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免
猷
に
つい
て
は
"
①
修
士
・学
工
。

即
大
の
三種
の
免
詩
状
を
つ
く
り
こ
れ

を
給
与
のべ
ー
ス
と
す
る
こ
と
馬
⑦
免

泊
状
取
得
の
た
め
の
卑
位
数
の
大幅
増

大
、
Φ
免
計
取
符
の
た
め
の
学
間
内
裕

形式
冷
欄
力
が
決
足
す
る
と
い
う
い
42

ゆ
・Φ
「大
臣
の
認
冠
」
と
呼
ば
れ
る
も

」

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
って
い

る
よ
う
に
さ
え
聞
え
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
・馨

ルト
ル
批
判

を
耳
にす
る
た
び
に
、
私
は
こ
れら
の

批
判
が如
釘
に
的
は
ず
れな
も
の
であ

り
、
如
何
に
非
生
産
的
な
も
の
であ
る

かを
痛
醸
す
る
の
で
あ
る
。
サ
ルト
ル

の自
然
弁
証
法
に
対
す
る
態
度
は、
一

言
で
いえ
ば
、
自
然
の
弁
証
法
寝
)

を
ア
・ブ
"
オ
リ
に
汲
認
す
る
こ
と
を

振
否す
る
、
と
い
う
こ
と
で
か
な
い
.

自
然
に弁
証
法
は
存
在
す
る
か
も
知
れ

な
い
が、
そ
れ
は
現
在
の
段
階
で
は
、

科
学
的
に証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
のよ
う
な仕
事
は
科
学
者
に
任

せ
る
べき
であ
って
、
哲
学
者
は
、
釘

か
絶
対
命
令
とし
て
自
然
弁
記
法
を
う

け
い
れ
て
、そ
こか
ら
識
理
を
展
開
レ

て
い
く
よ
.っな
形
而上
字を
採
用
し
て

は
な
ら
な
い
と
†張
し
て
い
る
に
す
ざ

な
い
の
であ
る
。

も
ち
ろ
ん
、サ
ル㌃
九
は
現
私
段
阻

に
お
い
て
、自
然
の弁
読
淡
性
を
認
め

て
い
な
い
と
いう
こ
と
を
少
し
も
か
く

し
て
い
な
い
。
何故
なら
、
サ
ル
ト
ル

に
と
っ
て
、弁
謝
払
と
は
全
体
杓
の
諭

理
で
あ
り
、
目然
は
こ
の
よ
.ン准
一つ

の
金
体
性
磐構
誠し
て
い
る
よ
う
に
は

お
も
え
な
い
から
で
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
、
自
然
は
無
限
の
連
続
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り、
自
然
は
ひ
と
つの
全
体

と
し
て把
握
でき
な
い
以
上
、
そ
れ
は

決
し
て
弁
証法
的な
も
の
で
は
な
く
、

鼠
76
る物
理
"化
学的
現
象
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
わ
け
であ
る
。
そ
れ
故
に
、

自
然
そ
れ
自体
の人
間
に
対
す
る
関
係

は
、
人
間
に
と
って
ひ
と
つ
の
外
面
性

と
U
て
、
つま
り
、
人
間
生
活
に
鮒
す

る
条
件
ず
け
とし
て
み
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
であ
る
。

こ
の
よ
う
にみ
て
く
る
と
、
サ
ル
ト

ル
の
立
場は
非
常
には
,き
り
し
て
く

る
。
す
な
わち
、
現
疵
の
段
階
で
は
自

然
の
弁
証法
性
を
騨
める
こ
と
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も、
た
と
え
仮
り
に
、
自

然
そ
れ
自体
が
(人
聞
か
ら
独
立
し
て

い
よ
.つ
と
いま
いと
)
弁
距
圓
的
な
構

造
で
あ
る
とし
て
も、
ヒ
の
こ
と
は
さ

し
あ
た
り問
題
にな
52な
い
、
と
い
う

立
場な
の
であ
る
。
何
故
な
ら
、
自
然

が
弁
読法
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

と
」そ
のこ
と
が
史
的
唯
物
論
を
星
礎

ず
ける
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
り
で
あ

灘
可
欠
な
も
の
だ
と
み
な
す
根
底
に
は、

人
間
の
瞳
史
は
人
聞
が
つ
く
る
と
いう

こ
と
、
ま
た
、
人
闘
の
実
銭
が
帰証
法

を
配
み
だ
す
と
い
う
こ
と
を
認め
な
い

独
断
論
が
秘
ん
で
い
る
の
で
ある
。

し
た
が
って
、
自
然
は弁
読仏
的
な

過
程
で
あ
る
か
、
い
い
か
λれ
ば
「バ

証
払
は
た
ん
に
歴
史
の法
則
であ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
"てれは
ま
た
自
然
の

法
則
で
も
あ
る
の
か
」
(ジ
ャン
・オ

ル
セ
ル
)
と
い
う
問
題
のた
て
方
昂
す
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二
票

ら

六
年
に
提
出さ
れ
た大
営
駄
は
そ
れ

自
身
と
し
て
は
撤
低
的な
闘
い
に
よ
っ

て
紛
碑
さ
れ
た
が
、
そ
のと
び
ち
った

カ
ケ
ラ
は
一つ
一つ
そ
れ以
降
の
政
治

過
程
に
沈
着
し
て
い
っ
た
ので
あ
る
.

一そ
し
て
こ
れ
以
降
「行
政
指導
」
と
い

う
敏
少
な
粒
子
の
浸
透
が大
学
を
腐
蝕

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
三
十
九年
二月

国
立
大
掌
の
学
科
な
ら
び
に
謂
座
お

よ
ひ
学
科
目
に
風
す
る
文
部
省令
(い

わ
ゆ
る
'7
二
五
省
令
)
が
発
布さ
れ

た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
≠
問
内
冨
へ
の

文
部
権
力
の
介
入
の
遵
を
開
くと
同
時

に
、
大
字
を
三
種
に
栢
注
づ
けて
い

る
.こ

の
省
令
以
降
と
く
に最
も
弱
い環

と
目
さ
れ
て
い
た教
貴
棄成
系
大
学
に

お
い
て
実
質
的な
レ
ソド
パ
ー
ジ
が
遙

行
し
て
い
き
、
三十
三年
中
教
審
の

「教
員
養
成
制
度
改革
に
つ
いて
」
の

答
申
以
降
つ
づ
い
て
き
た
こ
の部
分
へ

の
集
甲
的
砲
火
は
一層
激
しさ
を加
え

昨
春
立
法
化
が
企
ら
ま
れ
た教
員
免
粁

法
に
よ
って
そ
の
総
位
上
げ
が
企
てら

れ
た
。
そ
の
基
本
的
方
向
は、
①教
員

獲
成
系
大
掌
の
目
的
大
毒

全体
か

ら
見
れ
は
い
わ
ゆ
る
複
線
化
、
②
閉
鎖

9

制
への
改
変
、
す
な
わ
も餐
成
大
学糸

に大
掌
識
澱
藻
準
改
悪
の
内
容
は
、
①

のし
か
教
帥
に
な
れ
ず
、
ま
た
蚕成
乗

教
躍
科
目
の
削
減
、
②
寒
質
的
授
業
時

大
管
法

は
も
ちろ
ん
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
た
め
の
}し
りも
が
λを
す
で
に
行
っ

て
い.萄
。
これ
が
.二八
年
以
後
大
慣
に

加
え
53れ
た構
力
側
か
ら
の
圧
力
の
顕

控
的経
鼠
で
あ
る
.
し
か
し
、
大
学
の

自
治
の慰
想
かど
う
し
ょ
つも
な
い
ほ

ど
遠く
我

の々
思
想
性
か
り
謹
れ
て
い

っ
た本
源
的
な
嬰
因
は
大
彪自
治
の
内

郎
の
縄
敗状
況
で
あ
る
三
八
年
の
二
つ

の
思
想
、総
じ
て
国
累
独
占
貧
本
の
慰

政
治
過
程

へ
浸
透

の
掌
生
は
教
胸
に
し
か
な
れ
75
い
と
い

う
制
度
の
形
成
、
③
こ
れ
ら
の紬
果
と

し
て
文
部
擢
力
の
学
校
行
政
の
直嫌
的

統
制
・又配
な
ど
で
あ
る
.

こ
こ
で
昨
轡
学
生
戦
線
に
お
け
る
⊥

要
な
課
題
と
U
て
闘
わ
れ
て
き
た
教
員

免
許
法
と
大
学
設
置
基
準
の
改
悪
に
つ

いて
い
ま
い
ち
ど
考
え
て
み
よ
う
四
教

国設

闘
教
の
増
人
、
③
〃虚
桑
界
"
か・52の

教
冒
の
導
人
の
可
能
化
、
④
大
学
の
施

設
、
教
員
組
織
か
ら
学
部
学
科
に
旭
る

ま
で
の
内
翁
の
年
次
計
幽
の
提
出
と
腫

行
状
況
の
報
告
の
鶉
務
づ
け
等
で
あ
っ

た.
こ
の
両
者
と
も
強
い
反
対
遍
勤
の

前
に
つぷ
れ
た
が
、
し
か
し
文
部
省
側

が潟
提
出
の
機
を
う
か
が
って
い
る
の

の
≠
生閥
鬼
に関
す
る
所
見
に
か
け
る

「人
字
の智
理
運
菖
の
葺
任
は
学
長
を

はじ
め
とし
て
大
字
貨
任
者
が
負
う
.

国旗
財産
で
あ
る
以
上
、
騨
民
に
対
す

る
貞
侃
から
も
へ
学
生
に
讐
理
委
檎
を

謎す
る
こと
絃
計
さ
れ
な
い
」
な
る
菖

葉
の中
に、愚
陳
な
男
の、し
か
し
そ
の

存
在
の中
に恐
る
べ
き
暴
力
性
を
は
ら

ん
だ
政
治を
見
る
こ
と
承
で
き
る
。
我

〃
に
∴
,
て
轟要
な
任
務
は
、
ま
ず
そ

け家

新 権

2力

と

の

た

な

自

治

想
ぱ
敏
小
た
粒
すと
し
て
砕
か
れ、
大

学
にし
み
こ
ん
で
い
っ
た
。
七
し
て大

し

掌
の自
治
を
内
部
か
り
腐
蝕
し
て
い
っ

た
の
であ
る
。
こ
の
過
程
で
国
大
協
ン

カ
デ
ミズ
ム
は
樫
力
の
大
学
目
治
に
ぴ

う
た
り
と調
和
し
て
い
った
.
す
こ
し

で
も
「大
学
の
自
治
」と
「学
閻
の自
由
」

の
突
相
を
慰
い
う
か
べ
る
な
り
ば
例

対

論 決

確 点

立 を

 

の政
旧性
を
継
耀
す
る
こ
と
で
ある
.

