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一

は
じ
め
に

太
平
洋
戦
時
下
︑
日
本
が
占
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た
南
方
の
地
に
日
本
語

教
員
を
派
遣
す
る
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
︒
南
方
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
で
有

名
な
の
は
中
島
敦
で
あ
る
が
︑
彼
の
場
合
︑
前
職
は
確
か
に
私
立
横
浜
高
等

女
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ
を
辞
し
︑
一
九
四
一
年
パ
ラ
オ
南

洋
庁
へ
教
科
書
編
纂
掛
と
し
て
赴
任
し
た
の
で
あ
り
︑
形
と
し
て
は
役
人
で

あ
っ
た
︒
中
島
の
よ
う
な
南
洋
で
の
教
育
と
の
関
わ
り
で
は
な
く
︑
文
部
省

が
全
国
か
ら
公
募
し
︑
合
格
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
︑
南
方
へ
と
日
本
語
教

員
と
し
て
派
遣
し
た
の
で
あ
る
︵
�
︶
︒﹁
朝
日
新
聞
﹂
一
九
四
二
年
八
月
一
九
日

付
夕
刊
の
一
面
記
事
で
は
﹁
南
方
︑
日
本
語
普
及
案
成
る
﹂
と
い
う
見
出
し

の
下
︑﹁
今
秋
教
員
五
百
名
の
講
習
会
﹂
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て

お
り
︑
実
際
同
年
一
一
月
一
一
日
の
同
新
聞
朝
刊
の
記
事
で
は
︑﹁
廿
歳
乙

女
や
大
将
の
息
﹂
と
い
う
見
出
し
の
下
︑
二
・
二
六
事
件
へ
の
関
与
で
も
知

ら
れ
る
眞
崎
甚
三
郎
陸
軍
大
将
の
息
子
・
芳
男
が
合
格
し
た
こ
と
や
︑
合
格

者
五
一
名
の
う
ち
一
五
名
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
︵
そ
の
う
ち
の
一
人
が
見

出
し
に
も
あ
る
︑
全
体
の
最
年
少
合
格
者
︑
清
原
美
恵
子
︶
を
伝
え
て
い
る
︵
�
︶
︒

こ
の
事
業
を
作
品
に
取
り
込
ん
だ
作
家
が
織
田
作
之
助
で
あ
っ
た
︒
彼
の

作
品
の
い
く
つ
か
に
は
︑
南
方
に
派
遣
さ
れ
る
女
性
教
師
の
姿
が
登
場
す
る
︒

﹁
伊
都
子
が
︑
南
方
派
遣
日
本
語
教
授
要
員
の
志
願
を
思
い
立
っ
た
の
は
︑

姉
の
喜
美
子
が
な
く
な
っ
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹂
で
始
ま
る

﹁
姉
妹
︵
�
︶
﹂
を
は
じ
め
︑
織
田
が
映
画
の
た
め
に
用
意
し
た
シ
ナ
リ
オ
作
品

﹁
四
つ
の
都
︵
�
︶
﹂
に
も
登
場
す
る
︒
織
田
が
こ
の
よ
う
な
設
定
を
自
作
に
取
り

入
れ
た
の
は
︑
最
初
の
妻
で
あ
る
一
枝
の
姉
・
宮
田
節
子
が
現
実
に
教
師
と

し
て
南
方
に
赴
任
し
た
か
ら
で
あ
り
︵
�
︶
︑
身
近
か
ら
材
を
取
る
こ
と
の
多
か
っ

た
織
田
ら
し
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑﹁
姉
妹
﹂

に
し
て
も
﹁
四
つ
の
都
﹂
に
し
て
も
︑
そ
の
作
品
に
近
い
と
こ
ろ
に
は
必
ず

﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
と
い
う
レ
コ
ー
ド
が
登
場
し
て
い
る
と
い
う
共
通
項
が
あ

る
こ
と
だ
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑﹁
四
つ
の
都
﹂
自
体
に
は
こ
の
曲
は
出
て

こ
な
い
の
だ
が
︑
そ
の
源
の
一
つ
と
な
っ
た
﹁
木
の
都
﹂
に
は
登
場
す
る
︒
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だ
が
︑
時
に
こ
の
レ
コ
ー
ド
は
改
作
や
変
奏
の
中
で
消
え
た
り
︑
再
浮
上
し

