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本
書
は
第
二
三
回
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
賞
を
受
賞
し
た
注
目
作
で
あ
り
、
～

五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
捨
児
養
育
院
の
設
立
か
ら
同
世
紀
末
ま
で
の
発
展

を
通
し
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
上
層
市
民
と
捨
児
と
い
う
社
会
の
周
縁
集
団
、

中
心
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
周
辺
農
村
部
と
の
支
配
・
従
属
関
係
に
ま
で
踏

み
込
ん
だ
刺
激
的
な
著
作
で
あ
る
。
著
者
は
八
九
年
に
渡
伊
さ
れ
、
以
後
一

貫
し
て
捨
児
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
　
一
九
九
九
年
に
立

命
館
大
学
論
文
博
士
号
を
取
得
さ
れ
、
こ
の
学
位
論
文
を
核
に
、
最
新
の
研

究
動
向
を
加
え
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
経
済
貧
民
の
増
加
に
よ
る
社
会
的
貧
困
の
深
刻
化
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
、

中
央
政
府
な
ど
世
俗
権
力
の
手
に
よ
る
救
貧
制
度
の
整
備
が
本
格
化
す
る
の

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
で
は
　
六
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
都

市
の
救
貧
施
設
に
関
す
る
本
格
的
研
究
は
近
世
を
対
象
と
し
て
ま
ず
進
展
し

た
。
し
か
し
、
近
世
以
降
に
発
展
す
る
こ
の
よ
う
な
救
貧
施
設
の
「
世
俗

化
」
の
端
緒
が
、
黒
死
病
の
大
猟
禍
と
経
済
危
機
を
経
た
中
世
末
期
に
あ
る

こ
と
が
広
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
今
日
で
は
、
一
四
・
～
五

世
紀
に
お
け
る
、
施
設
の
発
展
と
社
会
の
貧
困
を
巡
る
諸
問
題
の
検
討
が
、

政
治
経
済
史
・
思
想
史
・
宗
教
史
な
ど
様
々
な
文
脈
か
ら
の
、
中
世
史
に
お

け
る
救
貧
研
究
の
焦
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
七
〇
年
以
降

の
社
会
史
の
勃
興
に
よ
り
、
政
治
・
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
…
に
対
す
る
関

心
が
高
ま
っ
た
た
め
、
女
性
や
こ
ど
も
、
下
層
労
働
者
に
対
す
る
都
市
の
対

応
や
共
同
体
の
規
範
意
識
を
み
る
鍵
と
し
て
救
貧
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
近
年
に
お
け
る
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
救
貧
研
究
に
み
ら
れ
る
三
つ
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
政
治
史
・
思
想
史
か
ら
み
た
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
捨
児
施
設
の
形

成
史
、
捨
児
や
乳
母
と
い
っ
た
社
会
的
周
縁
集
団
に
関
す
る
研
究
史
、
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
と
そ
の
支
配
領
域
と
の
間
の
都
市
1
1
農
村
関
係
に
関
す
る
研
究
史

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
イ
タ
リ
ア
史
研
究
に
お
い
て
今
日
な
お
雲
上
を
み
せ

て
い
る
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
捨
児
や
乳
母
の
存
在
形
態
と
、
彼

ら
に
対
す
る
都
市
市
民
の
社
会
的
対
応
の
解
明
に
よ
り
強
い
関
心
が
向
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
研
究
テ
ー
マ
を
模
索

し
て
お
ら
れ
た
大
学
院
生
当
時
の
七
〇
年
代
後
半
、
わ
が
国
の
西
洋
史
学
会

は
今
日
の
よ
う
な
社
会
史
全
盛
の
状
況
と
は
ま
る
で
異
な
り
、
政
治
経
済
史

が
多
勢
を
占
め
て
い
た
。
政
治
の
表
舞
台
か
ら
遠
く
切
り
離
さ
れ
た
存
在
を

研
究
対
象
と
し
た
ト
レ
ク
ス
ラ
ー
の
研
究
が
、
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
い