ま
た
抜

が々
甘
受
し
て
い
る
「学閻

の臼
由
」に
も
「人
宇
の
自
治
」
もそ
の

思
想
が
こ
のみ
、っに
内
と
外
か
ら
骨
ぬ

き
に
むれ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自賞

す
る
な
・52ば、
新
た
な
大
学
篠
在
の
形

式
11
闘
う
大
学目
治
の
追
求
と
い
う
と

こ
りに
な
けれ
ば
な
りな
い
。
大
学
を

め
.、Φ動
力
源
にい
ま
ひ
と
つ
我
々
を

加
・.(、意
識
的
に国
家
椎
力
と
の
対
決

点
を
設け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
七
の削
に総
体
と
し
て
の
国
家
の
欲

求
酌
を探
って
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

朝
鮮
戦舶
を
夷
機
と
し
て
飛
躍
的
に

発
展
し
た日
本
資
本
主
醗
は
、
施
殴
設

噛
め
整
理
拡
張
をは
か
る
べく
五
五
年

以
降
意
図酌
な
(集
中
的
な
)
設
備
投

資
を
行
な
っ
て
き
た
。か
か
る
過
程
は

中
小
企
巣
と
り
わけ
農
村
を
破
竣
し
て

い
った
が
、
し
かし
二重
栂
造
そ
の
も

の
は
改
編
さ
せ
る
と
ころ
ま
で
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
六
十隼
に豊
場
し
た
池

田
内
閣
の仔
務
は、
①
安
保
の
工
不
ル

ギ
ー
せ
な
し
くず
し
的
にし
ず
め
②
低

滞
し
て
い
た設
備
投
費
を
大
幅
に
拡
人

し
国
際
競翁
力
を
強
化
し
③
こ
れ
と
並

行
し
て
企
業
の
整
理

(独
占
化
の
促

進
、中
小
企
巣
系
列
化
の
撤
底
、
合
理

化
、
労
働
強
化
の
促
鵡
Ot
O)
を
行

な
い
④
φ
り
に商
品
販
路
と
し
て
の
菓

爾
ア
ジ
ン
、
帝国
主
義的
植
民
地
と
し

て
の輯
国
の開
拓
を
は
か
り
⑤
国
内
的

に
は
暴
力
卸
置
の肥
大
化
に
よ
って
、

突
出
し
た部
分
だ
け
を
し
か
も
徹
底
的

に
つ
ぶ
そ
う
と
いう
も
ので
あ
った
.

そ
し
て
び
昌年
ガ
ット
十
一莱
国
への

移
賀

六
四年
工
・
M
・F
八
莱
国
へ

の
移
行
↓
0
封
C
D加
盟
を
通
じ
て
開

放
経
済体
制
』
窯
入
し
て
い
った
の
で

る
.し

か
し
な
が
り
、
こ
の
時
撹
界
欄
勢

は
す
で
に
五
八年
E
HG
の
成
立
、
六

一年
の
中
ソ対
立
の表
要
化
を
契
犠
と

し
て
あ
ら
た
な
る
局
面
H
米
ソ
の
二
元

的
支
配
か
ら
多.兀
化
と
再
編
成
に
突
入

し
て
い
っ
た
。
佐
藤
内
閣
に
課
せ
ら
れ

た
任
務
は
こ
の世
界分
割
と
いう
峯
態

に
あ
っ
て
、
躍
5
的な
ア
メ
リ
カ
依
脊

を
残
し
つ
っ
、
日
ン
・貿
易
を
拡
大
し

輯
国
を
固
為
の
植
民地
と
し
て
確
保
し

東
南
ア
ジ
ア
に
お
ける
経
済
的
指
導
権

を
ア
メ
リ
カ
か
ら
奪
い取
ると
い
う
と

こ
ろ
(徽
南
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
設

置
)
に
あ
る
。
岡
時
に
国内
的
には
独

占
の
進
行
、
労
働
力
の
合
理的
配
分
、

収
禽
強
化
(イ
ン
ン
レ
ー
増税
)
↓
集

中
的
貸
本
投
下
管
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で進
行
し
て
い

る
も
の
は
①
中
小
企
菜
の
没
落
②中
高

年
齢
労
働
者
の
曽
切
り
③
能
力
才義
。

技
術
t
鋤
。企
業
霊
義
へ
の
蒼
算労
働

者
層
の
収
約
と
①
②
層
の
福祉
国
家
幻

想
への
収
約
④
こ
れ
を
反
映し
た学
坐

鰻
の
分
解
、
と
り
わ
け
③
へ
の収
烈
、

∂恥
ノレ

 

ル
ト
ル
と
自

ナ

然

弁

証

法

マ
ル
ク
ス主
鶉
随
嘗
か
ら
の
サ
ル
ト

ル
に対
す
る
批
判
の
ひ
と
つ
に
、
自
然

弁
証
法
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
そ
の

主
な
も
の
は
内
サ
ル
ト
ル
は
自斡
そ
の

も
の
に弁
証
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
認

め
な
い
の
で
工
観
†
縄
に
お
ち
い
っ
て

いる
と
い
、つ批
粉
で
あ
る
.
そ
こ
で彼

ら
は
臼
然
は
か
く
か
く
の
如
く弁
紬法

的
で
は
な
い
か
と
サ
ル
ト
ル
にむ
か
っ

て
魂
明
す
る
。
ま
る
で
自然
の弁
訊払

性
を
認
め
な
い
こ
と
が
観念
論
であ
る

か
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れら
の批
判
を

聞
い
て
い
る
と
、
冊
ルト
ル
が自
無
の

弁
誠
ガ
代
を
認
め
な
い
かぎ
り
、
彼
の

皇
的
昭
物
論
に
対す
る提
自を
つけ
い

卸
乱
妻

℃
ら
ル

↓

倉望

さ
ら
に
は
①
販
路
の
いき
づま
り
↓
壊

滅
的
不
況
↓
翼
事
産
業
化
②東
南
ア
ジ

ア
民
衆
の
反
挽
と
り
わ
け
韓国
学
生
人

民
の
闘
い
⑮
し
た
が
っ
て小
選挙
区
制

決
徹
法
改
悪
、
徽
貞
制
に
い
たる
薗
内

治
宏
体
制
の
構
成
と
海
外派
兵
④
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
「民
ま
翫麟
」
と

ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
攻
勢
へ
の
転
回
で

あ
る
.

こ
の
よ
つな
国
家
穐
力
の
欲
求
水
準

は
そ
の
ま
ま
マン
パ
ワ
ー
の
思
想
から

七
十
周
隼
記
愈
事
薬
さ
ら
に
は
いわ
ゆ

る
「大
学
の
自
治
」
に
ま
で連
締
して

い
る
.

我

は々
奪
わ
れ
た
「大
学
の自
治
」

を
意
識
的
に
と
り
も
ど
さ
ね
はな
ら
な

い
し
、
そ
の
可
能
性
は
国
象
と
の不
断

の
緊
張
関
係
の
持
続
と
い
う
貞
に
お
い

て
保
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
.つ
.
(裁判
対

簾
婁
員
会
・救
胃
学
邸
三
回
生
)

「ま
・、
あ
・
ま
で
も
豊

は
、
唯
物
弁

る
こ
と自
体
、
サ
ル
ト
ル
と
の
対
語
を

禾可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
「こ
と
は

根
本的
には
、
問
題
を
批
判
的
、
認
識

論
的平
面
上
に
お
い
て
提
起
す
る
こ

と
」
(サ
ル
ト
ル
)
な
の
で
あ
る
。
つ

証
法
の性
格
を
あ
き
ら
か
』
し
、
そ
れ

と人
問
歴史
と
の
関
連
を
明
確
に
す
る

こ
と
な
の
であ
る
。
こ
の
点
を
無
視
し

て
、弁
跳法
の例
乱
僧臼
然
の
な
か
か

ら
ひろ
い
あ
げ
て
き
て
、
そ
の
証
明
に

か
える
こと
が
如
何
に
馬
鹿
げ
た
も
の

で
ある
か
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
た
とえ
、
そ
れ
が
自
然
を
い
く
つ

か
の段
階
(層
)
に
分
類
す
る
こ
と
に

よ
っ
て、
弁
証
法
の
存
在
を
視
く
も
の

で
あ
って
も
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
・
ま

し
て
、証
明
を抜
き
に
し
て
、
自
然弁ロ

証
法
を
史
的唯
物
諭
繊
M
の
根
拠
に
す

る
こ
と
は、
ま
さ
に
本
禾
転
倒
し
た
躍

識
であ
って
、
サ
ル
ト
ル
の
批
判
的
作

業
も
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
法
に

対
す
る
反
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
.
こ
のこ
と
は
す
で
に
目
本
に
お
け

る
「自
然
弁
証
法
の
論
理
阿
主
導
説
」

を
めぐ
る
い
わ
ゆ
る
主
体性
論
争
の
中

でも
明ら
か
にさ
れ
て
き
た
こ
と
で
も

あ
り、
こ
こで
は
こ
の
胤
に
つ
い
て
こ

れ
以
上ふ
れ
や必
些
は
ない
.

鷹

黙

間
の
認
識
に}よ

る

全

全
鐘

恨

サ
ル
トル
は
、
弁
就
払
を
全
体
牲
の

論
埋
と
し
て拙
握
し
て
い
る
。
こ
れ
は

ヘ
ーゲ
ル据
学
の
流
れ
を
く
む
彼
と
し

て
は
当
然
の
こと
で
あ
る
。
だ
が
、
彼

は
弁
訟
法
を閉
し
りれ
た
響70煽
し
た
体

系
と
し
て把
握
す
る
こ
と
を
拒
合
す
る

が故
に、
〈全
体
化
V
と
い
う
概
念
で

弁
証
法
を把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
〈
全体
性
V
と
は
即
目
俘
在
の
規

