恐
る
べ
き
競
争
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
人
々
は
、
一
つ
低
い
レ
ベ
ル
の
人
々
と
協
力
す
る
こ
と
で
事
態
に
封

-156-
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庭
し
た
わ
け
で
あ
る
。
外
部
で
の
競
争
で
生
き
残
る
た
め
に
、
ど
の
レ
ベ
ル
の

祉
舎
集
圏
も
構
成
分
子
内
で
の
協
力
を
必
要
と
し
た
。
内
部
協
力
を
促
し
た
の

は
間
違
い
な
く
外
部
競
争
で
あ
っ
た
(
一
一
頁
ど
と
。
小
か
ら
大
へ
と
順
次

腕
貼
を
ず
ら
せ
な
が
ら
、
重
層
的
構
造
を
も
っ
吐
曾
集
圏
を
競
争
と
協
力
の
綱

引
き
で
理
解
し
よ
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

。。自同

uoz-oロ
と
の

8
3
5己
O

ロ

|
こ
の
背
反
す
る
雨
原
理
が
相
互
作
用
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
つ
ね
に
統
一
と

調
和
へ
向
っ
て
収
束
す
る
と
い
う
思
想
が
確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
書
の
も

つ
名
吠
し
難
い
一
種
の
安
定
感
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
。

郷
紳
の
概
念
規
定
紹
興
の
地
域
社
舎
を
扱
っ
た
第
一
部
は
、
社
舎
集
圏
を

〔
宗
族
と
い
う
タ
テ
の
結
合
〕
と
〔
階
級
と
い
う
ヨ
コ
の
結
合
〕
の
相
関
関
係

で
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
タ
テ
・
ヨ
コ
の
座
標
軸
の
領
域
で
各
種
の
政

治
・
駐
曾
・
経
済
現
象
が
ド
ッ
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
全
種
と
し
て
の
紹

興
像
を
形
づ
く
る
。
ド
ッ
ト
の
二
、
三
の
例
を
血
ぞ
け
れ
ば
、
郷
紳
と
非
郷
紳
に

制
到
す
る
税
率
の
不
公
卒
さ
と
そ
れ
を
主
因
と
す
る
中
心
部
(
山
陰
・
舎
稽
豚
〉

で
の
階
級
闘
争
(
抗
租
と
槍
米
〉
の
激
化
。
階
級
闘
争
こ
そ
宗
族
の
結
束
を
弱

め
る
も
の
だ
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
佃
戸
を
他
の
宗
族
か
ら
雇
う
慎
重
さ
等

々
。
こ
こ
で
、
宗
族
・
階
級
の
頂
黙
に
立
つ
郷
紳
が
注
目
さ
れ
る
。

い
っ
た
い
郷
紳
と
は
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
?
|
言
い
換
え
れ
ば
、
郷
抽
仰
の

概
念
規
定
が
姐
上
に
の
ぼ
せ
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
永
年
に
わ
た
っ
て
日
本

の
明
清
史
研
究
者
が
折
に
ふ
れ
持
ち
出
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
従
前
は
資
格

や
肩
書
の
う
え
で
ど
の
線
か
ら
上
が
郷
紳
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
っ

た
。
直
裁
に
い
え
ば
、
生
員
は
郷
紳
か
否
か
?
の
疑
問
文
に
集
約
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
全
く
違
っ
た
硯
黙
か
ら
柔
軟
な
思
考
を
駆
使
す
る
。

二
十
世
紀
初
の
周
作
人
・
周
建
人
の
澄
言
を
引
用
し
、
ま
ず
郷
紳
の
中
に
無
産

者
が
い
た
こ
と
に
驚
き
を
示
し
、
つ
い
で
郷
紳
を
科
翠
資
格
の
用
語
で
だ
け
定

義
づ
け
る
の
は
現
貧
か
ら
遊
離
し
意
味
を
狭
め
て
し
ま
う
と
み
る
。
狭
義
の
定

義
づ
け
に
拘
わ
る
と
、
生
員
は
郷
紳
か
否
か
?
の
質
問
か
ら
脱
却
で
き
な
い
。

貸
は
、
郷
紳
は
客
観
的
定
義
を
下
せ
る
よ
う
な
固
定
的
用
語
で
は
な
く
、
郷
紳

の
範
囲
は
社
舎
の
蛍
該
関
係
者
の
主
観
で
も
っ
て
嬰
化
す
る
と
い
う
。
た
と
え

ば
、
社
舎
の
下
層
の
人
々
か
ら
み
れ
ば
、
準
士
も
生
員
も
同
じ
雲
の
上
の
人
、

と
い
っ
た
按
配
で
あ
る
。
紹
興
で
も
、
数
育
程
度
が
高
く
裕
福
な
中
心
部
と
数

官
月
程
度
が
低
く
貧
乏
な
周
透
部
と
で
は
、
郷
紳
の
範
鴎
・
役
割
等
々
お
の
ず
か

ら
違
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
件
り
は
、
た
ん
に
抽
象
的
議
論
を
展
開
す