か
に
新
鮮
な
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
「
あ
と
が
き
」
で
著
者

に
よ
り
述
懐
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
避
遁
を
通
し
て
著
者
が
見
つ

け
ら
れ
た
の
が
、
捨
児
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
り
、
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児

養
育
院
の
史
料
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
以
後
約
一
〇
年
に
渡
る
著
者
の
研
究

の
総
決
算
で
あ
る
。
ま
た
本
書
脱
稿
後
も
女
性
や
農
村
部
に
関
す
る
研
究
を

著
者
が
一
貫
し
て
続
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
本
書
は
著
者
の
研
究

に
お
け
る
基
調
を
示
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
の
周
縁
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集
団
を
歴
史
研
究
の
テ
ー
マ
と
す
る
と
き
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
枠
の
申
に

問
題
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る
危
険
性
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
本
捨
児
養

育
院
の
史
料
は
、
保
存
状
況
、
分
量
共
に
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
に
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
政
治
構
造
、
そ
の
領
域
支
配
構
造
、
女
性
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
分
野
と
リ
ン
ク
さ
せ
う
る
可
能
性
を
も
っ
た
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ

る
。
海
外
の
研
究
者
に
劣
ら
ぬ
本
書
の
緻
密
な
史
料
分
析
は
、
イ
タ
リ
ア
史

研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
中
世
曲
譜
を
研
究
分
野
と
す
る
す
べ
て
の
社
会
史
研

究
者
に
と
っ
て
も
刺
激
と
な
ろ
う
。
本
史
料
は
、
｝
五
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
史
へ
の
多
角
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
今
後
も
注
目

に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
基
本
構
成
は
次
の
通
り
で
、
第
一
一
、
第
三
章
に
は
三
本
の
既
発
表

論
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
各
章
の
内
容
紹
介
と
短
評
を
行
い
、
本
書
全

体
に
関
わ
る
内
容
に
つ
い
て
は
最
後
の
部
分
で
論
じ
て
み
た
い
。

あ覆む第第第第第は
と論　五四三ニーじ
が　す章章章章章め
き　　　　　　　に

イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児
養
育
院
の
誕
生

捨
児

乳
母

里
子
の
養
育
と
都
市
目
農
村
関
係

養
育
院
の
こ
ど
も
た
ち

び　
一
六
世
紀
以
降
の
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児
養
育
院

第
【
章
　
イ
ン
ノ
チ
エ
ン
テ
ィ
捨
児
養
育
院
の
誕
生

　
本
章
で
は
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
慈
善
施
設
の
起
源
と
研
究
史
が
ま
ず
概
観

さ
れ
、
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児
養
育
院
の
運
営
体
制
お
よ
び
そ
の
成
立
過

程
と
社
会
と
の
関
係
、
そ
し
て
当
時
の
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
有
し
て
い
た

慈
善
観
が
中
心
に
考
察
さ
れ
る
。
本
書
に
お
い
て
主
た
る
考
察
対
象
と
な
っ

て
い
る
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
イ
捨
児
養
育
院
の
一
五
世
紀
に
関
す
る
史
料
は
、

保
存
状
況
が
良
好
な
一
四
八
五
年
ま
で
で
あ
り
、
著
者
は
一
四
四
五
－
六
四

年
を
こ
の
施
設
の
創
設
期
、
　
一
四
六
五
－
八
五
年
を
発
展
期
と
し
て
設
定
し

て
い
る
。
本
捨
児
養
育
院
は
、
　
一
四
｝
九
年
絹
織
物
商
ギ
ル
ド
に
よ
り
設
立

の
立
案
が
為
さ
れ
、
先
に
存
在
し
て
い
た
捨
児
収
容
施
設
で
あ
る
サ
ン
・
ガ

ル
ロ
と
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
ス
カ
ー
ラ
施
療
院
の
機
能
が
、
政
府

の
指
導
に
よ
り
統
合
さ
れ
、
捨
児
を
専
門
に
収
容
し
保
護
す
る
施
設
と
し
て

一
四
四
五
年
開
設
に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
五
世
紀
に
お
け
る
慈
善
施
設
の
「
世
俗