約
を
も
つも
の
で
あ
り
、
〈全
体
化
V

と
は
、
こ
のよ
う
な
〈全
体
伍
〉
を
つ

ね
に
の
の
こえ
て
い
く
も
の
、
つ
ま
り

否
短
の働
き
で
あ
る
。
し
た
が
って

〈
全
体化
〉
こ七
、
弁
証
法
の
魂
で
あ

り
、現
実
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て

る
。
こ
の
よ
つ
に、
サ
ル
ト
ル
の
弁
註

法
は
〈
査
足
〉の
弁
証
法
な
の
で
あ
る

し
た
が
っ
て、
骨
ル予
ル
は
、
エ
ン
ゲ

ル
ソ〈の
よ
.つ
に弁
設法
の
法
則
を
、
何

等
の
統
輔と速
関
な
し
に、
三
っ
並
列

的
に
提
起
す
る
と
いう
よ
う
な
こ
と
を

景
認
す
る
こ
とが
でき
な
い
。
す
な
わ

ち
、
否
窟
の
否
矩、
対
立
の
統
一、
量

の
質
へ
の
転
化な
ζは
、
そ
れ
ぞ
れ
別

個
の
事
柄
にあ
て
は
ま
や別
々
の
臥
則

で
も
な
ん
でも
な
・＼

各
々
の
法
則

は
、す
へ
て
の他
の
泓
則
の
違
った
衣

現
でし
かな
く
、
あ
る
の
は
た
だ
ひ
と

つ
の
〈
令体
化
〉
の
弁
乱
払
、
お
の
れ

自
ら
を
確
冠す
る
"
融
払
だ
け
た
と
考

える
の
であ
る
。

この
点
にお
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

抽
肇
的
法
則
の
窃
せ
集
め
で
し
か
な
い

弁
読
法
は
何
の
脱
得
力
も
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
サ

ル
ト
ル
の
弁
趾
法
も
基
本
的
に
は
存
在

論
的
な
軒
格
を
も
って
お
り
、
そ
の
限

の
で
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
そ
れ
ほ
ど
違

って
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
史
的
唯
物

論
を
目
然
の
領
域
に
汝
で
も
ち
こ
み
、

マル
ク
ス
哲
学
を
一側
の
体
系
し
ま
で

た
か
め
る
こ
と
に
職
献
(?
)し
た
エ

ソ
ゲ
ル
ス
は、
存
仏
の弁
訓
紘と
し
て

の
自
然
弁
砒拭
に
一尉
の凱
い
も
い
だ

い
て
い
な
い
の
に
刈し
て
、
サ
ル
ト
ル

は
脊
仕
の
弁
説払
とし
て
の人
間
歴
史

の
"
乱
汰
に
つ
いて
は
論
る
擢
利
は
あ

っ
て
も
、
科字
発
展
の現
綻
鵬
で
は
、

自
然
に
ま
で
てれ
を
払
人
す
Q権
利
は

な
い
、
と
石
えて
いる
点
に
相
違
が
あ

る
だ
け
であ
る
。何
故
な
ら
、
サ
ル
ト

ル
は
自
然弁
試払
によ
.勺人
間
歴
史
の

類
推
こ
て鮪
批し
て
いる
の
で
あ
っ

て
、
弁
証
紘
をと
も
か
く
も
人
間
脱
史

に
限
定す
るこ
とを
蝦
ん
で
い
る
か
り

で
あ
る
。し
かし
、
弁
謡
仏
セぬ
乱の

沖
孟
法
と
し
て拙
握
し
、
し
か
も
企
体

机
の
論
理
とし
て
し
か
み
て
い
な
い
以

上
、
サ
ル
トル
は臼
然
弁
認
怯
に
対
し

て
は
、
彼
の
駅図
に反
し
て
、
事
実
上

無
防
備
で
あ
る
と
いわ
れ
ば
な
ら
な

い
。
何
故
な
り
、サ
ル
ト
ル
が
目
然
は

ひ
と
つ
の
全
体
を構
成
し
て
お
ら
ず
、

無
限
性
(の
統
哺な
き無
限
馴
)
で
し

か
な
い
と
い
う
と
き、
自
然
を
段
階
(

腰
)
に
分
煩
し
て
、
て
の各
々
¢部
分

的
全
体征
と
し
て
把
撚
し、
"あ
股
幽

(層
)
に
お
け
る
、刀
融
法
の
砥
肱を
説

く
押
論
に
刃
し
て
は効
果
的
に反
論
で

さ
な
い
か
ら
で
ある
。こ
のよ
う
な
見

解
に
対
し
て
、
サ
ルト
ル
は
部
分
的
全

体
慌
は
部
分
的
企体
哲
で
あ
って
全
体

的
全
体刊
で
は
な
いの
だ
か
り、
い
く

ら
罰
分
的
全体
性
に通
用
さ
れ
る
弁
孟

法
を嵜
せ
衆
めて
も
、
てれ
は
自
然
企

体
坐
統
7)て
いる
浦
団
抵
Gは
い
え

な
い、
と
答
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

の
であ
る
。

こ
のよ
.つ
に、
サ
ル
ト
ル
は
、
自
然

を
ひ
と
つ
の全
体
と
し
て
把
押
で
き
.¢

弁
証法
を
59帥め
る
こ
と
が
O
き
な
い
以

上、
た
だ
、
自
外
の
弁
辻
法
罰
を
ア
ノ

リ
オリ
に措
定
し
て
そ
.」か
b史
的
唯

物
踊
の
成
肱根
拠
を
説
い
て
も
無
駄
だ

とよ
張
し
て
い
る
に
写
ざ
な
い
。
し
た

的
唯
物
、岬葺

く
.醐理
と
して
U然
の

万
託
法
耗
を
認
め
る
こ
と
は
で
.ごな
い

が
、
自
然
の
あ
る
費'仏崩域
(め分
的

企
体
判
)
の
罪
試泓
性
に
り
いて
は
、

料
争
に
よ
っ
て
硲
融さ
れ
りな
りは
認

め
て
も
よ
い
と
ド、九
て
い
る
の
で
め

をも
つも
ので
あ
り
、
さ
ら
に
生
物
芋

的
・物
理
樋
化
学
的
規
約
を
も
つ
も
の

へ
と
発展
し
て
いく
性
質
の
も
の
で
あ

る
。こ
れは
輌種
の
自
然
弁
証
法
で
あ

るこ
とは
否
足で
き
な
い
だ
ろ
う
.
も

ち
ろ
ん
、こ
れ
は
自
然
の
弁
証
法
的
性

格
を
説く
た
め
にな
さ
れ
た
分
析
で
は

な
'＼
実
は、
人
間
の実
践
の
機
能
を

解
明
し
、
弁
証法
とは
実
践
そ
の
も
の

の
栂
,㎏で
あ
り、
ひ
とま
ず
弁
証
法
を

実
践
(認
織も
含
めて
)
に
限
る
こ
と

を
工
彊
y
る
た
め
に
なさ
れ
た
分
析
で

あ
.0。
だ
が
、
ての
意
図
は
と
も
か

.、
こ
の
よ
2
に
目然
にお
け
る
部
分

的
全
体
性
を
似
が
認
め
た
こと
は
事
天

で
あ
り
、
仮
固
身
も
こ
の段
階
を
射
殊

的
」
〈目
猟
"
弁
試
払
V
とな
す
け
さ

ん
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
かく
し
て
、

リ
ル
ト
ル
」
と
っ
て
、存
在
の弁
証
仏

が
爾
冠
さ
れ
る
範
囲
を
、認
識
の
発
展

没
階
に
即
し
て
限
足
し
よ
つ
とす
る
又

場
.ρ㌔
る
こ
らに
な
る
。
こ
のよ
つ
に

な
い
とサ
ルト
ル
が主
張
す
る
時
、
そ

れ
は
自
然
は
ひと
つの
全
体
で
は
な
い

の
だ
か
ら
、盆

性
の
鍮
理
と
し
て
の

弁
証
法
は窃
在
レ
ない
と
君
い
切
って

い
る
と
も
いえ
る
.
つま
り
、
自
然
を

一全
体
とし
て
把
握
で
き
る
よ
う
な
弁

舐
法
的
原
柵種
を認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
以
上
、部
分
的
な
体
系
と
し
て
の

自
然
弁
証
海も
蕗
める
こ
と
が
で
き
な

い
し圭
張
し
て
いる
よ
う
にも
思
わ
れ

る
.
い
い
か
え
る
と、
部
分
的
全
犀
性

と
し
て
の
弁
孟
法
の事
笑
上
の
承
認

と
、
自
然
を
あ
く
ま
でも
物
理
11
化
学

的
体
系
と
し
て
認
識す
るこ
と
と
の聞

に
矛
膚
が
あ
る
よ
う
に
思
われ
る
の
で

あ
・O.
だ
が
、
こ
の
こ
と
は、
む
し
ろ

く自
然
弁
孟
法
V
と
呼
ばれ
る
も
の
の

側
間
に
題
が
あ
る
と
い
え
七う
であ
る

。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
、自
然
が弁
証

紘
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は、
人

間
が
存
在
し
て
い
よ
う
と
いま
いと
、

目
撚
.てれ
口
体
の
論
理
と
し
て
弁証
払

と
って
は
、弁
祉法
と
は
〈否
定
〉
の

論
理
で
あ
り
、
〈人
聞
に
よ
っ
て
こ

そ
、
人
間
お
よ
び物
質
に否
定
が
も
た

ら
さ
れ
る
〉
の
であ
⇔.
確
か
に
、
自

然
界
に
は
物
質
の変
化
と
い
う
も
の
が

認
め
り
れ
はす
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら

の
変
化
は
背
㍑
でも
否
冠
で
も
ない
の

で
あ
って
、
風
准る
状
態
の
変
化
で
し

か
な
い
.
こ
の
よう
な
物
理
11
化
学
的

変
化
を
舛
祉
法
的な
も
の
と
み
る
こ
と

は
、
弁
註
法
の
本
釆
の意
義
で
あ
る
否

定
の
諭
理
を
、
ま
った
く
別
の
も
の
に

す
り
か
え
て
しま
うこ
とで
あ
る
.
つ

ま
り
、
人
間
を
抜き
に
し
て
弁
証
法
を

論
し
て
も
、
そ
れ
は弁
証
法
とは
い
え

な
い
の
で
あ
る
.す
く
な
く
と
も
、
そ

の
よ
.つな
(暴

弁
証
法
は
人
間
歴

史
の
弁
証
法
と
は
質
的
に
異
な
った
も

ので
し
か
な
い
.
だ
から
、存
在
の弁

証
法
は
認
識
の
発
展
段
階
に
即し
て
限

走
さ
れ
ね
ば
な
りな
い
とず
るサ
ルト

ル
の
M糊
は
、
人
閥
から
独
喜
した
客

サ

ル
ト

ル
の
考
え
方
は

科
学
と
哲
学

の
分
離
?

る
。
つ
汰
り
、
サ
〃
ト
ル
は
人
闘
胞
黒

の
段
階
に
お
け
る
弁
謡
法
を
も
う
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
これ
を
彼

の
い
う
よ
う
に
ひ
と
つ
の
全体
牲
だ
と

い
う
い
つこ
と
も
で
き
る
だ
う
つ
。だ

が
、
こ
れ
も
自
厭、の
ひ
と
つ
の
層
であ

る
し
と
、
す
な
わ
ち
那分
的全
体
札
で

あ
る
し
と
は
面
冗
で
きな
い
の
で
あ

る
。認

識る

に

よ

限

定

が
って
サ
ル
ト
ル
は
講

に
は
・
史
濡
驚

り
'よ
つ
に・
生
物
学
的
匙

こ
の
よ
⊃
に彦
えて
く
る
と
、
サ
ル

ト
ル
が弁
証法
の始
兀と
し
て
考
ん
て

い
る
い
わ
ゆる
〈個
人
的
実
践
〉
の
段

階
に
お
いて
、
そ
の第
一の
全
体
化
的

関
係
(第
一
の再
定
の
否
足
)
と
し

て
、
欲
求
げ曇δ
凶ロ
の体
系
を
も
ち

だ
し
て
いる
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ

れ
は
有
機体
のも
つ九
誕
法
的
構
遺
を

あ
き
り
か
にし
た
も
ので
あ
り
、
.こ
し

自
然
弁
証
法
の
拒
否
か
ら

物
理

た
ら
す
は
ず
だ
か
ら
で
ある
。
人
聞

は
、
現
象
的
に自
然を
翻識
す
る
だ
け

で
は
決し
て
満足
でき
な
い。
そ
れ
だ

け
で
は
、
自
然
を本
当
に理
解
し
た
こ

と
に
は
な
ら、す
、自
然を
十
分
に
利
用

す
る
こ
と
も
で
き
な
いか
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
ら
に
も
っ
と深
い認
識
の
段

階
、
つ
ま
り
本
質
論
論的
な
相
互
作
用

の
認
識
に
ま
で
すす
む
だろ
う
し
、
さ

ら
に
は
、
そ
れら
を
根本
的
に把
握
し

え
る
よ
う
な
概
念
的把
握
の段
階
に
ま

で
に
そ
の
認
識
を
す
す
めな
け
れ
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
過程
は
、
あ
き

ら
か
に
弁
証
法
的
な
も
の
であ
り
、
科

学
の
方
法
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な研
究

過
程
の
弁
証
法
の
論
理
を
我
は々
研
究

し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
で
ある
。
そ

れ
は
、
い
わ
ゆ
る
例
証
主
義
と
貞
向か

ら
対
決
し
、
弁
虻
法
を
生
き
た
買
に発

見
学
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
ど
つし

て
も
必
墨
な
の
で
は
な
い
だ
う
つ
か
。

押
解
し
て
こ
て、
サ
ル
ト
ル
が
自然
の

弁
漉
法
鮒
を
ア
・プ
リ
オ
リ
に
信
じ
て

いる
哲
宇
者
に
む
か
っ
て
、
【停
まろ

う
。
」
と
の
へて
い
る
ζ
と
の意
味
を

疋
碓
に
把
擬
す
る
こ
と
が
で
きる
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
輔力
で、
自
然
は

た
ん
な
る
物
理
U
化
学
的
体系
でし
か

化
学

へ
の
放
任

の存
右
を
説
・〉」と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。要
す
る
に
、
自
然
は
弁
議
法
的
で