る
の
で
は
な
く
、
具
盤
的
事
例
の
裏
附
け
も
あ
っ
て
、
説
得
力
に
富
む
。
封
照

的
に
、
批
判
の
針
象
と
な
っ
て
い
る
わ
が
明
清
史
研
究
者
の
生
硬
さ
は
覆
い
が

た
く
、
反
省
す
べ
き
黙
が
少
く
な
い
。

抗
租
と
械
闘

紹
興
に
お
い
て
も
庶
民
の
堅
倒
的
多
数
は
佃
戸
で
あ
る
。
こ

れ
は
宗
族
の
蓄
財

・
枚
入
の
主
流
が
土
地
・
佃
租
で
あ
る
こ
と
と
表
裏
一
睡
を

な
す
。
著
者
は
族
譜
を
黙
検
し
、
付
族
譜
が
宗
族
内
の
佃
同
の
姓
名
を
列
記
し

て
い
る
こ
と
、
口
宗
族
の
姓
と
佃
戸
の
姓
は
一
致
し
な
い
こ
と
、
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
し
て
、
「
宗
族
の
成
員
を
し
て
宗
族
の
土
地
を
耕
す
佃
戸
と
す
る
な

か
れ
。
彼
へ

の
債
務
返
済
の
督
促
が
宗
族
の
調
和
を
損
う
、
そ
う
い
う
頑
固
な

不
心
得
者
を
出
さ
な
い
よ
う
に
、
蘇
州
抽
出
氏
の
内
規
を
守
る
御
手
本
と
な
れ

(=一一一一
J
三
四
頁
ど
と
い
う
一
八
八
四
年
の
山
陰
豚
の
一
族
訓
が
駿
守
さ
れ

て
い
た
謹
践
と
す
る
。
つ
い
で
、
抗
租
(
階
級
開
闘
争
)
と
械
蹴
(
宗
族
関
闘

争
〉
の
関
係
に
言
及
し
、
主
佃
開
闘
争
が
宗
族
関
闘
争
に
融
開
化
す
る
可
能
性
が

大
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
。

一
方
、
紹
興
で
は
し
ば
し
ば
祉
廟
が
闘
争
の
組
織
単
位
と
な
っ
た
が
、
一
村

が
一
宗
族
で
構
成
さ
れ
て
い
る
事
例
の
存
在
を
念
頭
に
お
く
と
、
本
来
は
地
縁

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
社
廟
が
血
縁
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
と
い
う
二
重
の
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性
格
を
帯
び
て
い
た
と
す
る
。
抗
租
は
械
闘
の
前
で
萎
縮
し
、
階
級
闘
争
と
し

て
自
己
貫
徹
す
る
こ
と
は
稀
れ
で
あ
っ
た
。
血
は
階
級
品
思
議
よ
り
も
濃
か
っ

た
。
社
廟
す
ら
血
縁
の
シ
ン
ボ
ル
と
化
す
趣
が
あ
っ
た
。
著
者
は
階
級
闘
争
は

低
く
許
債
し
、
諸
々
の
祉
曾
現
象
の
中
で
果
し
た
宗
族
の
役
割
を
強
調
す
る
。

た
し
か
に
、
紹
興
の
よ
う
に
太
古
よ
り
開
設
さ
れ
、
替
秩
序
を
墨
守
す
る
傾
向

の
根
強
い
先
進
農
耕
社
舎
に
あ
っ
て
は
、
階
級
闘
争
が
地
域
社
舎
の
枠
を
越
え

て
扱
大
す
る
蓋
然
性
は
少
な
い
。
内
部
で
抗
租
や
抗
糧
を
そ
こ
そ
こ
に
縫
綴
賀

行
し
さ
え
す
れ
ば
、
生
き
て
ゆ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
、
著
者
の
結
論
は

大
筋
で
は
首
肯
で
き
る
。
た
だ
、
紹
興
も
ま
た
一
九
四
九
年
の
か
解
放
。
の
一

翼
を
捻
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
寅
で
あ
る
。
た
と
え
、
解
放
闘
争
の
本
流

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
・
:-
e

。
解
放
。
へ
の
脈
絡
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

社
廟
に
つ
い
て
は
、
湖
っ
て
全
租
撃
の
「
無
知
な
大
衆
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ

た
偶
像
崇
拝
や
邪
数
を
育
む
土
援
と
み
な
す
(
三
七
頁
)
」
見
解
を
引
き
、
社

廟
の
も
つ
二
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
社
廟
の
も
つ
異

端
性
こ
そ
民
衆
活
力
の
源
泉
と
認
め
、

「
社
廟
は
地
方
の
一
般
民
衆
の
生
活
に

奉
仕
し
た
と
い
う
こ
と
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
し
、
端
的
に
い
っ
て
、
地
方

の
枇
曾
組
織
の
有
意
義
な
装
置
で
あ
っ
た
(
三
七
頁
ど
と
断
ず
る
。
こ
う
し

た
論
-
調
は
近
年
の
わ
が
明
清
史
研
究
の
問
題
関
心
に
馴
染
む
。
た
だ
し
、
異
端

性
を
内
に
秘
め
た
社
舎
組
織
が
自
己
増
殖
作
用
を
起
こ
し
、
大
規
模
な
反
鐙
制

運
動
ハ
典
型
的
に
は
農
民
戦
争
)
へ
向
っ
て
結
集
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
江
南
の

水
田
稲
作
地
帯
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
著
者
が
社
廟
と
宗
族
と

の
癒
着

一
隆
化
に
主
眼
を
置
く
道
理
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
、
た
と
え
ば
四
川
北