た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

筆
者
に
は
す
で
に
︑
世
紀
転
換
期
に
起
こ
っ
た
︑
ア
ジ
ア
各
国
へ
の
女
性

教
師
の
派
遣
の
動
き
及
び
そ
の
表
象
化
に
つ
い
て
論
考
が
あ
る
︵
�
︶
が
︑
太
平
洋

戦
時
下
で
行
わ
れ
た
同
様
の
事
業
に
つ
い
て
︑
そ
れ
自
体
の
先
行
研
究
は
あ

る
︵
�
︶
も
の
の
︑
作
品
に
取
り
込
ん
だ
作
家
は
管
見
の
限
り
織
田
以
外
に
見
当
た

ら
ず
︑
織
田
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
扱
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
︒

織
田
に
は
そ
れ
以
前
に
も
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
帰
還
し
た
﹁
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
の

他
あ
や
ん
﹂
の
登
場
す
る
﹁
わ
が
町
﹂︵﹃
文
藝
﹄
一
九
四
二
年
一
一
月
︶
の

よ
う
に
︑
直
接
﹁
南
方
﹂
が
描
か
れ
た
作
品
は
あ
る
が
︵
	
︶
︑﹁
姉
妹
﹂
や
﹁
四

つ
の
都
﹂
で
は
﹁
南
方
﹂
は
日
本
語
教
員
と
し
て
こ
れ
か
ら
派
遣
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
地
と
し
て
し
か
設
定
さ
れ
て
い
な
い
︒
尾
崎
名
津
子
が
大
阪
府
立
中

之
島
図
書
館
所
蔵
の
織
田
の
旧
蔵
書
か
ら
拾
い
上
げ
て
い
る
よ
う
に
︑
旧
蔵

書
中
南
洋
に
関
す
る
書
籍
は
五
冊
で
︵


︶
︑
そ
の
中
で
も
直
接
南
方
派
遣
日
本
語

教
員
に
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
︒
や
は
り
こ
の
知
識
は
本
な
ど

か
ら
で
は
な
く
︑
身
内
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑

織
田
は
南
方
に
派
遣
さ
れ
る
女
性
教
師
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
提
示
し

た
の
か
︑
そ
し
て
そ
こ
に
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
な
る
レ
コ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
の
か
︑
こ
の
二
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
︒

二

﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
か
ら
﹁
姉
妹
﹂
へ
の
改
作

ま
ず
は
﹁
姉
妹
﹂
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒
冒
頭
で

も
最
初
の
一
文
を
引
用
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
で
は
︑
洋
裁
教
師
と
し
て

自
分
を
養
っ
て
く
れ
な
が
ら
︑﹁
青
春
を
犠
牲
に
し
て
は
か
な
く
死
ん
で

行
っ
た
﹂
三
つ
上
の
姉
・
喜
美
子
を
想
う
田
村
伊
都
子
が
︑﹁
自
分
も
ま
た

姉
の
よ
う
に
︑
青
春
に
背
い
た
一
生
を
送
ら
ね
ば
姉
に
す
ま
な
い
﹂
と
︑
南

方
へ
行
く
こ
と
を
決
心
す
る
︒
新
聞
で
合
格
者
の
中
に
自
分
と
一
字
違
い
の

﹁
田
中
伊
都
子
﹂
と
い
う
名
を
見
つ
け
︑
誤
植
か
ど
う
か
通
知
が
来
る
ま
で

不
安
で
あ
っ
た
伊
都
子
の
元
に
︑
合
格
通
知
と
と
も
に
姉
宛
の
一
通
の
手
紙

が
届
く
︒
差
出
人
は
﹁
佐
藤
文
吾
﹂
と
あ
り
︑
二
ヶ
月
も
前
に
亡
く
な
っ
た

姉
に
︑
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
に
男
性
か
ら
手
紙
が
届
き
︑
伊
都
子
は
中
身

を
確
認
す
る
︒
手
紙
に
は
︑
東
京
の
大
学
に
進
学
し
た
が
︑
こ
れ
か
ら
学
徒

出
陣
す
る
た
め
に
自
分
は
生
き
て
帰
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
︑
東
京
へ
発
つ

前
に
姉
に
貸
し
た
ま
ま
の
鷗
外
の
﹁
即
興
詩
人
﹂
は
か
た
み
と
し
て
差
し
上

げ
る
こ
と
︑
自
分
が
戦
死
し
た
ら
京
都
の
吉
田
の
下
宿
で
一
緒
に
聴
い
た
パ

ン
セ
ラ
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
レ
コ
ー
ド
の
こ
と
を
想
い
出
し
て
ほ
し
い
こ