あ
る
と
いう
場
合
、
自
然
は
そ
れ
自体

の法
則
に従
って
発
展
す
る
の
で
あ
る

から
、
貴
理
の
熱
準
と
か
認
識
の
批
判

や
基
礎
ず
け
と
か
い
った
も
の
は
要
求

ざ
れ
な
い
の
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
、
す

で
に指
摘
し
た
よ
,に
、
サ
ル
ト
ル
に

観
的な
自
然
目体
に
ま
で
、
弁
証
法
の

成
立す
る
範
囲
を
拡
げ
る
も
の
で
はな

い
の
であ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
サ
ル
ト

ル
は、
臼
然
か
ら
人
問
を
き
り
は
ね
さ

な
い
かぎ
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
人
聞

の自
然
に対
す
る
働
き
か
け
の
な
か
に

の
み弁
就
法
的
な
相
互
関
係
を
み
て
い

る
ので
ある
。

然

弁

証

法

自

と

の

関

係

だ
が
、
こ
こ
で
問
題
にな
る
こ
とほ

人
間
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た自
卦
は
物

理
1ー
化
学
的
体
系
にす
ぎな
い
のだ
か

ら
、
あ
と
は
自
然
科
字
省
に
まか
し
て

お
け
は
よ
い
か
と
い
う
こ
と
であ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
科
学
の
発
製
段
階
を
と
び

か
。
盃
であ
る
。
何
故
な
ら
、
有
限
的

こえ
て
、
形
而
上
≠
的
に
臼
然
の
弁
証

な
人間
が
目然
を
た
だ
ち
に
絶
対
的
に

法
性
を
信
ず
る
こ
と
は
お
ろ
か
な
こ
と
把
握
す
る
こと
ほ
不
可
能
で
あ
り
、
そ

であ
る
。
し
か
し
、
自
然
を
観
寮
し
研

れ
に対
す
る
謂
晶
と
実
践
の
過
根
は
不

究
す
る
う
λで
、
酒
学
は
ての
成
果
を
可
選
的
に矛
註
法
的
な
も
の
に
な
ら
ざ

汲
み
と
る
だ
け
で
、
そ
の
成
果
を
う
み
る
を
得
な
いと
す
れ
ば
、
そ
の
弁
証
仏

驚
簗
籠
罷
難
竺
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そ
の意
駄
ぐ、
武
谷
三
男
蟻
の
三
段
階

論
の試
み
は
、
自
然
あ
弁
証
法
性
を
前

提
にし
て
いる
が
故
に
、
客
観
'1義
的

で極
め
て
不
允
分
なも
の
で
し
か
な
い

けれ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
限
界

を打
破
って
、
認
識
論
的
に
、
さ
り
に

発
展
幽
に改
作
さ
れ
る
な
ら
ば
、
非
常

に
人
き
な成
果
を
得
る
こ
と
も
可
能
な

は
ず
で
あ
る。
す
く
な
く
と
も
、
そ
の

よ
う
な
哲字
と科
学
の結
合
点
を
み
い

だ
"苓つ
と
する
努
力
は
而
く
6ー価
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
これ
に反
し
て
、
サ

ル
ト
ル
の
考
え
方は
、
結
局
、
科
学
と

哲
学
の分
礎
をも
た
ら
し
、
自
然
を
認

識
し
囲
然
に働
き
か
け
る
論
理
を
構
築

し
な
け
れ
はな
ら
な
いと
い
一つ誤
題
に

対
し
て
、
何
ら
稠極
的
な
力
向
を
し
め

し
て
いな
い
の
では
な
いだ
ろ
う
か
。

も
ち
ろん
、
サ
ル
ト
ル
は
自
然
に
対

す
る
人
間
の働
き
か
け
、
自
然
と
人
間

鑛
簸
麗
難
熱
勲
熱
℃薦
繋
鞭

自
然
の
人
間
生
活
に
与
える
影
響
と
い

う
観
嶽
か
ら
の
問
題
提
起
(た
とえ
は

〈物
質
の
稀
少
札
〉
な
ど
)
であ
る
が

ま
た
は
生
物
学
的
な
人
面
の弁
証
法
的

構
造
(た
と
え
ば
〈
欲
求
の体
系
〉
な

ど
)
に
関
す
る
も
の
で
し
かな
い。
こ

の
よ
つ
な
操
作
は
史
的
唯物
論
を
基
礎

づ
け
る
つえ
で
、
極
め
て現
実
的
で有

効
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
とは
認
め

う
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
とは
逆
に、

自
然
を
い
つ
ま
で
も
人
間
か
ら
独
立し

た
外
面
的
な
も
の
に
と
ど
め
て
し
ま
い

か
ね
な
い
。
事
実
、
サ
ル
ト
ル
は自
然

を
単
な
る
無
規
足
な
外
面
性
と
し
か
み

て
い
な
い
の
で
、
彼
は
自
然
を
人
間
に

対
す
る
〈分
散
的
減
圧
〉
と
し
て
し
か

う
け
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル

に
と
って
け
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の

知
は
、
人
聞
に
と
ワて
、
い
つ
ま
で
も

悟
性
的
な
段
階
の
よ
ま
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
自
然
は
い
つ
ま
で
も
、
人
聞
に

対
す
る
物
理
"
化
芋
的
匠
力
で
し
か
な

いの
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
人
間

の
自然
に対
す
る
認
識
が
深
ま
る
に
っ

れ
て
、人
間
にと
って
自
然
は
単
な
る

外
面性
で
ある
こ
と
を
や
め
て
、
つ
ま

り
、
〈分
散
的
減
圧
〉
で
あ
る
こ
と
を

や
め
て
、自
然
と
人
閥
と
の
有
機
的
な

統
合
へ
と
すす
む
の
で
あ
る
.
こ
の
こ

と
は
決
し
て自
然
そ
れ
自
体
が
弁
詑
法

で
あ
る
か
ら
では
な
く
て
、
逆
に
、
自

然
は
人
間
の弁
証
法
的
な
認
識
や
実
践

に
よ
っ
て
、
ます
ま
す
人
間
の
側
に
ひ

き
よ
せ
ら
れ
る
と
いう
こと
、
つ
ま

り
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
支
配
が
す
す

む
と
い
つ
こ
と
を
意
臥
す
る
にす
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
自
然
は
人

閥
に
対
す
る
単
な
る
外
的
桑
件
で
あ
る

こ
と
を
や
め
て、
人
閻
の
生
盾
そ
の
も

の
に
変
質
し
て
い
く
の
で
ある
。
(高

校
軟
諭
)

■
■

塵

学
園

短
信

大市大

 

+
二
月
+
日

入
学
金
の
魑
⊥
げ
を
決定
し
た
。
し
か

し
.ての
後
、
学
生
側
は、
学
瓦
、
部
局

長
団
交
を
行
な
い
、
学
長
は、
十
四
日

に
瞳
時
大
学
協
議
会
を開
催
し
、
入
字

金
値
上
げ
決
冠
に
関し
、
再
検
51す
る

よ
う
努
力
す
る
、
な
ど
の
三
項目
02事

り

項
を
確
認
し
た
。
こ
の
団
交は
、
約
十

一時
間
爵
し
あ
わ
れ
、十
三日
皐
朝
に

三
項
目
の
確
認
が
得ら
れ
たも
の
であ

る
。十

四
日
に
,、臨
時
人
≠
掃叢
会
が開

か
れ
、
こ
の
継
呆
、
十
四
日
の協
議
会

は
十
ニ
ロ
の
協
議
会
の
決ぜ
を
掃棟
」

口
■

口

入
学
金
植
上

白
紙

撤
回

へ

大
学
協
議
会
で
は
、

す
る
こ
と
、
冬
休
み
中
には
決
溝
し
た

い
な
ζ
二点
に
関
し
て
確
認さ
れ
た
。

従
って
入
学
金
問
題
は
こ
の冬
休
み

あ
け
の
現
在
の
主
要な
問
題
と
な
って

お
り
、
学
生
側
の
と
り
く
み
が急
がれ

て
い
る
。
(大
阪
亜
く新
聞十
二月
十

日
弩
か
ら
)

大

教

養

代

議

九

大

会

開

催

定
例
の
教
費
部
代
議
会
が
十
二
月十

日
行
な
わ
れ
た
。議
長
あ
いさ
つ
、
執

行
委
員
長
あ
い
さ
っ後
、
議
事
運
営
委

員
の
選
出
が
行な
われ
た
が
婁
任
の
問

題
で
も
め
た
。

前
執
行
部
の
提出
し
た
議
粟
書
と
、

自
治
会
刷
新
委
員
会
から
出
さ
れ
た
対

案
を
併
行
し
て
讐鎖
レ
沈が
、
第
姻回

一蕩

採
決
讐
は
蓋

半
数
の

支
持
を
褐
る
こ
と
が
でき
ず
冷
第
二回

の
採
決
で
、
前
執
行
部
案
が
承
認さ
れ

た
.
そ
の
後
、
槽
勢
力
針
の
報
告
、
討

議
、
役
員
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
.
こ
の

役
員
選
出
で
は
、
民
侍
系
代
議
員
が
独

占
し
た
。
(九
大
新
聞
十
二
月
二
十
五

日
号
か
ら
)

昧

民
青
系
学
友
が

コ東

第
二
新
聞
発
行

巧
妙
な
乗
取
り
へ
進
展

民
青
系
自
治
会
の
、
犬
学
新
聞
に
対
す

る弾
圧
、
編
集
員
公
選
制
な
ど
で
内
紛

を
続
け
て
いた
菓
北
大
学
で
は
、
十
一

月
二+
五
日
、
第
二新
聞
が
出
さ
れ
、

棄北
大
学
新
閲
問
題
は
、
全
学
的
な
も

のと
な
り
つ
つあ
る
.

今
度
、
民
爵
系
学
生
に
よ
っ
て出
さ

れ
た第
二新
聞
は
、
全
く
同
し
題
字

を
用
い
て
いる
こと
、
発
行
所
を
東

北
大
学新
聞
会
と
し
てい
る
こ
と
、

さ
ら
に
、復
刊
第
一骨
と
い
い
な
が

ら
四
柵九
n75を
称
し
て
い
る
乙
と
、

公
選
制
は
と
なえ
て
いる
が
実
際
は

公
選
を
行
なう
、
信
任
投
票
を
も
行

な
っ
て
いな
い
ζ
と、
ま
た
金
域
研

究
所
畏
。広
根教
授
を新
聞
社
の
顧

問
と
し
て
い
る
こ
とな
ど
巧妙
な
新

聞
枇
乗
取
り
貰件
と
し
て、
東
北
大

掌
新
閲
杜
で
は
、
これ
ら
に
対
.k

抗
議
を
統
け
て
い
る
。

稟
北
大
学
新
聞
社
が
発
行
の
十
脚月
二

+
五
日
付け
の
新
聞
では
、
「民
背
諸

君
の
「第
二
新
闘
」
デ
ノチ
上げ
を
糾

弾
す
る
」
と
し
て
、
第
二
新
聞
の実
体

に
つ
い
て
う
っ
た
え
た
.

●鴨

ヨ

東
京
都
新
宿
区
矢
来
町

振
替
東
京
八
〇
八
番

◆
年
頭
の
読
魯
に
1
ε
・…
譜
煙
作
を
お
届
廿
し
ま
す
。

自
き
た
お
や
か
な
峰

北

杜

夫

純
文

学

書

下

ろ
し

特

別

作

晶

長
い準
備
と
キ
ャ
ラ
バ
ンを
紬
て
.
処女
峰
デ
ィ
ラ
ン
に挑
む
十
人
の
男
た
ち.
遠
征
に
参
加
した
著
者

が
.そ
の
体
験
を
も
とに
ヒ
マラ
ヤ
の魅
力
と
山
男
の
累顔
を
獅
く
異
色
作
.増
鯛
出
楽
・価
49
0
円

黒

い

雨

井
伏
鱒
二

(野
間
文
芸
賞
v
受
賞
!