部
の
雑
穀
地
帯
の
寺
腐
の
場
合
だ
と
、
事
情
は
一
獲
す
る
。
差
嘗
っ
て
、
胡
昭

酷
輔
氏
が
張
献
忠
と
の
因
縁
で
取
り
上
げ
た
梓
溢
蘇
七
曲
山
大
腐
の
後
世
に
輿
え

た
影
響
を
想
起
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
(
『
張
献
忠
屠
萄
孜
排
』
四

O
J
E
--

頁
参
照
。
四
川
人
民
出
版
社
、

一
九
八

O
年
)
。
要
す
る
に
、
同
じ
廟
で
あ
っ

て
も
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
地
威
に
よ
っ
て
演
じ
た
役
割
は
様
々
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
廻
遜
制
の
擦
が
り

明
代
に
官
員
が
本
籍
地
へ
は
着
任
で
き
な
い

と
い
う
、
廻
避
原
則
が
確
立
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
親
戚
知
己
の

請
託
を
防
ぐ
の
が
狙
い
で
あ
っ
た
。
却
っ
て
こ
の
原
則
は
、
異
郷
に
身
を
置
け

ば
、
仰
は
得
に
制
到
す
る
良
心
の
阿
責
を
伴
わ
な
い
と
い
う
逆
数
果
を
生
ん
だ
。
著

者
は
多
く
の
職
種

・
分
野
に
或
種
の
廻
避
原
則
が
嫌
が
っ
て
い
た
こ
と
を
検
誼

し
た
。
第

一
は
一
商
工
業
者
。
米
所
の
紹
興
は
一
方
で
人
口
が
調
密
な
た
め
に
卒

年
作
で
も
米
を
輸
入
。
ま
し
て
凶
作
な
ら
捨
米
は
茶
飯
事
。
紹
興
の
米
穀
商
た

ち
は
紹
興
生
れ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
飢
餓
に
瀕
す
る
民
衆
に
穀
物
を
提
供
し

な
く
と
も
、
心
に
負
い
目
を
感
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
官
員
の
廻
遜
原
則
が

も
た
ら
し
た
逆
数
果
と
好
一
封
を
な
す
。
茶
一
商
は
徴
州
人
で
、
身
内
同
士
だ
と

徽
州
方
言
を
用
い
、
客
相
手
に
は
紹
興
方
言
を
操
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
一
九

二
0
年
代
の
諸
賢
豚
の
市
街
地
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
は
職
種
別
に
出
身
地
が

分
か
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。
禁
一
商
は
郵
師
称
、
皮
革
一
商
は
東
陽
豚
、
砂
糖
一
商
は
義

烏
鯨
、
舶
来
品
や
庚
東
商
品
は
斎
山
鯨
、
質
屋
は
徽
州
府
、
陶
工
は
蓋
州
府
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
第
二
は
匪
賊
。
彼
等
の
聞
に
は

一
種
の
廻
避
原
則
が
あ

り
、
紹
興
周
遊
部
で
暗
躍
し
た
の
は
蓬
州
府
出
身
者
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
紹

興
府
の
脈
問
料

・
新
昌
豚
出
身
の
匪
賊
は
、
た
と
え
ば

一
九
二

0
年
代
に
上
海
で

暴
れ
廻
っ
て
悪
評
を
か
っ
た
と
い
う
。

匪
賊
を
話
題
に
し
た
つ
い
で
に
、
廻
避
原
則
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、
著

者
の
匪
賊
観
を
窺
っ
て
み
よ
う
。
こ
う
自
問
自
答
す
る
。
近
年
、
聞
学
者
は
匪
賊

を
、
大
衆
の
意
志
の
英
雄
的
化
身
か
、
根
っ
か
ら
の
犯
罪
者
た
る
ギ
ャ
ン
グ
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か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
と
し
て
扱
う
が
、
紹
興
の
寅
例
に
照
せ
ば
、
前
読
よ
り
後

設
に
荷
揚
し
た
い
、
と
。
大
局
的
に
は
遁
確
な
剣
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
匪
賊

と
か
秘
密
結
社
と
か
が
内
に
蔵
す
る
複
雑
な
性
格
の
う
ち
、
そ
れ
が
歴
史
位
舎

の
推
進
力
に
つ
な
が
っ
た
面
も
無
視
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
う
な
る
と
二
者
揮

一
式
に
。
祉
曾
の
ダ
-
一
。
と
し
て
片
付
け
る
の
は
い
か
が
か
?
差
嘗
り
、
十

八
、
九
世
紀
の
四
川
噛
噌
(
地
方
的
匪
賊
)
に
つ
い
て
の
胡
昭
犠
・
塞
大
同
・

楊
光
三
氏
の
分
析
・
評
債
つ
咽
噌
考
析
。
、
『
四
川
省
史
皐
曾
史
皐
論
文
集
』

所
枚
、
四
川
人
民
出
版
社
二
九
八
二
年
)
を
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
か
と

い
う
連
想
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
胡
昭
犠
氏
ら
が
咽
噌
の
活
動
の
中
に
革
命
性
を
見

出
そ
う
と
し
た
の
と
は
封
照
的
に
、
コ
ー
ル
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