化
」
の
動
向
の
背
景
と
し
て
、
慈
善
施
設
の
担
い
手
で
あ
っ
た
都
市
上
層
市

民
の
共
有
す
る
共
通
善
の
意
識
と
、
瞑
想
よ
り
も
実
践
を
重
視
す
る
市
民
的

人
文
主
義
の
興
隆
、
そ
し
て
こ
ど
も
に
た
い
す
る
関
心
の
増
大
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
慈
善
施
設
研
究
に
お
い
て
は
、
活
動
内
容
の
先
進
性
、

合
理
性
の
抽
出
に
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
す
べ
て
の
慈

善
活
動
は
あ
く
ま
で
宗
教
心
に
密
接
に
関
連
し
た
心
性
に
よ
っ
て
特
微
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
近
代
に
お
け
る
福
祉
施
設
と
は
基
本
的
に
異
な
る
社
会
的
意

味
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
特
に
共
通
善
と
い

う
都
市
支
配
階
層
の
価
値
観
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
、
当
時
の
都
市
の
文
化

的
環
境
の
中
に
本
施
設
を
明
確
に
位
置
付
け
る
う
え
で
、
非
常
に
有
効
な
役
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評書

割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
ま
た
反
面
、
本
施
設
の
設
立
事
情
、
運
営
体
制
を
、
政
治
史
の
中

に
よ
り
厳
密
に
位
置
付
け
る
作
業
が
評
者
と
し
て
は
欲
し
か
っ
た
。
一
五
世

紀
に
広
く
見
受
け
ら
れ
る
慈
善
施
設
の
「
世
俗
化
」
「
専
門
化
」
の
動
向
の

中
で
も
、
ギ
ル
ド
が
運
営
主
体
と
な
る
と
い
う
の
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
顕
著

な
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
著
者
も
述
べ
る
と
お
り
、
ギ
ル
ド
が
政
治
・
社
会

基
盤
と
し
て
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
社
会
の
特
質
を
反

映
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
他
の
都
市
で
は
、
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
ほ
ど
中
層

階
層
が
発
達
せ
ず
、
ギ
ル
ド
も
こ
れ
ほ
ど
に
政
治
力
・
経
済
力
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
に
、
こ
う
し
た
差
異
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
近
年
の
研
究
成
果
が
示
す
と
お
り
、
慈
善
施
設
の
発
展
は
、
貧
困
層
の
増

加
や
疫
病
の
流
行
な
ど
の
社
会
史
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
都
市
の
政
治
構
造
上
の
変
化
と
も
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
メ

デ
ィ
チ
家
の
権
力
確
立
期
で
も
あ
る
一
五
世
紀
前
半
に
本
施
設
が
出
現
し
た

こ
と
の
政
治
・
社
会
的
意
味
を
、
絹
織
物
商
ギ
ル
ド
と
の
関
係
か
ら
掘
り
下

げ
る
こ
と
も
ま
た
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章
　
捨

児

　
本
章
は
隅
乳
母
と
こ
ど
も
た
ち
の
記
録
騙
と
題
さ
れ
る
史
料
の
中
か
ら
、

約
四
〇
年
間
に
入
所
し
た
捨
児
た
ち
に
つ
い
て
の
情
報
を
取
り
出
し
、
捨
児

が
生
み
出
さ
れ
る
原
因
を
、
社
会
的
慣
習
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
世
帯
構
造
と
い

っ
た
文
脈
の
中
で
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
、
本
書
の
中
心
を
な
す
章
で
あ

る
。
統
計
的
処
理
を
経
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
捨
児
の
存
在
形
態
は
、
実
に
詳

細
か
つ
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
都
市
社
会
が
実
に
多
様
な
社
会
集
団
か
ら
編

成
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
経
済
・
社
会
的
条
件
と
抵
触
す
る
こ
と

で
生
み
出
さ
れ
る
歪
み
が
、
都
市
の
門
慈
善
」
の
名
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
い