と
︑
が
書
か
れ
て
い
た
︒
生
前
姉
が
使
い
︑
今
は
自
分
が
使
用
し
て
い
る
机

の
抽
出
し
に
は
確
か
に
﹁
即
興
詩
人
﹂
が
入
っ
て
い
た
が
︑
ペ
ー
ジ
を
く
る

と
︑
姉
の
字
で
﹁
あ
の
人
は
こ
の
本
を
残
し
て
︑
去
っ
て
行
っ
た
﹂
と
だ
け

書
か
れ
た
一
枚
の
紙
片
が
挟
ま
っ
て
お
り
︑
伊
都
子
は
姉
の
﹁
さ
さ
や
か
﹂

で
﹁
か
な
し
い
﹂
青
春
に
思
い
を
は
せ
る
︒
伊
都
子
は
佐
藤
に
姉
の
死
を
知

ら
せ
る
返
信
を
書
き
か
け
た
も
の
の
︑
思
い
直
し
︑
姉
の
名
義
で
激
励
の
手

紙
を
送
り
︑
自
身
も
南
方
派
遣
日
本
語
教
授
要
員
の
練
成
を
受
け
る
た
め
に

上
京
す
る
︒
東
京
駅
に
着
く
と
︑
そ
こ
で
は
大
学
生
の
出
征
式
が
行
わ
れ
て

お
り
︑
送
り
出
さ
れ
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
佐
藤
文
吾
で
あ
る
こ
と
に
伊
都
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子
は
気
付
く
︒
伊
都
子
は
よ
ほ
ど
自
分
が
喜
美
子
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
告
げ

た
か
っ
た
が
︑
門
出
に
暗
い
影
を
与
え
て
は
と
思
い
と
ど
ま
り
︑
何
も
知
ら

ぬ
ま
ま
出
征
し
て
い
く
佐
藤
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
改
札
口
に
佇
む
︒

伊
都
子
は
姉
に
代
わ
っ
て
見
送
っ
た
と
呟
い
て
︑
練
成
場
に
行
く
た
め
に
電

車
に
乗
る
︒
全
集
に
し
て
五
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
短
編
で
あ
る
︒

こ
の
元
と
な
っ
た
未
発
表
作
品
が
あ
る
︒
そ
れ
が
レ
コ
ー
ド
と
同
じ
名
を

冠
し
た
﹁
旅
へ
の
誘
い
︵

︶
﹂
で
あ
る
︒﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
は
︑
大
筋
は
同
じ
で

10

は
あ
る
も
の
の
︑﹁
喜
美
子
は
洋
裁
学
院
の
教
師
に
似
合
わ
ず
︑
年
中
ボ
ロ

服
同
然
の
も
っ
さ
り
し
た
服
を
︑
平
気
で
身
に
つ
け
て
い
た
︒﹂
で
始
ま
っ

て
お
り
︑
あ
た
か
も
喜
美
子
が
主
人
公
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
ま
ず
は
読
者

に
は
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
東
京
の
女
子
専
門
学
校
を
卒
業
し
︑
三

年
ぶ
り
に
姉
の
い
る
大
阪
に
戻
っ
て
き
た
道
子
︵﹁
姉
妹
﹂
で
は
伊
都
子
に

変
更
さ
れ
て
い
る
︶
と
再
会
し
た
晩
に
高
熱
を
出
し
︑
喜
美
子
は
そ
の
ま
ま

息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
か
ら
の
作
品
の
主
体
は
道
子
と
な
っ
て
い

る
の
で
︑
い
わ
ば
途
中
で
主
人
公
が
変
更
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
読

者
は
受
け
て
し
ま
い
︑
そ
の
点
で
は
最
終
的
に
世
に
出
た
﹁
姉
妹
﹂
の
方
が

完
成
度
は
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
後
の
筋
︑
す
な
わ
ち
︑
姉
の
死
に
悲
し

み
な
が
ら
も
南
方
派
遣
日
本
語
教
授
要
員
に
応
募
す
る
こ
と
︑
新
聞
で
名
前

が
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
︑
合
格
通
知
と
と
も
に
佐
藤
︵

︶
か
ら
の
手
紙
が
届
く
こ

11

と
︑
上
京
と
同
時
に
偶
然
に
も
佐
藤
の
出
征
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
︑
喜
美
子

の
妹
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
り
出
な
い
ま
ま
佐
藤
の
出
征
を
見
送
っ
た
こ
と
等
︑