「
か
り
に
、
(
紹
興
の
)
中
心
部
で
の
階
級
闘
争
ハ
た
と
え
ば
、
抗
租
闘
争
〉

が
大
衆
の
勝
利
に
移
っ
た
と
し
て
も
、
周
迭
部
で
の
盗
賊
行
策
で
全
程
的
に
は

そ
れ
は
帳
消
し
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
盗
賊
も
一
種
廻
避
制
で
あ
っ
た
の
で
、

犠
牲
に
す
る
の
は
徐
所
者
で
あ
り
、
決
し
て
階
級
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
で
は

協
力
は
し
な
か
っ
た
。
周
迭
部
で
は
庶
民
も
犠
牲
と
な
り
、
階
級
闘
争
の
た
め

の
力
量
を
削
が
れ
た
の
で
あ
る
(
六
五
頁
、
抄
-
誇
)
。
」
も
ち
ろ
ん
、
四
川
の
山

閲
部
と
紹
興
と
の
地
域
差
、
紹
興
内
部
の
中
心
部
と
周
透
部
と
の
相
違
等
を
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
た
ん
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雨

翠
者
聞
に
は
中
園
史
を
眺
望
す
る
さ
い
の
視
座
の
違
い
と
い
っ
た
決
定
的
な

。
分
か
れ
。
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、
こ
こ

で
も
ま
た
。
分
か
れ
。
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
中
園
史
上
で
の
一
九
四
九
年
の
か
解

放
。
の
位
置
づ
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

移
住
の
侮
統

第
二
部
は
郷
里
を
離
れ
て
異
郷
で
暮
ら
す
紹
興
人
を
問
題
に

す
る
。
ま
ず
、
中
園
の
到
る
庭
で
彼
等
に
お
目
に
か
か
れ
た
と
い
う
事
実
を
、

諺
勺
豆
腐
と
雀
と
紹
興
人
乙
と
一
八
七
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
人
宣
数
師
の
言

(
「
も
し
紹
興
さ
え
改
宗
し
て
く
れ
た
ら
、
紹
興
人
の
全
中
園
へ
の
擦
散
か
ら

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
停
播
を
促
進
す
る
は
ず
だ
が
:
:
:
ハ
七
五
頁
〉
」
〉
で
確
か

め
る
。
紹
興
人
の
移
住
の
迫
跡
調
査
の
一
方
法
と
し
て
、
北
京
を
は
じ
め
全
圏

各
地
に
建
設
さ
れ
た
曾
館
を
調
べ
る
。
要
す
る
に
、
清
朝
下
の
紹
興
閥
を
検
査

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、

主
だ

っ
た
移
住
地
で
の
特
色
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
る
。
〔
上
海
〕
紹
興
閥
最
大
の
援
黙
'
で
、
十
九
世
紀
後
半
l
二
十
世
紀
初
、

寧
波
人
と
並
ん
で

か
寧
紹
督
。
を
形
成
し
て
銭
荘
を
支
配
。
ほ
か
に
、
一
商
業
の

各
部
門
、
努
働
階
級
、
茶
館
の
歌
い
手
か
ら
匪
賊
ま
で
、
多
方
面
に
進
出
。

〔
杭
州
〕
一
九
二

0
年
代
、
杭
州
は
。
紹
興
人
の
植
民
地
々
と
よ
ば
れ
た
が
、

と
り
わ
け
諸
壁
豚
人
が
目
立
つ
。
門
番
・
調
理
師
・
髪
結
い
・
針
子
・
乳
母
・

洋
服
屋

・
床
屋
等
々
、
杭
州
人
は
援
箆
か
ら
墓
場
ま
で
、
紹
興
人
と
接
し
な
い

日
は
一
日
も
な
か
っ
た
。
〔
蘇
州
〕
染
物
屋
・
ロ
ウ
ソ
ク
製
造
職
人
、
す
べ
て

紹
興
人
。
清
末
、
拠
出
油

・
米
取
引
の
た
め
紹
興
か
ら
の
汲
遺
園
が
大
摩
し
て
到

来
。
〔
直
毅
〕
紹
興
人
の
寄
籍
が
顕
著
。
科
翠
を
経
て
官
員
へ
の
途
を
歩
ん
だ

り
、
パ
イ
・
パ
ス
と
し
て
は
六
部
の
脅
吏
や
順
天
府
嵐
各
鯨
の
下
級
役
人
を
め

ざ
し
た
。
こ
の
返
り
、
資
料
は
豊
富
、
興
味
は
津
々
、
筆
致
は
流
暢
、
議
み
手

を
飽
か
せ
な
い
。

た
だ
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
紹
興
人
が
郷
里
を
脱
出
す
る

引
金
に
な
っ
た
の
が
相
針
的
過
剰
人
口
だ
と
す
る
俸
統
的
見
解
で
あ
る
。
元
末

明
初
の
戦
蹴
や
太
卒
天
園
の
乱
で
掘
削
西
の
人
口
が
減
少
し
た
の
に
、
掘
削
東
の
紹

興
は
無
傷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
新
東
か
ら
漸
西
へ
の
移
住
が
起
こ
る
。
右
の
よ

う
な
中
園
史
上
の
特
殊
な
欣
況
下
で
な
ら
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
普