く
構
造
の
一
端
を
、
読
者
は
こ
こ
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
養
育
院
を

運
営
す
る
う
え
で
、
母
乳
の
確
保
を
巡
っ
て
、
不
可
避
的
に
捨
児
が
つ
く
ら

れ
て
い
く
と
い
う
指
摘
は
、
特
に
興
味
深
い
。
た
と
え
嫡
出
子
で
あ
っ
て
も
、

母
親
が
経
済
的
に
困
窮
し
た
場
合
、
自
分
の
こ
ど
も
を
養
育
院
へ
預
け
て
母

親
自
身
は
乳
母
と
し
て
同
養
育
院
で
働
く
と
い
う
事
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

乳
の
出
る
女
性
が
商
品
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
と
い
う
指
摘
自
体
は
ク
ラ
ピ

ッ
シ
ュ
・
ズ
ユ
ベ
ル
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
の
問
題
を
さ

ら
に
掘
り
下
げ
、
捨
児
養
育
院
が
多
数
の
幼
子
を
擁
す
る
以
上
母
乳
の
確
保

は
不
可
欠
の
問
題
で
あ
り
、
養
育
院
を
核
に
、
乳
の
提
供
を
巡
っ
て
捨
児
が

ど
こ
ま
で
も
再
生
産
さ
れ
て
い
く
構
造
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
動
物

の
乳
で
こ
ど
も
を
育
て
る
こ
と
も
可
と
す
る
見
解
が
都
市
民
に
も
広
く
受
容

さ
れ
る
の
は
近
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
二
七
七
頁
）
、
一
五
世

紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
本
来
の
設
立
目
的
と
矛
盾
す
る

よ
う
な
措
置
が
都
市
部
の
養
育
院
で
と
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
捨

児
の
根
絶
よ
り
も
捨
児
へ
の
奉
仕
を
重
視
す
る
と
い
う
、
申
世
的
思
想
の
影

響
下
に
あ
る
救
貧
施
設
の
機
能
面
で
の
限
界
と
特
質
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
母
乳
と
そ
の
提
供
者
で
あ
る
乳
母
の
問
題
は
さ
ら
に
第
三
章

に
も
引
継
が
れ
、
塵
婆
の
存
在
と
共
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
他
都
市
、
あ
る

い
は
農
村
部
と
の
問
を
行
き
来
す
る
人
の
流
れ
が
提
示
さ
れ
て
い
く
。
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
領
域
支
配
の
拡
大
と
発
展
に
伴
い
、
捨
児
の
出
生
地
が
そ
の
近

隣
地
域
か
ら
、
支
配
領
域
の
遠
方
、
特
に
山
岳
部
に
ま
で
広
が
る
な
ど
の

デ
ー
タ
も
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
領
域

支
配
の
進
展
と
い
う
観
点
か
ら
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
一
地

方
あ
る
い
は
一
村
落
を
対
象
と
し
、
そ
の
世
帯
構
造
や
経
済
状
況
の
中
で
こ
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の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
さ
ら
に
説
得
力
の
あ
る
論
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
の
制
約
上
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
同
施
設
に
預
け
ら
れ
た
こ
ど
も
の
中
に
は
の
ち
に
な
っ
て
親
に
引
き
取

ら
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り
、
こ
の
養
育
院
が
歓
迎
さ
れ
な
い
こ
ど
も
を
社
会

か
ら
隔
離
す
る
た
め
の
施
設
で
は
な
く
、
時
に
は
門
保
育
所
」
や
門
病
院
」

の
よ
う
な
機
能
も
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
捨
児
施
設
の
誕

生
が
、
社
会
か
ら
の
無
用
の
こ
ど
も
の
排
除
と
忘
却
を
促
進
し
た
と
い
う
ボ

ス
ウ
ェ
ル
の
説
に
異
を
唱
え
て
い
る
。

第
三
章
　
乳

母

　
本
章
で
は
捨
児
養
育
院
と
乳
母
と
の
関
係
か
ら
、
中
・
下
層
市
民
に
と
っ

て
の
乳
母
の
意
味
、
そ
し
て
産
婆
を
介
し
て
の
、
養
育
院
と
農
村
部
を
繋
ぐ

乳
母
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
が
考
察
さ
れ
て
い
く
。
乳
母
の
慣
習
は
当
時
の
社
会