広
島
市
に
落
と
され
た
一発
の
原
子爆
弾
が
人
間
に
も
たら
し
た
悲
惨
悪

りと
悲
しみ
の
カ
"
.

謡
後
二十
年
を
経
て
さ
つ
やく
生
れ
た
国戻
文ヂ
と各
界
の
賞
讃
を桑
め
る
.増
溺出
寒
・楢
4
3
0
円

金

環

蝕

石
川
達
三

間
題
長
編
ー

巨種
あ
金
を濫
費
し
た
紛
裁
潟
叢
汚
職
に
狂
奔
する
政
界
蒙

1
い
ま
や
腐敗
-
堕
落
の
極

に
あ
る
と
いわ
れ
る
政
財
界
の、
不
正
濡
発
の
ノ
ロシ
を
あ
げ
た
長
編
霞

増
溺
出
楽
・傷
4
Ω
り
円

三
島
由
紀
夫

問
題
作

ふ
虞
た
び
刊
行
!

擢
沢
か
つ
の
8最
後
の
馨

♂
を
通
し
て鐵
か
れ
た
政
治
と恋
慶
の
菖麟
T
ー
ブ
ラ
イ
パ
シー

裁
制
で
話
屡
を呼
んだ
本
曾
を
かた
た
び
剃
行
し
て読
者
に
そ
の
装術
酌
瓦
価
を藺
う
ー

儲
5
4
◎円

山
本
五
十
六

阿

川

弘

之

(
新

潮

社
文

学

賞

〉
受
賞

!

祖
国
を
お
も
う憂
悶
、
列
々
たる
闘
潮
、
秘
め
り
れた
る
恋
…
…
.劃
爵
昭
和
史
に躍
動
す
る
悲
劇
の提

督
の
人
関
像
を描
い
て
、
9戦
箏
文
学
ブー
ム
8の
端
緒を
切
っ
た
話
題作
1

増
馴
出
楽
・価
4
2
0円

戦
艦
武
蔵

吉
村

昭

壮
大
な
記
録
文
学
ー

技
術
の
粋
が集
め
ら
れ
、
徹
底
した
防
諜
管
制
の
もと
に
誕
生
した
巨
艦
武
蔵
1
ー祖
国
の
興
亡
を
かけ

た
そ
の
建
艦
の秘
詰と
壮
絶
な
終燭
を
綴
り
、
太
平洋
戦
争
の
真
実を
蹴
す
.
増
鯛
出楽
・価
3
2
0
円

白
い
巨
塔

山

崎

豊

子

長

編

謡

題
作

!

医
螢

内
邪
の驚
く
べ
き
モ
ラ
ルの
乱
れ
ー

人
閻性
の
無
視
1
泥
沼
の
教
授
選
、自
熱
の
誤
診
覇

辱
,
医
学
界
の囚
圓を
揺
破
ずる
.
〈
大
映
映
圃
化
・N
μ〒
系
劇
化決
足
V
増
刷
出来
・価
信ラ
O
円

柴
田

翔

芥
川
賞
受
賞
後
初
の
創
作
集
ー

結
ば
れ
る
こ
と
な
く映
別
し
た恋
人
に膳
り
か
け
る
馨

嬰
贈
る
醤
葉
↑ζ
芥
川賞
受
賞
後
の
第

一作
「十
年
の
後
」.戦
後
日
本
の
青春
を
独
自
の
視
バ
で描
い
た
力
作
二編
.
増
崩
出
来
。価
3
4
0
円

チ
ャ
ツ
プ
リ
ン
自
伝

チ

ャ

ッ
プ

リ

ン
/

中
野
好
夫
訳

本
邦
初
訳

臓
快
な
身
振
り
に
盗れ
る
笑
い
と
ペ
ー
ソ
スー
世
界
中
の人
々
に
愛
飛

鶉
し
ま
れ
る禾
世
出
の
コ

多
萎

竃

睾

姦
っ
舞

箋

甚
了
ー
(釜
版
嚢

鎌
)
価
-
§

円

関

ケ

原

全̂
・
冊
〉

司

馬

遼

太

郎

戦
国

歴

史

小
脱

!

天
下
掌握
の
野
欝
を
秘
めた
家
縦
の
謀
陥
1
髭
繁
安
泰
を
守り
ぬ
ワ》つとず
る
三成
の
智
謀
ー
日
本

を
二
つ
に分
け
た
運
命
の戦
いに
挑
ん
だ
戦国
武
将
の
人
間
群
像を
描
く
.
増
刷
出
来
・価
各
44
0円

㎜㎜側叩㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜㎜酬
帯新
潮
社
創
立
70
周
年
記
念
出
版O

網
=

◇
蓮
本
/
小
8
6
判
・布
装
・籍
入
り
・各
巻
平
均
3
0
0
更

◇
各
巻
に
人
と
作
晶
・
解
鋭
・年
譜
・
付
録
を
付
す
。◇
価
各
3
3
0
円

∂光
太
郭
は
現
代
詩
の
父
、
朔
太
郎
は
現
代
詩
の
母
σ
と
た
た
え
ら

れ
る
二
巨
星
の
決
定
版
詩
集
、

●
第
-
回
/
大
増
刷
発
亮
中
ー

高
村
光
太
郎

●
第
2
回
/
好
評
発
売
中
ー

萩
原
朔
太
郎

た
だ
今
、
そ
ろ
っ
て
発
売
・甲
!

■
編
集

軍
野
心
平

●
編
集

河
上
徹
大
郎
・
朔
珂
ス
郎
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墨
フ
ラ
ン
ス
の
哲

学
者
、
ガ
ブ
ジ
ェ

ル
・
マル
セ
ル
の

著
作
は
以
前
に
も

二、
三邦
訳
さ
れ

て
いる
が
、
こ
れ

は
、
最
初
の
習
作集
の第
一回
配
本
で

あ
る
。
本
書
に
は
「常
識
の
衰
退
」

(脚九
五
八
年
)「人
間
の尊
厳
」
(一

九
六
四
年
)
「膏
楽
と
私
」
(一九
六
五

年
)
の
三
篇
が
収
め
ら
れ
て
おり
、
そ

のう
ち
「人
間
の
尊
厳
」
を
除く
他
の

こ篇
は
い
ず
れ
も
短
か
い
エ
ソセ
ーで

ある
が
、
そ
の
い
ず
れ
を
と
って
み
て

も、
マル
セ
ル
の
思
想
の
底
流
にあ
る

も
のを
汲
み
取
る
こ
と
が
で
きる
性
質

の
も
の
であ
り
、
そ
の
意
昧
では
、
本

書
は
初
めで
マル
セ
ル
に
接
す
る人
々

に
と
っ
て
の平
易
な
入
門
書
の
役
をよ

く
果
し
えて
いる
と
い
え
よ
う
。

マ
ル
セ
ルは
、
「我
と
汝
」
の
マ
ル

チ
ン
・
ブ
ーバ
ーと
共
に
「キ
リ
ス
ト

教
的実
存
主義
者
」
と
い
った
か
たち

で
呼
は
れ
て
いる
が
、
自
身
そ
の
呼
称

を
嫌
い
、
「新ソ
ク
一フテ
ス
も
義
」
と

で
も
雷
わ
れ
る
べき
で
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
でも
わ
か
る
よ
う
に
、
そ

の
思
想
は
、
「体
系
化
」
を
拒
み
、
あ

く
ま
で
も
自
から
の感
性
の
要
請
に
柔

軟
に
応
し
よ
う
と
する
と
こ
ろ
に
、
そ

の
持
徴
を
持
っ
て
いる
彼
は
自
己
を
語

る
時
、
常
に
告白
す
るか
の乙
と
き
卒

暉
さを
も
っ
て
し
、
思弁
す
る
時
、
常

に自
か
ら
の
過
去
と
・て
の体
験
に帰
っ

て
行
く
。
抽
象
の
た
め
の抽
象
や
思
惟

の
た
め
の
思
惟
、
狂
気
の
た
め
の狂
気

を
厳
し
く
し
り
ぞ
け
る
のも
そ
のた
め

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
から
彼
は
「

近
代
」
の
進
展
に
よ
っ
て
孤
立し
、
分

断
さ
れ
た
自
己
と
そ
の
存
在
の復
櫃
11

秩
序
と
調
和
と
平
安
に
保
た
れ
た魂
の

救済
を
め
ざ
す
。

「一般
に
、
す
べて
真
に
哲
学的
な

窺要
性
を
も
った
問
題
に
お
い
ては
、

〈
内
面的
〉
と
く外
面
的
V
と
か
く客

鯉的
Vと
い
った
区
別
は
超
え
ら
れね

ば
なら
ない
」

「理
性
が
知
思
に
な
り
う
る
と
す
れ

ば
、そ
のた
め
の
明
確
な
条
件
は
、理

性
が自
分
自
身
に
対
し
1

警
戒
を怠

ら
な
いこ
と
で
あ
る
」

「自
然
科
学
の
発
蓬
が
、
果
てし
れ

ぬ異
郷
化
の
始
ま
り
に
な
っ
て
いる
。

1
科
掌か
ら
何
で
も
期
待
で
き
る
と
い

うー
こ
こ
に迷
儲
と
い
う
こ
と
の
現
代

版
が
生じ
て
いる
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
」「誰

無
、そ
れは
何
よ
り
も
創
造
と

い
う
こ
と
に対
す
る
真
面
目
さ
と
愛
の

全
き
欠
如
であ
る
」

こ
れ
ら
の
引
用
から
で
も
分
る
よ
.っ

に
、
彼
の
哲
学
は
、
何よ
り
も
「わ
れ

わ
れ
が
な
が
め
て
いる
世
界
の
さ
ま
ざ

ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
から
自
分
を
解
放

し
、
1

自
由
に
な
れる
龍
々
の
現
存

マルセルへの平易な入門書

くこわれた世界〉に永遼なる一一≒

ものを見出そうとする哲学者一一轟
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を
確
保
す
る
こ
と
」
に愈
が注
が
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

本
書
で

マ
ル
セ
ル
のこ
の
よ
う
な

思
想
が
も
っと
も
基
本
的な
か
た
ち
で

表
わ
れ
て
い
る
の
は
、そ
の主
要
論
文

を
な
す
「人
聞
の
尊
厳
」
にお
い
て
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
一九六
一年
、
ア
メ