遁
化
し
、
無
保
件
に
移
住
の
原
因
を
人
口
の
調
密
に
腸
着
さ
せ
る
の
は
い
か
が

な
も
の
か
。
農
民
が
あ
く
ま
で
も
営
農
を
目
的
に
調
密
か
ら
過
疎
へ
と
移
住
す

る
の
な
ら
、
ま
だ
判
る
。

l
そ
れ
で
も
相
射
的
過
剰
人
口
論
に
は
輿
み
し
た
く
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な
い
が
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
著
者
が
検
透
し
た
の
は
、
紹
興
人
が
移
住
先
で

農
業
以
外
の
各
種
の
職
業
へ
進
出
し
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
官
界
は
別
と
し
て
、

質
業
界
に
限
れ
ば
、
清
末
民
初
に
経
済
社
舎
の
大
き
な
ウ
ネ
リ
が
あ
っ
た
わ
け

で
、
そ
れ
に
呼
悠
す
る
形
で
の
移
住
と
解
す
る
ほ
う
が
積
極
的
な
評
慣
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

属
官
・
膏
吏
・
幕
友
第
五
、
六
章
は
紹
興
人
の
官
界
へ
の
進
出
が
論
じ
ら

れ
る
。
第
五
章
は
中
園
全
土
の
嵐
官
(
州
豚
の
典
史

・
巡
検

・
豚
丞
・
州
吏

自
・
各
種
徴
税
大
使
・
経
歴
等
)
を
大
清
指
紳
全
書
を
典
援
と
し
て
分
析
す

る
。
最
初
に
、
(
八
九
二
(
光
絡
一
八
)
年
に
照
準
を
合
わ
せ
て
九
種
の
表
を

作
成
し
、
統
計
的
廃
理
に
よ
っ
て
紹
興
府
出
身
の
嵐
官
の
賀
態
を
解
明
し
よ
う

と
し
た
。
結
論
的
に
、
紹
興
府
は
全
日
脚
官
の
七
%
に
あ
た
る
四
四
六
名
を
占

め
、
府
間
胸
各
豚
の
中
で
は
山
陰
豚
が
五
九
%
の
二
六
一
名
と
歴
倒
的
で
あ
っ

た
。
四
四
六
名
の
従
前
の
資
絡
は
監
生
が
三
七
五
名
(
八
四
%
)
と
断
然
ト
ッ

プ
を
ゆ
き
、
属
官
ポ
ス
ト
と
し
て
は
典
史
の
一
六
四
名
(
三
七
%
)
と
巡
検
の

一
一
四
名
(
二
六
%
)
が
群
を
抜
い
て
い
た
。
約
し
て
、
一
八
九
二
年
の
統
計

数
値
に
基
づ
け
ば
、
「
清
末
に
属
官
と
し
て
働
い
て
い
た
典
型
的
紹
興
人
は

山
陰
出
身
で
燃
の
典
史
と
な
っ
て
い
た
監
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
O
二

頁
)
。
」
と
総
括
す
る
。

つ
ぎ
に
一
九
O
四
(
光
緒
三
O
)
年
版
の
大
清
指
紳
全
書
を
用
い
て
表
一
O

を
作
成
し
て
嵐
官
線
数
三
、
四
二
二
名
を
分
析
し
、
属
官
輩
出
の
黙
で
紹
興
府

の
競
争
相
手
を
探
る
。
結
果
は
以
下
の
五
項
目
に
要
約
さ
れ
る
。
付
上
位
二
O

の
嵐
官
輩
出
燃
の
過
牢
は
長
江
下
流
域
の
中
心
部
。
口
紹
興
府
は
上
位
二
O
豚

の
う
ち
の
一
一
一
脈
(
第
二
、
三
、
二
O
位
)
を
占
め
た
。
国
第
一
位
大
輿
燃
と
第

五
位
宛
卒
豚
(
い
ず
れ
も
順
天
府
)
の
合
計
二
六
九
名
の
う
ち
、
他
郷
か
ら
の

移
住
者
の
占
め
た
割
合
は
不
明
。
伺
第
二
位
の
山
陰
豚
の
二
O
一
名
は
総
数
の

六
%
に
も
の
ぼ
る
。
回
紹
興
府
間
胸
八
豚
全
鐙
の
数
は
三
五
O
名
で
、
全
中
園
の

一
O
%
を
越
え
る
。

第
六
章
は
六
部
の
混
同
吏
と
幕
友
で
あ
る
。

こ
の
分
野
へ
の
紹
興
人
の
進
出
は

著
し
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
、

紹
興
の
科
翠
受
験
者
に
と
っ
て
は
、
郷
里
の
過

剰
人
口
が
不
利
に
機
能
し
た
と
指
摘
十J

る
。
明
末
以
降
、
識
字
率
が
官
向
か
っ
た

た
め
、
割
り
ふ
ら
れ
た
合
格
者
数
は
織
烈
な
競
争
を
誘
渡
し
た
。

「
紹
興
府
で

生
員
試
験
(
府
レ
ベ
ル
)
に
合
格
す
る
こ
と
は
、
よ
り
文
化
程
度
の
低
い
省
で

翠
入
試
験
に
合
格
す
る
よ
り
難
し
か
っ
た
(
一
O
七
頁
ど
と
い
う
。
そ
こ
で
、

順
天
府
の
郷
試
が
域
外
者
に
も
開
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
手
停
っ
て
、
相
誉
教