に
広
く
み
ら
れ
た
が
、
上
層
市
民
が
乳
母
を
雇
い
入
れ
る
側
で
あ
る
の
に
対

し
、
中
・
下
暦
甫
民
世
帯
で
は
、
幽
産
を
終
え
た
女
性
が
賃
金
収
入
を
得
る

た
め
に
乳
母
と
し
て
働
く
側
に
立
っ
て
い
た
。
同
捨
児
養
育
院
で
は
多
く
の

幼
子
を
育
て
る
必
要
性
か
ら
、
二
種
類
の
乳
母
を
確
保
し
て
い
た
と
い
う
。

ひ
と
つ
は
、
貧
し
い
出
産
間
近
な
女
性
を
施
設
内
に
受
け
入
れ
、
出
産
の
の

ち
乳
母
と
し
て
雇
用
す
る
「
住
み
込
み
の
乳
母
」
で
、
他
方
は
、
農
村
部
の
、

小
作
人
の
妻
の
も
と
に
養
育
院
の
こ
ど
も
を
預
け
て
育
て
さ
せ
る
「
里
子
向

け
乳
母
」
で
あ
る
。
「
里
子
向
け
乳
母
」
に
同
養
育
院
が
与
え
た
俸
給
は
上

層
市
民
家
庭
の
下
女
の
俸
給
に
相
当
す
る
額
で
あ
っ
た
た
め
、
経
済
的
に
不

安
定
な
階
層
に
属
す
る
農
村
世
帯
に
と
っ
て
こ
の
収
入
は
魅
力
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
な
お
乳
母
不
足
が
原
因
で
、
施
設
の
発
展
期
に
か
け
て
乳
母
の
募

集
範
囲
は
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
過
程
で
、
特
に
カ
ス
テ

ル
・
サ
ン
・
ニ
ッ
コ
ロ
が
乳
母
の
供
給
地
と
し
て
養
育
院
と
強
い
繋
が
り
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。
著
者
の
主
張
す
る
よ
う

に
、
こ
の
村
落
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
の
間
に
結
ば
れ
た
軍
事
的
保
護
協
定
が
、

都
市
の
捨
児
養
育
院
と
農
村
部
の
世
帯
と
の
問
に
み
ら
れ
る
緊
密
な
雇
用
関

係
と
し
て
反
映
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
領
域
支
配
構

造
に
社
会
史
的
視
点
か
ら
光
を
あ
て
る
注
配
す
べ
き
事
例
と
な
ろ
う
。
し
か

し
著
者
自
身
認
め
る
通
り
、
養
育
院
側
の
史
料
か
ら
で
は
、
都
市
と
カ
ス
テ

ル
・
サ
ン
・
ニ
ッ
コ
ロ
と
の
保
護
睦
従
属
関
係
を
こ
れ
以
上
掘
り
下
げ
る
こ

と
は
困
難
で
、
社
会
史
的
手
法
か
ら
都
市
と
農
村
の
関
係
を
み
る
こ
と
の
限

界
も
ま
た
感
じ
さ
せ
る
。
著
者
は
ま
た
、
同
養
育
院
の
所
領
や
、
　
｝
円
的
所

領
経
営
を
行
っ
て
い
た
メ
デ
ィ
チ
家
事
有
力
市
民
の
所
領
内
に
居
住
す
る
小

作
人
と
養
育
院
の
乳
母
雇
用
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
い
る
が
（
一
六
八
、

一
六
九
頁
）
、
土
地
所
有
者
の
出
自
に
関
し
て
さ
ら
に
踏
み
込
む
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
章
　
里
子
の
養
育
と
都
市
口
農
村
関
係

　
こ
こ
で
は
、
前
章
で
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
た
、
軸
重
小
作
制
を
仲
立
ち
と