﹁
姉
妹
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
︑
病
床
で

喜
美
子
が
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
の
は
梅
雨
明
け
の
生
国
魂
神
社
の
夏
祭
で
あ

る
よ
う
に
設
定
は
大
阪
だ
が
︑﹁
姉
妹
﹂
で
は
そ
れ
が
祇
園
祭
︑
す
な
わ
ち

京
都
へ
と
変
更
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
佐
藤
を
京
都
の
吉
田
に
住
む
下
宿
生

と
設
定
し
直
し
た
た
め
だ
ろ
う
︵

︶
︒
12

し
か
し
な
が
ら
︑
一
番
不
思
議
な
違
い
は
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
レ
コ
ー

ド
を
喜
美
子
と
佐
藤
が
二
人
で
聴
い
た
と
い
う
挿
話
が
︑
作
品
の
題
名
が

﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
ち
ら
で
は
出
て
こ
な
い
こ

と
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
即
興
詩
人
﹂
に
挟
ま
っ
て
い
た
﹁
あ
の
人
は
こ
の
本

を
残
し
て
︑
去
っ
て
行
っ
た
﹂
の
紙
片
も
登
場
し
な
い
︒
つ
ま
り
︑
作
中
で

明
か
さ
れ
る
喜
美
子
と
佐
藤
の
関
係
は
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
﹁
即
興
詩

人
︵

︶
﹂
だ
け
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
と
な
り
︑
こ
れ
で
は
離
れ
て
し
ま
っ
た

13二
人
の
紐
帯
を
読
者
が
思
お
う
に
も
︑
関
係
性
が
稀
薄
す
ぎ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
で
は
︑
登
場
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
題
名
と
も
な
っ
て
い
る

﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
と
は
何
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
︒

﹁
お
姉
さ
ま
が
ご
自
分
の
命
と
引
き
か
え
に
貰
っ
て
下
す
っ
た
あ
の
卒

業
免
状
を
︑
お
国
の
役
に
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
わ
︒
そ
う
だ
︑

私
は
南
方
へ
日
本
語
を
教
え
に
行
こ
う
！
﹂

道
子
は
そ
う
呟
き
な
が
ら
︑
道
子
は
︑
姉
の
死
の
悲
し
い
想
出
の
つ

き
ま
と
う
内
地
を
は
な
れ
て
︑
遠
く
南
の
国
へ
誘
う
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂

に
あ
つ
く
心
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
て
い
た
︒︵
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
︒

以
下
同
様
︒︶

﹁
姉
妹
﹂
で
は
こ
の
道
子
の
心
の
中
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
は
明
示
さ
れ
ず
︑

代
わ
っ
て
︑
姉
と
佐
藤
と
の
関
係
を
偲
ば
せ
る
挿
話
と
し
て
の
﹁
旅
へ
の
誘

い
﹂
の
レ
コ
ー
ド
が
登
場
し
て
い
る
︒
原
話
で
は
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
と
は
南
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方
へ
自
分
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
改
作
で
は
︑
織
田
の
発
想
の
源
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
レ
コ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
登
場
さ
せ
︑

姉
の
報
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
青
春
の
一
コ
マ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
レ
コ
ー
ド
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒

三

織
田
作
之
助
の
レ
コ
ー
ド
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
取
り
入
れ
方

織
田
に
は
︑﹁
姉
妹
﹂﹁
四
つ
の
都
﹂
以
外
に
も
こ
の
レ
コ
ー
ド
が
登
場
す

る
作
品
が
あ
る
︒

﹁
ま
た
旅
へ
の
誘
い
か
︒
ペ
リ
カ
ン
に
も
困
る
ね
﹂

ペ
リ
カ
ン
の
主
人
は
蓄
音
機
の
竹
針
を
切
っ
て
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の

レ
コ
ー
ド
を
掛
け
は
じ
め
た
︱
︱
そ
の
こ
と
を
︑
野
田
は
言
っ
た
の
で

あ
る
︒
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
詩
を
デ
ュ
パ
ル
ク
が
作
曲
し
て
︑
パ
ン
セ
ラ

が
歌
っ
て
い
る
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
︑
ペ
リ
カ
ン
の
主
人
は
私
た
ち
の
顔

を
見
る
た
び
に
掛
け
る
︱
︱
そ
の
悪
癖
に
私
た
ち
は
い
い
加
減
う
ん
ざ

り
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
彼
は
そ
の
曲
が
鳴
っ
て
い
る
間
︑
一
言
も
口