が
北
京
へ
赴
い
た
。
こ
の
順
天
府
の
郷
試
に
合
格
で
き
な
か

っ
た
者
は
六
部
の

脅
吏
を
目
標
と
し
た
。
六
部
と
い
っ
て
も
、
財
政
経
済
を
取
り
仕
切
っ
た
戸
部

が
最
も
魅
力
的
で
、
紹
興
人
は
優
れ
た
数
民
干
の
専
門
知
識
を
備
え
て
い
た
こ
と

に
加
え
、

寧
波
人
と
と
も
に
北
京
に
お
い
て
男
色
の
世
界
で
名
を
馳
せ
て
い
た

た
め
、
戸
部
の
膏
吏
の
中
で
優
位
を
占
め
た
。
清
初
、
戸
部
の
忍
円
吏
は
定
額
二

四
四
名
で
六
部
中
の
首
位
で
あ
っ
た
が
、
寅
際
に
は
定
員
外
の
無
給
の
助
手

(
正
規
の
脊
吏
の
待
関
者
)
が
多
数
お
り
、
全
睡
で
一
、

0
0
0名
を
越
え
て

い
た
。
ふ
つ
う
地
方
街
門
で
は
、
募
友
は
有
吏
よ
り
一
段
上
と
み
な
さ
れ
た

が
、
六
部
の
脊
吏
に
限
っ
て
は
別
格
で
あ
っ
た
。
地
方
官
と
違
っ
て
、
六
部
の

官
僚
は
幕
友
を
雇
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
膏
吏
が
そ
の
役
割
を
代
行
し

た
。
ま
た
、
新
任
の
地
方
官
が
北
京
を
出
砕
鉱
す
る
さ
い
、
戸
部
や
刑
部
の
熟
練

脅
吏
を
幕
友
と
し
て
雇
う
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
紹
興
の
膏
吏
は
世

銀
性
が
強
く
、
混
同
吏
ポ
ス
ト
が
遺
産
観
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
戸
部
が
監
生
資
格

を
販
賀
す
る
衝
に
世
田
っ
た
た
め
、
販
賀
者
と
購
入
者
が
同
郷
の
誌
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
紹
興
閥
が
有
数
に
作
用
し
た
。

第
六
章
の
後
牢
は
幕
友
で
あ
る
。
。
紹
興
師
爺
々

と
い
う
呼
穏
に
よ
り
人
口
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に
胞
突
し
た
幕
友
で
あ
る
。
官
界
に
お
い
て
、
表
向
き
は
法
律
・
税
務
知
識
に

精
遁
す
る
専
門
家
と
し
て
傘
重
さ
れ
た
彼
等
も
、
一
袋
で
は
そ
の
知
識
を
悪
用
す

る
三
百
代
言
、
ペ
テ
ン
師
と
し
て
蔑
ま
れ
た
。
幕
友
に
ま
つ
わ
る
挿
話
を
二

三
。
「
も
し
一
人
の
紹
興
人
も
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
街
門
で
は
な
い
(
一
一

八
頁
)
。
」
「
貧
窮
か
ら
逃
が
れ
よ
う
と
し
た
多
く
の
紹
興
の
讃
書
人
は
こ
の
職

業
(
幕
友
〉
に
従
事
し
た
(
一
一
九
頁
)
。
」
さ
ら
に
十
九
世
紀
末
、

魯
迅
の
由

想
|
「
私
の
地
方
(
曾
稽
)
で
は
、
ふ
つ
う
落
ち
ぶ
れ
た
讃
書
人
家
族
の
子
孫

は
、
こ
の
二
つ
の
途
(
幕
友
か
商
人
か
)
を
選
ん
だ
(
一
一
九
頁
)
。
」

さ
て
、
紹
興
の
幕
友
に
は
、
脊
吏
あ
が
り
の
幕
友
(
専
門
知
識
の
み
)
と
官

僚
志
望
の
幕
友
(
儒
教
的
倫
理
相
酬
を
も
っ
)
の
雨
種
が
あ
り
、
相
互
聞
に
一
定

の
緊
張
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
黄
宗
義
(
徐
挑
人
)
や
章
聞
牢

誠
(
曾
稽
人
)
の
よ
う
に
、
紹
興
の
俸
統
で
あ
る
法
律
的
専
門
知
識
の
重
要
性

を
承
認
す
る
立
場
も
あ
っ
て
、
雨
者
は
必
ず
し
も
矛
盾
封
立
す
る
と
は
限
ら
な

い
と
も
い
う
。
こ
の
微
妙
な
粂
ね
合
い
を
受
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
す

る
。
「
十
八
世
紀
末
以
前
、
紹
興
の
郷
紳
が
か
幕
友
の
持
味
々
と
。
儒
者
の
正

鰻
。
と
の
関
に
は
必
ず
矛
盾
が
あ
る
と
自
売
し
て
い
た
か
ど
う
か
?
少
く
も

乾
隆
の
中
頃
ま
で
、
幕
友
は
善
良
な
儒
者
同
然
に
振
舞
っ
た
。
彼
等
は
善
良
な

専
門
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
等
は
徐
々
に
墜
落
し
、
も
は
や
善
良
な
専
門