す
る
都
市
と
農
村
と
の
間
の
支
配
従
属
関
係
を
鮮
明
な
も
の
と
す
る
た
め
、

イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児
養
育
院
の
史
料
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
農
村
の
世
帯

構
造
や
小
作
人
の
領
主
観
な
ど
が
大
き
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ト
ス
カ
ー
ナ

地
方
は
例
外
的
に
農
村
研
究
の
進
ん
だ
地
域
で
あ
り
、
ま
ず
農
村
世
帯
と
そ

の
資
産
状
況
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
成
果
が
紹
介
さ
れ
る
。
次
に
、
病
院
に

関
す
る
研
究
で
業
績
の
あ
る
ル
チ
ア
・
サ
ン
ド
リ
に
よ
る
、
サ
ン
・
ジ
ミ
ニ

ャ
ー
ノ
の
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
ス
カ
ー
ラ
病
院
の
乳
母
契
約
の
事

例
が
引
用
さ
れ
、
分
益
小
作
人
の
家
族
に
も
様
々
な
経
済
レ
ベ
ル
が
あ
る
も
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評書

の
の
慢
性
的
に
負
債
が
存
在
し
、
乳
母
と
し
て
の
俸
給
が
小
作
人
世
帯
に
と

っ
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
小
作

人
の
負
権
者
は
た
い
て
い
の
場
合
そ
の
領
主
で
あ
る
都
市
民
で
あ
る
。
つ
ま

り
通
常
の
地
代
や
税
の
支
払
い
、
農
作
業
に
必
要
な
物
品
購
入
の
た
め
の
借

金
と
い
っ
た
貸
借
関
係
に
加
え
、
乳
母
業
も
ま
た
都
市
民
と
小
作
人
を
繋
ぐ

経
済
的
紐
帯
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
小
作
入
に
と
っ
て
乳
母
業
は
、
慈
善
行
為

と
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
に
奉
仕
す
る
慈
善
施
設
の
活
動

を
支
え
て
い
た
の
は
、
都
市
と
農
村
の
問
に
存
在
し
た
既
存
の
経
済
的
従
属

関
係
で
あ
っ
た
と
す
る
サ
ン
ド
リ
の
指
摘
は
、
都
市
と
農
村
と
の
関
係
を
考

察
す
る
他
分
野
の
社
会
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼

女
の
見
解
を
支
持
し
つ
つ
、
，
領
主
で
あ
る
都
市
民
と
農
民
と
の
問
に
存
在
し

た
こ
う
し
た
価
値
観
の
差
異
の
性
格
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
、
著
者
は

文
学
史
料
で
あ
る
ノ
ヴ
ェ
ッ
ラ
を
用
い
た
分
析
を
第
五
笏
で
行
っ
て
い
る
。

ノ
ヴ
ェ
ッ
ラ
と
は
、
一
四
世
紀
か
ら
～
六
世
紀
に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
の
都
市

民
の
闘
で
語
ら
れ
た
小
話
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
著
者
は
都
市
民
の
農
民
観
や
、

こ
ど
も
の
里
親
と
し
て
の
農
民
評
価
を
探
り
、
経
済
的
従
属
関
係
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
相
互
の
不
信
感
や
、
農
民
の
側
か
ら
見
た
都
市
民
の
慈
善
を
挙
り

冠
し
て
い
る
。

　
他
の
章
に
比
べ
使
用
さ
れ
る
史
料
が
断
片
的
で
解
釈
に
も
単
純
化
の
傾
向

が
み
ら
れ
る
が
、
農
村
地
域
を
対
象
に
し
た
場
合
こ
れ
は
や
む
を
え
な
い
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
第
五
節
の
、
文
学
繋
属
を
用
い
て

農
民
の
慣
習
や
領
主
と
の
貸
借
関
係
の
中
身
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
著
者
の