リ
カ
の
ババ
ー
ド
大学
での
講
義
を
集

録
し
た
も
の
で
あ
る
が、
ここ
で
、
マ

ル
セ
ル
は
官
伝
の
形
を
とり
な
が
ら
、

現
代
と
い
う
「こ
わ
れた
世
界
」
で
、

な
お
守
一て
行
く
へき人
間
の
存
在
と

そ
の
「受
閃
的
生
」
の
尊
厳
性
を
唱

う
。彼
は
翼
理
を
主
体
的
な
も
の
と
し

て捉
える
が、
そ
れ
は
「思
考
さ
れ
た

思考
」
の陥
いる
客
体
化
を
排
し
、
存

在
と存
在
への
「深
み
の
底
へ向
っ
て

絶
え
ず
「掘
り
」
下
げ
て
行
く
彼
の
思

考
と
対
応し
、
実
存
H
人
聞
が
人
聞
自

か
ら
の
内
部
で背
反
し
な
が
ら
も
尚
存

在
で
あ
る
こ
と
を
やめ
な
い
受
肉
的
生

と
し
て
の
実
存
が、
絶
対
的
〈汝
〉
と

し
て
の
神
へ
向う
さま
、
そ
し
て
、
入

間
の
も
っ
愛
、
息
実、
信
仰
が
、
そ
れ

に
参
与
す
る
時
に
の
み
発現
さ
れ
る
さ

ま
を
語
り
つ
い
で
行く
。

マ
ル
セ
ル
は
、
あ
る
ア
ンケ
ート
の

な
か
で
、
作
曲
家
に
な
り
た
か
った
と

い
い
、
膏
楽
に
す
べ
て
を捧
げ
た
い
と

い
って
い
る
が
「音
楽
と
私
」
と
いう

短
か
い
ヱ
ソ
セ
ー
は
、
彼
の
そ
の音
楽

と
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
語
って
お

り
、
マル
セ
ル
の
側
面
的
理
解
の好
材

料
と
な
って
い
る
。
い
ず
れ
にせ
よ
、

高
坂
正
顕
が
「希
望
と
愛
の
実
存
主義

」
と
い
った
か
た
ち
で
正
確
に
表
現し

て
いる
よ
う
に
、
マル
セ
ル
は
、
〈
こ

わ
れた
世
界
V
の
〈分
裂
、
背
反
す
る

存
在
〉
のな
か
に
、
尚
も
「氷
囲
な
る

も
の
」
を見
い
だ
そ
う
と
す
る
哲
学
麿

で
あ
る
と
いう
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て、
何
よ
り
も
庄
目
し
な
け
れ

は
なら
な
いの
は
マル
セ
ル
哲
掌
が
、

す
ぐ
れ
て歴
史的
、
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
的
性

格
を内
包し
て
いる
こ
と
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
セ
ルが
二度
の
大
戦
を
通
じ
て
ヨ

ー
ロ
ソ
バ
近代
の
崩
壊
と
衷
退
を
眼
の

あ
た
り
に見
て
いた
と
い
う
背
景
の
事

槽
を
理
解
しな
いな
ら
ば
、
彼
は
日
本

に
お
い
ては
「心
情
的
」
に
理
解
さ
れ

る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
、
お
そ
らく
マル
セ
ル
の
思
弁
の
対

象
と
し
て
常
にあ
った
で
あ
ろ
う
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ズ
ムや
実
存
主
義
の
す
ぐ
れ

て
歴
史
的な
思
想
醐
流
を
併
せ
考
民
て

み
る
な
ら
ば、
そ
の
象
徴
性
は
個
人
の

「気
質
」
を
超
え
た何
か
を
与
え
て
く

れ
る
の
で
はな
かろ
う
か
。
マル
セ
ル

の
歯
字
に
つ
い
て
いわ
れ
る
外
膚
的
性

格
は
、
お
そ
ら
く、
そ
の哲
学
の
対
極

に
立
つ
で
あ
ろ
う
思
想
に
つい
て
も
、

よ
く
菖
え
る
で
あ
ろう
か
ら
で
あ
る
。

(春
秋
社
刊
・=
四
二頁
・
一〇
〇
〇

円
)
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定
例
学
生
会

駄

大
会
が
流
会

十
一月
二十
バ
日
、
体
育
館
で定
例

掌生
大
会
が
行
な
わ
れ
る
予
足だ
う
た

が
定
員
数
に
満
た
ず
(出席
約
三百

名
)
集
会
と
な
っ
た
。

自
治
委
員
長
が
「理
大
祭
や東
京掌

生
文
会
議
に
対
す
る
学校
側
の攻
華
が

強
く
な
った
。
ス
ト
協定
書
完
全
実

施
、
を
学
遮
完
全
復
帰
など
でク
ラ
ス

酎
論
を
深
め
よ
う
」
と
報
告
が
あ
っ

た
.こ

の
あ
と
討
論
に
う
つ
った
が
、
間

爾題
は
全
学
連
完
全
復帰
に
集
中
し
、
反

対
、
支
持
論
に
分
かれ
た
が
「執
行
部

は
全
学
連
に
し
ろ
、東
京
文
化
に
し

ろ
、
独
走
しす
ぎ
る」
と
い
う
批
判
的

意
見
が
で
て
い
た
。
會
天
新
聞
十
二

月
二
十
日
号
から
)

統

一自
治
会

歎

実
現

へ
胎
動

十
一月
十
九、
二十
日
の
学
友
会
の

暴
力
行
為
を
契機
に自
治
組
織
の
改
組

統
一自
治
会構
想
が、
新
聞
局
を
中
心

と
し
て
捷
起さ
れて
い
る
。

現
在
同大
学
では
、
文
理
学
部
の
改

組
が
文
部
省側
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
て

お
り
、
こ
の改
組
が
行
な
わ
れ
る
と
す

れ
は
、
文理
学
部
自
治
会
は
組
織
的
に

消滅
さ
せら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が持
た
れ
て
い
る
.
茨
大
で
は

自
治
会を
持
た
ぬ
工
学
部
、
農
掌
部
一

回
生
が水
一戸地
区
に
結
集
し
て
お
り
、

新
聞局
では
、
統
一自
治
会
は
遅
く
と

も
三月
ま
で
に
、
文
理
自
治
会
解
散
に

先
き
立
ち
、
三
月
ま
で
に
、
文
理
、敦

育
両学
部
統
4
の
自
治
会
を
全
学
投票

か含
同
学
生
大
会
で
結
成
す
る
よ
う
学

生
によ
び
か
け
て
い
る
。
(茨
城
大学

新
聞
十
二月
二
十
日
号
か
ら
)

　
J・ブイヨン著

現象学的文学論
一時間と小説一

　 本
書

で
展
開

さ
れ
て

い
る
の

は
、
小

説
の
類

型
学
で

あ
る
が

同
時
に
一種
の
批評
であ
り
、
そ
れ
も

ド
グ
マ
チ
ソ
ク
で
あ
る
こと
によ
って

内
在
的
で
あ
る
よう
な
批
評
で
あ
る
。

醤
者
の
言
葉
を
か
りれ
は
「「把
握
」

と
「時
問
」
と
いう
哲
学
的
問
題
を
テ

ー
マ
と
す
る
一つ
の内
在
的
批
評
」
で

あ
る
。
こ
こ
で
いう
内
在
的
批
評
と

は
、
出
来
合
の
レ
ノテ
ル
を
は
り
つ
け

る
の
で
な
く
、
印
象
から
出
発
し
て
意

味
を
つ
か
み
だ
す
こ
と
。ま
た
こ
こ
で

い
う
哲
学
と
は
現象
学
を
指
し
て
い

る
。
訳
者
が
「時
間
と小
説
」
と
いう

原
題
の
上
に
「現
象
学
的文
学
諭
」
と

いう
雷
葉
を
加
え
ら
れ
た
のは
適
切
な

配
慮
であ
った
。

小
説
の
定
義
に
立
ち
向
う
とき
、
維

し
も
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
も
のだ
。
つ

い
に足
義
不
可
能
の
ジ
ャ
ンル
と
いう

定義
が
あ
ら
わ
れ
る
ほ
ど
、困
難
で成

功す
る
こと
が
少
な
い
。
だ
が
響
者は

そ
れを
承
知
の
う
え
で
大
胆
な
いく
つ

か
の定
義
を
訊
み
て
い
る
。
「小
説
の

目
標は
現
実
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ

る
」、
「小
説
家
の
目
的
は
生
き
た
人

物
像を
読
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ

る
」、
小
説
は
「心
理
的
現
契
に
お
い

.肛嚢
発頴
勃
論
堺
「

そ
し
て、
小
説
に
お
い
て
形
式
は
二
義

的
であ
り
、
重
要
な
の
は
「読
者
の
糟

神め
な
か
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る

〃人
間学
"な
の
で
あ
る
」
と
記
す
と

き
、蓄
者
は
メ
ル
ロ
ーーポ
ンチ
が
「
「人

間
的
」
と呼
は
れ
る
さ
ま
さ
ま
な
態
度

や
特
徴
を厳
密
に
確
定
し
、
そ
れ塾

二
点
に
要
約
す
る
。
一、
(外
部
V
と

(
内
部
V
の関
係
と
把
握
(0
8
も
8

剛①
げ
oロ
呂
oロ)
方
法
、
二、
時
聞

と
宿
命
、
す
な
わち
人
問
の
時
的
性
質

■と
そ
れ
に
つ
いて
人
問
が
も
ち
う
る
意

識
と
の
関
係
。

第
一の問
題は
、
作
者
と
読
者
が
作

申
人砺
に
対
して
し
め
る
位
置
、
し
た

が
っ
て
「視
点」
の問
題
牽
甲
心
に
農

開
す
る
。
心理
的
事
笑
と
物
質
的
事
案

と
は
把
握の
方
法
が
異
な
り
、
小
説
が

問
題
と
する
心
理
的
事
実
は
想
像
力
に

よ
っ
て
把握
さ
れる
。
想
像
力
の
桟
能

は
、
そ
れ
が提
供
す
る
も
の
を
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て「現
に
存
在
せし
める
」