家
と
は
み
な
さ
れ
な
い
で
、
た
ん
な
る
専
門
家
と
な
っ
た
(
一
二
二
頁
)
。
」
要

す
る
に
、
十
八
世
紀
末
を
境
目
と
し
て
、
以
前
は
〔
幕
友
H

儒
者
〕
で
あ
っ
た

が
、
以
後
は
〔
幕
友
H

悪
徳
に
み
ち
た
専
門
家
〕
と
な
る
と
い
う
園
式
で
あ

る
。
た
だ
し
、
一
方
で
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
に
か
け
て
、
大
勢
の
悪

徳
儒
者
が
登
場
し
、
金
銭
で
監
生
の
資
格
や
知
豚
ポ
ス
ト
を
購
入
し
た
事
賓
と

つ
き
合
わ
せ
る
と
、
幕
友
だ
け
に
悪
徳
の
責
め
を
課
す
の
は
酷
だ
と
い
う
。
乾

隆
末
期
の
腐
敗
堕
落
し
た
政
界
を
念
頭
に
置
く
と
、
著
者
の
総
括
は
設
得
力
に

み
ち
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
紹
興
は
嵐
官
・
六
部
脅
吏
・
幕
友
を
輩
出
し
た
だ
け
で

な
く
、
正
規
の
官
僚
(
進
士
合
格
者
〉
も
多
数
産
出
し
た
。
全
函
を
府
軍
位
で

み
る
と
、
進
士
合
格
者
数
は
明
代
で
第
二
位
(
九
七
七
名
)
、
清
代
で
第
六
位

(五

O
五
名
)
で
あ
っ
た
。
他
地
方
と
共
通
す
る
の
は
、
科
翠
へ
の
途
を
心
掛

け
た
貼
で
あ
り
、
相
違
す
る
の
は
、
不
合
格
者
の
救
済
策
と
い
う
黙
に
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
紹
興
関
を
介
し
て
、
不
合
格
者
を
嵐
官
・
膏
吏
・
幕
友
の
世
界

へ
迭
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
幕
友
に
局
限
す
る
と
、
そ
れ
を
輩
出
し
た
の
は

紹
興
以
外
で
も
、
た
と
え
ば
江
蘇
省
常
州
府
武
準
・
陽
湖
南
燃
が
翠
げ
ら
れ
る

が
、
比
肩
で
き
た
の
は
時
期
的
に
は
同
治

・
光
緒
期
だ
け
で
あ
っ
た
。
清
代
を

通
じ
て
、
紹
大
な
力
を
夜
揮
し
た
の
が
。
紹
興
師
爺
h
q

で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の

徐
地
は
な
い
。
し
か
も
、
「
そ
の
成
功
の
秘
密
は
能
力
・
遜
性
・
資
質
な
ど
で

は
な
く
、
組
織
(
智
)
の
お
か
げ
。
紹
興
人
は
幕
友
の
地
位
を
世
襲
。
全
官
僚

が
新
米
の
紹
興
師
爺
で
も
雇
っ
た
の
は
、
背
後
に
紹
興
閥
が
あ
っ
た
か
ら
こ

二
九
頁
、
抄
謬
〉
。
」
と
論
ず
る
。
概
し
て
紹
興
閥
の
隠
然
た
る
力
を
強
調
す
る

の
は
正
鵠
を
射
る
。

た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
関
心
の
焦
黙
は
幕
友
濁
自
の
需
の
存
在
と
寅
態
で

あ
る
。
な
に
ぶ
ん
、
現
在
で
も
、
や
や
距
離
を
隔
て
た
任
意
の
二
つ
の
地
方
聞

で
は
、
言
語
・
風
俗
・
習
慣
に
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
。
時
代
を
湖
れ
ば
山
間
更

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
。
紹
興
師
爺
。
は
全
園
に
散
ら
ば
っ
て
活
躍
し

た
わ
け
で
、
い
っ
た
い
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
傑
件
は
何
で
あ
っ
た
の
か
?

こ
の
謎
解
き
の
鍵
は
、
幕
友
の
耐
用
の
寅
態
に
迫
る
こ
と
に
あ
る
と
珍
想
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
非
常
な
難
問
で
あ
る
。
従
っ
て
、
著
者
が
そ
こ
ま
で
足
を
踏
み
入

れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
非
難
を
浴
せ
ら
れ
る
謂
れ
は
な
い
。
将
来
、
解
明
す

べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

-161ー



592 

結
論
の
こ
と
な
ど

す
で
に
問
題
意
識
の
項
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
本
書
の
序

文
は
概
し
て
結
論
を
先
取
り
し
て
い
た
。
評
言
を
換
え
れ
ば
、
全
値
の
構
成
の

中
で
序
文
と
結
論
と
が
シ
ン
メ

ト
リ
カ

ル
に
針
持
し
、
本
論
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

支
え
て
い
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、

蛍
然
の

こ
と
な
が
ら
結
論
に
は
濁
自
の
文

章
も
提
示
さ
れ
て

い
る
。
自
に
留
っ

た
二
筒
所
を
紹
介
し、

感
想
を
添
え
て
み

た
い
。
ま
ず
結
論
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ

る。

「
紹
興
に
と
っ
て
は
、
中

園
の
王
制
か
ら
共
和
制
へ
の
過
渡
期
は
、
一
連
の
重
堅
の
鎖
に
も
う
一
つ
の
年

代
記
の
頁
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
九

一一

年
革
命
は
紹
興
の
地
域
社

舎
に
と
っ
て
は
分
岐
貼
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

階
級
関
係
は

愛
化
し
な
か
っ

た
。
農
民
は
地
代
や
税
金
の
負
揺
の
重
さ
で
相
袋
ら
ず
へ
ば
っ
て
い
た
。
詩
人

も
ま
た
遊
金
の
重
荷
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
共
和
制
下

の
徴
税
の
方
が
、
清
朝
よ
り
も
ず
っ
と
情
容
赦
が
な
か
っ
た
(
一
五
二
頁
)