手
法
に
注
目
し
た
い
。
他
章
で
は
捨
児
養
育
院
の
史
料
か
ら
作
成
し
た
統
計

資
料
が
ふ
ん
だ
ん
か
つ
効
果
的
に
盛
り
込
ま
れ
、
捨
児
た
ち
の
動
向
が
数
量

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
統
計
か
ら
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
心
性
に

目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
文
学
作
昂
も
ま
た
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
史
料

で
あ
り
、
本
書
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
な
一
節
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
都

市
民
で
あ
る
領
主
に
対
し
て
「
不
誠
実
な
」
農
民
像
と
い
う
も
の
が
、
文
学

作
品
の
中
に
現
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
に
せ
よ
、
都

市
民
と
小
作
人
と
の
闇
の
価
値
観
や
習
慣
の
相
違
、
ま
た
、
捨
児
の
養
育
を

託
す
農
民
に
対
す
る
都
市
民
の
不
信
な
ど
を
窺
わ
せ
、
都
市
の
慈
善
が
こ
う

し
た
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
心
性
の
う
え
に
立
脚
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
灸

り
出
し
た
点
が
興
味
深
い
。

第
五
章
　
養
育
院
の
こ
ど
も
た
ち

　
本
章
で
は
再
び
イ
ン
ノ
チ
ェ
ン
テ
ィ
捨
児
院
養
育
院
の
考
察
に
戻
り
、
こ

の
施
設
に
収
容
さ
れ
た
こ
ど
も
の
待
遇
、
そ
し
て
成
長
後
の
生
活
に
つ
い
て

考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
に
お
い
て
著
者
は
、
こ
の
施
設
が
経
済
的
に
困

窮
し
た
母
親
が
～
時
的
に
こ
ど
も
を
預
け
る
場
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、

社
会
的
に
無
用
な
こ
ど
も
を
閉
じ
込
め
る
場
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

た
。
本
章
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
業
に
か
け
て
繊
現
す
る
救
貧
施
設
の
性
格

を
「
閉
じ
込
め
」
に
あ
る
と
し
た
ボ
ス
ウ
ェ
ル
の
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
さ
ら
な

る
反
論
で
あ
り
、
成
長
し
た
こ
ど
も
た
ち
が
同
施
設
に
よ
っ
て
社
会
に
い
か

に
送
り
嵩
さ
れ
、
彼
ら
の
自
立
へ
の
援
助
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
分
析

が
な
さ
れ
る
。
唖
覚
書
』
と
『
日
誌
』
と
題
さ
れ
た
史
料
も
本
章
で
は
併
せ

て
使
用
さ
れ
、
こ
ど
も
た
ち
は
通
常
六
才
か
ら
七
才
で
、
養
親
に
「
譲
渡
扁

と
い
う
か
た
ち
で
奉
公
さ
せ
て
い
た
こ
と
、
男
児
に
は
読
み
書
き
の
教
育
、

女
児
に
は
嫁
資
を
つ
け
て
結
婚
さ
せ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
養
親
に
と
っ
て
は
捨
児
を
引
き
取
る
こ
と
は

　
種
の
慈
善
に
類
す
る
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
「
譲
渡
」
が
成
功
す
る
と
は
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限
ら
ず
、
男
児
も
女
児
も
養
育
院
へ
戻
っ
て
く
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ

た
が
、
男
児
の
職
の
需
要
や
、
女
児
の
嫁
資
の
相
場
な
ど
、
現
実
の
社
会
状

況
を
考
慮
し
た
木
目
の
細
か
い
養
育
院
側
の
配
慮
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ

る
。
こ
ど
も
の
入
所
時
、
譲
渡
時
、
ま
た
養
育
院
へ
戻
っ
て
き
た
と
き
の
状

況
な
ど
が
史
料
に
は
記
述
さ
れ
て
お
り
、
職
員
の
こ
ど
も
に
対
す
る
関
心
の

高
さ
は
、
ア
リ
エ
ス
の
こ
ど
も
期
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の
反
証
と
し
て
も
十
分

有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
こ
ど
も
観
は
ど
の
よ
う
に
し
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
第
一
章
に
お
い
て
、
こ
ど
も
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
示
す
い
く