点
に
あ
り
「想
像
力
と
は
本
質
的
に

視
像
で
あ
る
。」
ま
ず
自
伝
作
品
の
分

析
を
通
し
、対
象
と
な
る
人
物
に
合
対

す
る
こ
と
に
よ
って
得
られ
る
「
(合

体
V
の
視
像
(<μ詮
8
ロ
《
レく雫

,θ》
)」と、
対
蒙
か
ら身
を
畔
す
こ
と

抱
く
感
情
に
よ
っ
て存
在
す
る
」
と
す

る
古
典
心
理
学
にも
とず
く
小
説
に
認

め
ら
れ
る
の
であ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

「感
情
は
それ
を感
じ
る
と
み
ず
か
ら

想
像
す
る存
在を
通
じ
て
、
か
つ
そ
の

存
社
に
と
っ
て
の
み意
昧
を
も
つ
」
と

考
え
る
心
理学
を
背
景
にし
た
小
説
が

あ
る
。著
者は
一応
、
時
代
の
価
値
評

価
を
は
なれ
て
前
者
を
「古
典
小
脱
」

後
者
を
「新
し
い
小
脱
」と
呼
ぷ
。
「新

し
い
小
説」
では
、
ド
ス
・パ
ソ
ス
の

「(
捉
示
V
(噂
犀
$
瓢
窪
露o口
)」

と
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ーの
「
(参
与
V

(冨
洋
凶9
冨
寓
oロ
)
」
が
分
析
さ

れ
る
。
これ
ら
は
ほ
ぼ
(闘
後
か
ら
V

の
視
像
と
人合
体
V
の
視
像
に
対
応
す

る
。第

二
の時
聞
の
問
題
に
お
い
て
は
、

蕾
者
は
「時
間
性
と
は
、
一つ
の
存
仕

で
な
く
み
ず
か
ら
を
時
聞
化
す
る
も

の
の
一つ
の性
格
であ
る
」
と
い
う
ハ

コ

ワ

ド
グ
マ
テ
イ
ッ
ク

う
に
「心
理
洞察
」
を
め
ざ
す
小
説
は

(
背
後
か
ら
V
の小
説
で
あ
る
。
「運

命
の
小
説
」
にと
って
最
も
理
想
的
な

の
は
フ
オ
ー
クナ
ー
に
み
ら
れ
る
(
合

体
V
の
小
説
で
あ
る
が
、
(背
後
か

ら
V
の把
握
は
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
よ
う

な
〈
語る
〉作
家
、
(外
部
か
ら
V
の

視
像は
、
著
者
の
忌
み
嫌
う
「問
題
小

脱
」
に結
び
つく
と
い
う
。

こ
の
書物
の強
み
の
一つ
は
(同
時

に
現
象学
の
強
み
で
あ
ろ
う
が
)、

「だ
が、
こ
う
い
う
説
明
に
根
拠
をあ

た
える
た
め
には
、
現
実
生
活
に
お

い
て、
そ
う
い
う
経
験
が
なさ
れる

ケ
ー
スを
見
つけ
出
さ
ね
は
な
ら
な
い

」
と
い
った
言
葉
が
く
り
か
え
さ
れ、

理諭
が
常
に現
実
体
験
を
ふ
り
か
える

点
にあ
る
と
思
う
。
こ
れ
は
、
「小
脱

中
の把
握
寧現
実
の
心
理
に
お
け
る
把

握
と
別転
ので
な
い
」
と
い
う
前
提
、

さ
ら
に
「自
己
把
提
と
他
者
把
握
、
作

了
蟹

能な
ふ
う
繕

ぴ
あ
わ
慧

」
[は
バ
ル
ザ
・
ク
・
委

ン
ダ
喫

ラ

鏡

定
し
た
「現
華

雰

竺

の
領
ラ
ィ奪

に
脅

れ
る
反
省
的蕊

で

あ
ろ
.
(
「
(外
部
から
V
の
視
像

域
に
小
説を
ひ
き
入
れ
た
こ
と
に
な

る
。

(d
凶巴
oロ
き

(山oげo話
V)
は

嫉「齢
海
酬酢
薩

独騒
翫
聾
饒
掛

で
得
りれ
る
「
(禽
後
か
ら
V
の視
像

一
(≦
巴
o口
^
》銘

⇔
o昌
冨
》
)」

と
い
う
二
つ
の
駆
本
的
視像
力
式
が
あ

き
ら
か
に
さ
れ
る
。
前
者は
ポ
ーヴ
ワ

ール
の
「招
か
れ
た
女
」
ゴ
ール
ズ
ワ

ージ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ーな
ど
の
作
品

}にみ
ら
れ
る
共
感
的
・情
緒
的
把
握
、

一あ
る
い
は
純
粋
意
識
を
意味
し
、
後
者

藩 木生の穿彬 努

コンパ、ご宴会に、気軽に御利用下さい。
奪大将軍・自慢の味と値段て学生諸君のお

いてをお待ちしています。

洋 食・中 華 料 理
ロ幽ス 焼 禽

火將軍
京郵釈判タワ剛ピル西TEL(37)8090・9073

◇お霞敷料・サービス料は一切不要です

花闘 店 西大路花闘 ■停前12月 開店

 

が
あ
る
のだ
が
、
特
に
最
後
の
二
つ
は

ど
うし
て
も
サ
ル
ト
ル
を
思
い
出
さ
せ

軸il1「11[[1`1「III[llll量lllllilし【illll●11

な
内
在
的
批
評

「視

点

」
と

「想
像
力
」
の

関
係
を
明
確
に
提
示

イ
デ
ノ
ガ
ー
巨
サル
ト
ル
睨
から
出
発

す
る
。
し
た
が
っ
て
t
墨な
問
題
は
偶

然
性
を
め
ぐ
っ
て
展開
つ
る
。
こ
こ
で

は
「持
続
の
小
説
(NΩ
髪
口
告o
冨

愛
月$
)」
と
「運
命
の
小
説
(肖9
昌

,ロ
岱o
冨
全
暮
駒冒8
)」
に
分
類

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の小
説
と
視
像

型
と
の
関
係
が
追
求
さ
れ
る
。
例
え

は
、
「持
続
の
小
説
」
のな
か
でも
ヘ

ゴ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ジ
ー
の
「フ
オ
ー
サ
イ

ト
家
」
に
み
ら
れ
る
「発展
の描
写
」

を
め
ざ
す
小
説
は
、
そう
じ
て
(合

体
V
の
小
醜
で
あ
り
、
ス
タン
ダ
ー
ル

の
「ル
シ
ア
ン
・ル
ー
ヴ
ェン
」
の
よ
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=
≡
≡
「二
≡
≡
「=≡
=
三
ヨ
三
三
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=
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=≡
一≡
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一≡
三
…
一≡
三
三
ヨ
三
≡
一一一三
一≡
≡
≡

一…
一【三
≡
一≡
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≡
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整
難

べ上
ノ良

鐘

動
に
お
け
盈
叢
を

通
し
て
「歴史
そ
のも
の
」を
解
剖し
よ

う
と
し
て
い
る
。
麗
史
に
は
完
結
がな

い
。
ス
ペ
イ
ン
市
民
戦
争
、
ベト
ナ
ム

戦
争
は
一つ
に
結
び
つ
い
て
いる
。
別

の
賞
葉
で
い
う
な
ら
は
、
ス
ペイ
ン
市

民
戦
争
、
ア
ル
ジ
ェリ
ア戦
争
は
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い

う
.
そ
れ
は
ア
ルジ
ェリ
ア
戦
争
、
ス

ペ
イ
ン
戦
争
の
「生
き
残
り
」
達
の
行

勧
覧
思
想
が現
在
の運
動
の
話
盤
と
な

う
て
いる
か
ら
で
あ
る
.
そ
の
睡史
の

「生
き
残
り
」
達
と
ま
の
あ
たり
に接

し
て
み
る
と
彼
ら
嫉
謬
魁
誓
だ
っ

た
と
現
在
も
わ
か
り
切
っ
て行
動
し
て

い
る
の
で
な
い
こ
と
がわ
かる
.
思
考

に
お
い
て
も
行
勤
に
お
いて
も
、
わ
か

ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
であ
る
。
し
か

ロ

し
、
わ
か
ら
な
い
なが
ら
考
え
、
行
勤

し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
いと
小
田
実
は

主
張
す
る
。
こ
れ
は彼
が
反
戦
運
動
を

通
じ
て
感じ
と
った
貴
重
な
発
見
だ

思
う
。
我
が々
わ
かり
切
って
い
る
と

と
思
っ
て
いる
時
そ
れ
は
観
念
の
深
み

に
のめ
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
観

念
の中
です
べて
を
解
決
し
て
しま
っ

醍

穿
べ
て
の
念
が
、

[
「偉
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
・が
、

一て
いる
にし
か
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
小

不
可解

一なま
ま
に
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
って

凡
人
と
ち
が
った
歴
史
意
識を
も
ち
、

未
来
を
わ
が
も
の
と
し
て
いる
ので
は

な
い
と
い
う
。
そ
し
て
以下
そう
い
う

観
点
に
立
って
明
治
維
新
の中
で
活
耀

し
た
「働
人
」
達
が
とれ
ほ
ど
先
が
見

え
、
弾
解
し
て
い
た
か
を
分析
し
て
い

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
って
明
沿
維

新
と
い
ら
歴
史
は
完結
し
な
い
も
の
と

な
り
国
分
の
世界
には
い
って
く
る
と

い
う
。

明
治
維新
に
あ
って
時
代
を
大
き
く

揺
り
勤
かし
た
も
の、
鮮
史
の
心
臓
を

突
い
たも
のは
、
賢
人
の
思
想
や
行
動

だ
った
とは
言
い
切
れ
な
い
。
「井
偵

直
弼斬
塀
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
賢

人
達
の予
測
に
反
し
て
時
代
に対
す
る

見
通
し
を
全
く
も
た
な
か
っ
た人

に々

よ
って
決
定
的
な
変化
が、
進
歩
が
も

た
ら
さ
れ
る
場
合
が
ある
。

こ
の
論
文
は
今後
何
回
か
掲
戚
さ
れ

る
だ
ろ
う
が
、
そ
の中
に
は
こ
れ
か
ら

歴
史
を
作
っ
て行
こう
と
す
る
我
々
に

明
治
維
新
を通
して
、
様

な々
問
題
を

提
起
す
る
と
とも
に
、
我

が々
行
動
を

起
ζ
す
場
合
の階
示
を
与
坑て
く
れ
る

よ
う
な
気
がす
る
。

そ
の
他
「六七
年
日
本
論
壇
合
戦
款

図
」
は
現在
日本
の
論
壇
で
活
躍
し
て

い
る
人
を々
、
そ
の
思
想
潮
流
に
応
じ

て
、
一目
でわ
か
る
よ
う
に
う
ま
く
ま

と
め
て
い
て
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い

し
、
「殴
り
込
む
米
国
資
本
の
実
態
」

では
世
界
で
ど
の
よ
つな
独
占
が
行
な

わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
資
本
が
ど
の
よ
う
な

野
螢
な
世
界
侵
略
を
行
な
っ
て
い
る
か

、
わ
が
国
の
資
本
自
由
化
が諸
外
国
に

よ
って
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
學な
ど

、
国
内
で
独
占
化
が
進
み
つ
つあ
る
現

在
、
世
界
の背
景
を
知
る
資
料
と
な
る

の
た
ろ
う。
(中
)

工
院
協
を
結
成

院
生
百
書
の
作
製
も

簾
羅

欄繕

雛

颪
霧
組織の必叢
馨

れ、
自
衛
冒
入
学
反
対
の
た
め
に
結
成

一さ
れ
て
い
た
運
絡
会
か
ら
各
専
攻
科
院

}生会
へ結
成
申
入
れ
が
行
な
わ
れ
た
こ

とを
き
っか
け
に
し
て
今
年
九
月
第
一

回
準
備
会
が
行
な
わ
れ
た
。
十
九
日
の

結
成
会
で
は
七
学
科
-
鷺
機
、
衛
生
工

・学
、
原
子
核
、
建
築
、
金
属
、
土
木、

化
学
工
学
(十
三
学
科
中
。
う
ち
金属

は
オ
ブ
ザ
ー
バ
:
加
盟
)
が
加
懸
、後

に
筒
分
子
科
が
追
加
し
た
。
こ
れ
によ

り
工
院
生
約
九
九
〇
人
中
五
四〇
人
が

工
院
協
に
加
入
し
た
こ
と
に
な
る。
京

大
各学
部
中
で
は
、
特
殊
な
条
件
を
持

つ
医学
部
を
の
ぞ
い
て
、
全
学
部
に
院

生
協が
作
ら
れた
こ
と
に
な
る
。
委
員

長
は電
機
学
科
博
士
課
程
一回
生
岩
見

君
。常
任
委
段
階
で
は
当
面
の
活
動
方

針
とし
て
の
加
盟
推
進
②
奨
学
金
制度

改
着
③
災
署
保
険
④
自
衛
官
入
学反
対

⑤院
協
・サ
ー
ク
ル
B
O
X
獲
得
⑥
工

院
白
書
作
成
⑦
小
選
挙
区
制
反
対な
ど

問
題
を
実
現
、
推
進
す
る
こ
と
を挙
げ

て
いる
。

協
議
会
は
す
で
に
工
学
部
な
ど
とす

でに
数
回
の
会
見
を
行
な
い
、奨
学

金
改
曹
の
私
的
回
答
を
え
る
な
ど
の

成
果
が
み
ら
れ
た
。
加
盟
学科
は約

半
数
で
政
治
課
題
に
対
す
る
抵抗
感

な
ど
が
あ
り
組
織
化
に
大
き
な問
題

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
白
書
作
成
は

各
掌
科
研
究
テ
ー
マ
、
生
活状
況
な

ど
を
申
心
に
調
査
し
、
来年
三月
完

成
を
目
標
磁
行
な
わ
れ
て
いる
。

㌔酉

}

　
-

"