0

」

著
者
に
お
い
て
は
、
一
九
四
九
年
の
。
解
放
々
へ
向
つ
て
の
歴
史
的
脈
絡
を
さ

ぐ
る
覗
黙
が
紋
け
て
い
た
こ
と
は
既
述
し
た
。
そ
の
眼
で
辛
亥
革
命
を
眺
め
れ

ば
、
右
の
論
断
は
整
合
性
に
富
む
し
、
ま
た
事
質
認
識
の
黙
で
も
的
確
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
一
一
年
に
せ
よ
一
九
四
九
年
に
せ
よ
、
革
命
を

過
大
評
償
す
る
の
は
、
そ
の
後
の
中
園
枇
舎
の
動
き
を
一
定
の
ス
パ
ン
で
も
っ

て
冷
静
に
観
察
す
れ
ば
、
危
険
を
伴
う
。
二
十
世
紀
の
中
園
革
命
が
節
目
節
目

と
な
っ
て
、
中
園
祉
曾
が
直
線
的
に
抑
堅
か
ら
解
放
へ
向
け
て
着
質
に
設
展
を

遂
げ
て
き
た
か
ど
う
か
?
こ
の
聞
い
に
ど
う
答
え
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
中
園

研
究
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
課
せ
ら
れ
た
重
い
宿
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
著
者

は
著
者
な
り
に
、
性
急
に
は
中
園
革
命
に
評
債
を
下
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
で
も

っ
て
、

一
つ
の
解
答
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

も
う

一
箇
所
は
紹
興
の
郷
紳
の
戦
略
を
見
透
か
し
た
一
文
で
あ
る
。

「
第
二

部
で
考
察
し
た
と
お
り
、
紹
興
の
郷
紳
は
こ
の
園
の
官
僚
主
義
の
中
で
勢
力
範

国
を
抜
大
し、

そ
れ
を
自
分
た
ち
濁
自
の
目
的
に
役
立
て
た
。
ま
ず
監
生
資
格

を
、
次
に
は
戸
部
の
同
僚
友
円
吏
か
ら
嵐
官
ポ
ス

ト
を
購
入
す
る
と
い
う
戦
略
を

追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

紹
興
人
は
放
果
的
に
科
穆
ル

l
ト
を
迂
回
し
て
官

吏
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
央
政
府
が
郷
紳
士
叉
配
を
め
ざ
す
重
要
な
装
置
を

骨
抜
き
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
典
史
の
地
位
を
購
入
し
た
者
は

誰
れ
で
も
、
劣
紳
の

ラ
ン
ク
を
抜
大
さ
せ
た
。
そ
れ
は
儒
皐
紳
衿
に
は
通
じ
な

い
が
、
ひ
る
が
え

っ
て
一
般
庶
民
に
劃
し
て
は
威
張
り
ち
ら
す
こ
と
の
で
き
る

資
格
で
あ
っ
た
。
紹
興
は
た
ん
に
個
人
の
利
盆
の
た
め
に
政
府
の
レ
バ

ー
を
ど

う
操
縦
し
た
ら
よ
い
か
を
熟
知
す
る
大
勢
の
人
聞
を
擁
有
し
た
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
(
一
五
三
頁
〉

0

」
郷
紳
の
概
念
規
定
の
項
で
も
或
程
度
は
ふ
れ
た
つ
も
り

だ
が
、
清
朝
笹
制
下
で
の
郷
紳
な
か
ん
ず
く
紹
興
の
郷
紳
の
位
置
づ
け
に
関
す

る
著
者
の
卓
見
は
際
立
っ
て
い
る
。
右
の
一
文
を
議
め
ば
、
中
十
可
通
の
評
言
は

不
要
で
あ
る
。

愚
評
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
言
い
残
し
た
こ
と
を
若
干
。
巻
末
の
注
は
丁

寧
に
検
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
充
分
か
つ
正
確
で
あ
る
。

参
考
文
献
も
内

外
の
研
究
書
を
細
大
洩
ら
さ
ず
網
羅
し
て
い
る
。

一
例
を
あ
，け
れ
ば
、
陳
橋
騨

『
紹
興
史
話
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
)
と
い
っ
た
近
年
の
底
蒙

書
の
類
に
ま
で
目
を
光
ら
せ
て
い
た
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

用
語
解
の
ロ

ー
マ

字
を
併
一
音
で
は
な
く
ウ
エ
l
ド
式
と
し
た
の
は
別
に
不
便
を
感
じ
な
い
が
、
本

文
か
ら
の
語
奨
拾
集
の
度
合
が
も
う
一
歩
と
い
う
の
が
僑
ら
ざ
る
質
感
。
な
に

ぶ
ん
用
語
解
は
本
蓄
を
読
む
に
は
不
可
紋
な
部
分
な
の
で
・
・
:
。

索
引
も
配
慮

が
行
届
い
て
い
る
。
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