つ
か
の
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
五
世
紀
に
こ
う
し
た
非
常
に
現
実

的
な
処
遣
が
と
ら
れ
た
背
景
に
は
、
著
者
自
身
も
む
す
び
に
お
い
て
触
れ
て

い
る
逓
り
、
大
黒
死
病
流
行
後
以
降
の
人
口
回
復
を
望
む
都
市
支
配
者
層
の

意
識
が
当
然
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
一
五
世
紀
に
特

徴
酌
な
慈
善
観
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
に
は
、
ペ
ス
ト
大
流
行
期
以
前
と
の

比
較
、
あ
る
い
は
入
口
が
一
定
の
回
復
を
果
た
し
た
一
六
抵
紀
の
社
会
に
お

い
て
再
編
さ
れ
る
捨
児
施
設
と
の
比
較
、
そ
し
て
当
時
の
宗
教
観
と
の
比
較

が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
は
や
本
書
の
射
程
を
超
え
た
要
求
で
あ
ろ
う
。

　
む
す
び
に
お
い
て
著
者
は
、
ボ
ス
ウ
ェ
ル
の
主
張
す
る
中
世
末
期
の
捨
児

施
設
像
に
対
し
、
一
定
の
留
保
を
つ
け
る
。
捨
児
養
育
院
と
は
、
遺
棄
さ
れ

た
こ
ど
も
た
ち
を
不
衛
生
な
環
境
の
中
に
閉
じ
込
め
、
死
に
至
ら
し
め
る
だ

け
で
あ
っ
た
と
す
る
ボ
ス
ウ
ェ
ル
の
主
張
は
、
人
口
が
増
加
し
、
捨
児
に
紺

し
て
規
制
と
矯
正
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
対
抗
宗
教
改
革
期
以
降
の
施

設
に
対
し
て
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
分
析
が
緻
密
さ
を
欠
く
と
い
う

著
者
の
主
張
に
は
納
得
で
き
る
。
ま
た
都
市
民
固
有
の
慈
善
観
を
、
農
民
と

の
対
照
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
か
ら
切
り
取
っ
た
本
書
の
手
法
は
刺
激
的
で
あ
っ

た
。
中
・
下
層
民
が
有
し
て
い
た
価
値
観
、
あ
る
い
は
慈
善
を
施
さ
れ
る
側

の
価
値
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
を
こ
こ

ま
で
提
示
で
き
た
の
は
著
者
に
よ
る
長
年
の
史
料
分
析
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

｝
五
枇
紀
に
お
け
る
、
都
市
と
農
村
と
の
間
の
政
治
的
関
係
の
変
化
に
関
し

て
さ
ら
に
説
明
が
あ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
都
市
的
慈
善
の
構
造
を
さ
ら

に
説
得
的
な
も
の
と
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
今
後
の
農
村
研
究
の

進
展
を
待
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
施
設
の

讐
世
俗
化
」
を
問
う
場
合
、
そ
の
時
代
固
有
の
政
治
的
動
向
と
の
関
連
に
踏

み
込
む
こ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
五
世
紀
以
降
に
顕

著
と
な
る
施
設
の
再
編
や
新
設
は
、
各
都
市
の
政
治
体
制
に
強
く
規
定
さ
れ

て
い
る
。
中
徴
末
期
か
ら
近
世
と
い
う
時
代
に
お
け
る
慈
善
施
設
を
扱
う
限

り
、
こ
の
問
題
は
無
視
し
得
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
世
末
期
の
慈
善
施
設
に
関
し
て
今
日
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
驚
く
ほ
ど
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
丹
念
な
史
料
分
析
を
経
て
執
筆

さ
れ
た
本
書
か
ら
は
、
実
に
貴
重
か
つ
多
岐
に
渡
る
知
見
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
書
に
は
、
慈
善
と
貧
女
と
い
う
問
題
に
関
心
を
も
つ
わ
が
国
の
研

究
者
に
と
っ
て
、
研
究
を
進
め
る
べ
き
指
針
と
．
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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