者
と
読
者
の
噌致
」
の問
題
に
つ
な
が

って
くる
.
こ
の立
場
か
ら
作
者
の
読

者
に
対
す
る
特
檀が
き
び
し
く
退
け
ら

れ
る
。
作
者
が神
の立
場
に
立
って
し

ま
え
ば
、
読
者
の把
握
は
不
具
化
し
、

作
中
人
物
の
生
命感
を
奪
って
し
ま
う

の
だ
。
こ
こ
で
は、
文
学
に
ょ
る
伝
達

が
な
ぜ
可
能
な
の
かと
い
う
困
難
な
間

題
に
一応
の
解
決が
与
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
これ
ら
の
問
題
は
す
べ

て
「想
像
力
」
の
一点
にか
か
って
い

る
。
描
き
だ
され
た
いく
つか
の
類
型

は
、
要
す
る
に
て
れだ
け
の
種
類
の
想

像
力
の
働
きが
ある
と
いう
こ
と
に
帰

着
す
る
。
こ
の
一点が
疑
わ
れ
れ
ば
理

論
の
全
体
が
崩
壊す
る
。
そ
の
意
味
で

ド
グ
マ
チ
ッ
ク
だ
。し
た
が
って
根
本

的
な
批
判
は
、
必
然
的
に
こ
の
娼
型

学
が
冑
後
に
も
つ
噛つ
の哲
学
の
批
判

に
向
う
こ
と
に
な
る
。
いま
私
に
は
そ

の
能
力
も
ま
た
必
要も
な
いの
で
、
響

者
が
示
し
た
い
く
つか
の作
品
解
釈
に

つ
い
て
二
、
三
の蔽
想
を
記
し
て
お
こ

う
。ま

ず
小
説
の
分析
を
自
伝
作
品
か
ら

始
め
る
方
法
が面
白
か
った
。
近
代
小

説
は
ル
ソ
ー
の
「告
白
」
に
は
じ
ま
る

と
い
う
脱
や
、
「近
代
小
説
は
す
べ
て

私
小
脱
だ
」
(小
林
秀
雄
)
と
い
う
発

言
ま
で
あ
りな
が
ら
、
自
伝
的
作
品
の

理
論
的
考
渠は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も

我
国
に
お
いて
も
き
わ
め
て
と
ぽ
し
い

の
だ
。も
っと
も
、
こ
こ
で
『エ
ゴ
チ

ス
ム
の
回想
」
以
外
の
作
品
が
対象
に

な
っ
て
いた
ら
事
情
は
少
し
変
っ
て
い

た
かも
し
れ
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ルは

現
象学
的
分
析
に
は
便
利
な
作
家だ
か

ら
.
ス
タ
ン
ン
ダ
ー
ル
が
「挿
話
」を

互
に関
連
さ
せ
ず
に
訣
る
こ
と
を、
サ

ン
・シ
モン
の
「歴
史
」
と対
照
さ
せ

て
解
釈
す
る
部
分
を
は
じ
め
スタ
ンダ

ー
ル
解
釈
に
は
蕨.考
に
な
る
耶
分が
多

か
った
。
こ
れ
に
対
し、
バ
ルザ
ノク

に典
型
諭
を
そ
の
ま
ま
持込
む
のは
少

し
苦
し
い
感
じ
だ
。
か
つ
て
ル
カ
ーチ

が
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
典
型
論
から
出
発

し
て
、
バ
ル
ザ
ソ
ク
は見
事
に解
釈
し

て
み
せ
た
が
、
ス
タ
ン
ダ
ール
では
苦

慮
し
た
の
と
、
ち
よ
う
ど逆
の関
係
が

み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
写実
主
義
小
説

家
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
ゾ
ラ等
に対
す
る

蓄
省
の
冷
淡
さ
は
理
論
的な
帰
結
で
も

あ
ろ
う
が
、
理
解
が
常
識的
で浅
い
と

思
った
。
プ
ル
ー
ス
ト、
ド
ス
・パ
ソ

ス
、
そ
れ
に
最
後
に
一章
を
も
う
け
た

フ
ォー
ク
ナ
ー
解
釈は
、
読
み
ご
た
え

長
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美

一 
,
"

る
.
一般
に
「シ
チ
山ア
ン
オ
ン
ー
」

一に
お
け
るサ
ル
ト
ル
の
影
響
が
い
ち
じ

プ

る
し
い
.
(著
者
は
「現
代
」
(タ
ン

モ
ヂ
ル
ン
)
に数
多
く
の
文
章
を
発
表

し
、
現
在
絹集
委
員
の
一人
で
あ
る
)

本
書
の
第
一の功
績
は
、
「視
点
」

と
「想
像
力
」
の関
係
を
明
確
な
か
た

ち
で
示
し
た
こ
とに
あ
る
と
思
う
。
類

型
学
と
し
て
の
限界
が
あ
って
こ
こ
か

ら
新
し
い
文学
運
動
が
出
発
す
る
と
い

う
た
性
賃
のも
の
では
な
い
が
、
し
か

し
七
の
後
にあ
らわ
れ
る
例
え
ば
ビ
ュ

ト
ー
ル
の
作
品
の理
論
的
根
拠
を
前
も

って
与
λ
て
いた
とい
う
解
釈
も
な
り

}た
つ
だ
ろ
う
。
私自
身
は
こ
れ
を
読
ん

で
、
こ
れ
ま
で
いろ
い
ろ
と
疑
問
に
思

って
い
た
こ
と
に
説得
的
な
解
釈
が
与

え
ら
れ
、
霧
がは
れ
る
よ
う
な
気
持
と

幾
度
か
味
わ
っ
た。
文
学
の
理
諭
的
な

考
察
に
興
味
をも
って
い
ら
れ
る
方
に

は
、
ぜ
ひ
一読
を
おす
す
め
し
た
い
.

こ
の
書
物
は現
象
学
の
用
語
一つ
を

と
って
み
ても
非
常
に
翻
訳
し
に
く
い

も
の
だ
。
私
は
こ
の機
会
に
訳
文
と
原

文
を
対
照
し
なが
ら
読
ま
せ
て
い
た
だ

い
た
。
訳文
は
明
解
で
訳
者
の
理
解
の

深
さ
を
し
め、)て
い
る
。
こ
れ
は
「サ

ル
ト
ル
文
学論
」
の
著
者
を
ま
っ
て
は

じ
め
て
でき
る
翻
訳
で
あ
り
、
原
書
に

た
いす
る
訳
者
の
愛
着
の
に
じ
み
出
た

良
い
訳だ
と
思
った
。
た
だ
個
性
的
に

す
ぎ
て疑
問
を
感
し
た
部
分
が
な
い
で

も
な
い。

例
え
は
「世
に
(リ
ア
ーー文
ム
V
の
小

説
は
屋
の
数
ほ
ど
あ
る
」
(旨
回
,
げ

凶O口
貸O龍
吋O雪
5画《
矧㊦9=岨80》"

と
い
う
駅
又
であ
る
。
も
う
一つ
例
を

あ
げ
る
と
、
「か
く
し
て
(あ
ら
わ
れ

V
は
、
箪な
る
外
競
でな
い
。
(…
)

存
在
と
(
あ
ら
われ
V
との
対
立
は
放

棄
さ
れ
る
」
(P
=
二五
)
と
り
つ文

章
が
あ
る
。
読
者は
こ
こ
に
二度
出
て

く
る
「(
あ
らわ
れ
V」
は
、
同
し
話

葉
で
し
かも
原
文
にも
(
V
に
類
し

た
も
の
が
付さ
れ
て
いる
と
考
え
る
の

が
自
然
だろ
.つ。

し
か
し
原
文
で
は、
前
の
(あ
ら
わ
れ

V
は
回、,旭冨
昌
首
oロ後
の
(あ
ら

わ
れ
V
は
困、o訂
o
に
対
置
さ
せ
ら
れ

た
】o
冨
M,謬
謬
な
の
だ
。
し
た
が

う
て
(
Vを
付
し
同
じ言
築
で
訳
す
の

は
訳
者
の
意
識
的な
解釈
であ
る
。
ま

た
引
用
は
省
略す
る
が(・
)の
部
分
は

原
文
で
は
す
へて
の
関
係
代
名
詞
が

(内
部
V
(《
自oロ睦霞
9
一》
)
に
か

か
っ
て
い
る
以
上、
か
な
り
大
服
な
意

訳
で
あ
る
。
こ
うし
た
か
な
り
強
引
と

も
思
わ
れ
る
解
釈
に出
会
う
と
、
私
と

し
て
は
著
者
より
も
訳者
の
顔
を
思
い

う
か
べ
て
し
ま
う。
これ
は
誤
訳
正
訳

と
い
っ
た
低次
の間
題
を
こ
え
た
、
翻

訳
の
基
本
的
な態
度
の問
題
に
な
って

き
て
鷹
に
当
否
がき
め
ら
れ
な
い
.
こ

れ
ζ
そ
名
訳
で
ある
と
いう
1
張
も
な

り
た
つ
が
、
一つ
の疑
問
と
し
て
提
出

し
た
い
.
な
お
疑
問を
提
出
し
た
つ
い

で
に
一つ
希
望
を
の
べ
てお
く
と
、
再

版
の
お
り
に
は
、原
書
に
あ
る
「原

注
」
と
「索
外
」
にや
は
め
翻
訳
に
も

加
え
て
い
た
だ
き
た
い
と思
う
。

最
後
に
こ
の
よ
う
な難
解
な
理
論
書

を
、
あ
え
て
翻
訳
さ
れた
訳
者
の
、
こ

の
書
物
に
た
い
す
る
愛構
と、
そ
の
労

苦
に
た
い
し
て
、心
から
の感
謝
と
敬

意
を
表
し
た
い
.
(小
島輝
正
訳
・ぺ

り
か
ん
祉
・
二
八
四頁
。
八〇
〇
円
)

(
一九
六
七、
一、
五
、
N
、
N
)

(京
大
・立
命
館
大
学
講
師
。仏
文

学
)お

知

ら

せ

本
社
では
今
週
号
か
ら
∬
常
発
行
を

い
たし
ま
す
。
な
お
今
後
の
発
行
予
足

日
は
一月
二十
三
日
陶
三
十
日
、
二
月

六
日馬
二十
日
、
二十
七
日
で
す
。

若 い世 代 に贈 る万 年筆 の最 高峰 …

2,000円 より各種 ごさ

``erprobt,bewahrt,garantiert"

剛脚 噸榊
露オトコが オトコが

えらぶ!決 める!ナ イスタイブ整髪料

」4項マ ・イコ ーム
くスペシ訓 》瓢劉讐慧
0ベ タテカしないでバラつかない ④毛の質に関係なし

⑤洗髪は1回 で完了②ドライヤー効果をフル発揮

③ ハンディなポリ・チューツ入 り ⑥男 らしい香り

「一

未 来 搬 計し未 来 をつくる青 年 銀 行 をこぞんじですか
いま各地で新しい都市づくりがさかんです。20世 紀後半

の日本は、ニュータウン建設の時代といつてもよいでし
ょう.B本 不動産銀行は、そのための資金調達 ・供給に
めざましい活躍をつづけています。この時代の要請によ
って誕生した当行は、ことしで創立10周年の若々しい意

欲にあふれた銀行です。
設立以来、長期信用銀行法にもとついて、産業界に長期
資金を供給してきましたが、これら産業資金のほか特に
当行は不動産金融 住宅建設・宅地造成 ・都市開発 ・
礼会開発などのための金融一 に、その特色を発揮して
国民経済の発展に員献 しています。
行内にはフレソシュな活気がみなぎり、若い行員がその
知力と情熱を`⊥いで仕堪に取りくんでいます。
日本不動産銀行は、日本の未来とともに進む若い銀行でナ。
設 立昌昭和32年4月
資 本 金=120億 円
役職員数=1,000名

東京部 千代田区九段南1丁 目5番3号■■ ■■■■
TEL(263)3111(大 代衰)

凹 日本不動産銀行
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