を
き
か
ず
︑
鉛
の
よ
う
に
静
か
に
︑
時
に
寂
し
く
︑
沈
黙
を
守
っ
て
い

た
︒
も
っ
と
も
ひ
ど
い
吃
り
で
︑
元
来
無
口
な
男
だ
っ
た
が
︒︵﹁
夫
婦

善
哉
後
日
︵

︶
﹂︶

14

作
中
の
﹁
ペ
リ
カ
ン
の
主
人
﹂
と
は
︑
古
書
店
﹁
ペ
リ
カ
ン
書
房
﹂
の
主

人
・
品
川

力
つ
と
む

︵
一
九
〇
四
～
二
〇
〇
六
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
檀
一
雄
の
証

言
と
し
て
︑
太
宰
の
﹃
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
﹄
に
出
て
く
る
ペ
リ
カ
ン
の
モ
デ

ル
と
も
言
わ
れ
る
︵

︶
人
物
で
あ
る
が
︑
一
九
三
一
年
か
ら
書
店
に
鞍
替
え
す
る

15

ま
で
の
八
年
間
︑
品
川
は
レ
ス
ト
ラ
ン
を
営
ん
で
お
り
︑
織
田
は
そ
の
店
の

裏
の
秀
英
館
と
い
う
下
宿
に
住
ん
で
い
た
た
め
に
︑﹁
ペ
リ
カ
ン
食
堂
﹂
の

常
連
客
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
品
川
は
織
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
織

田
の
死
に
際
し
て
﹁
越
後
タ
イ
ム
ス
﹂
に
手
記
を
寄
稿
し
て
い
る
が
︑
そ
こ

で
も
こ
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
︵

︶
︑
や
は
り
織
田
と
ペ
リ
カ
ン
を

16

語
る
上
で
は
︑
こ
の
レ
コ
ー
ド
の
話
は
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒

﹁
夫
婦
善
哉
後
日
﹂
か
ら
の
引
用
中
の
説
明
に
補
足
す
る
と
︑﹁
旅
へ
の
誘

い
﹂
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
﹃
悪
の
華
﹄
中
の
一
篇
の
詩
に
曲
と
歌
が
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
︒
作
曲
者
の
デ
ュ
パ
ル
ク
と
は
︑
ア
ン
リ
・
デ
ュ
パ
ル
ク

E
u
g
è
n
e
M
a
rie
H
e
n
ri
F
o
u
q
u
e
s
D
u
p
a
rc︵
一
八
四
八
～
一
九
三
三
︶
の

こ
と
で
あ
る
︒
彼
は
パ
リ
出
身
で
︑
普
仏
戦
争
の
結
果
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス

国
内
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
背
景
と
し
︑
サ
ン
＝
サ
ー
ン
ス
ら
と
と

も
に
国
民
音
楽
協
会
を
設
立
し
た
︒
ま
た
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
だ
け
で
な
く
︑
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
や
ゲ
ー
テ
な
ど
の
詩
に

曲
を
つ
け
て
発
表
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
歌
手
の
パ
ン
セ
ラ
と
は
︑
現
在

で
は
パ
ン
ゼ
ラ
の
方
が
日
本
語
表
記
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
る
シ
ャ
ル
ル
・

パ
ン
ゼ
ラ

C
h
a
rle
s
P
a
n
z
é
ra︵
一
八
九
六
～
一
九
七
六
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒

彼
は
ス
イ
ス
出
身
で
あ
る
が
︑
音
楽
を
パ
リ
で
学
ん
だ
バ
リ
ト
ン
歌
手
で
あ

る
︒
彼
の
学
ん
だ
パ
リ
音
楽
院
の
当
時
の
院
長
で
あ
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

フ
ォ
ー
レ
は
歌
曲
集
﹃
幻
想
の
水
平
線
﹄
を
彼
に
献
呈
し
︑
先
に
挙
げ
た

デ
ュ
パ
ル
ク
も
設
立
に
関
わ
っ
た
国
民
音
楽
協
会
の
演
奏
会
で
初
演
し
︑
名

声
を
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス

H
M
V
と
契
約
を
交
わ

し
︑
レ
コ
ー
ド
へ
の
吹
き
込
み
も
よ
く
行
っ
た
︵

︶
︒
品
川
が
店
で
パ
ン
ゼ
ラ
の

17
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こ
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
を
よ
く
か
け
て
い
た
と
い
う
の
に
も
理
由
が
あ
り
︑

パ
ン
ゼ
ラ
の
指
導
を
受
け
て
い
た
日
本
人
バ
リ
ト
ン
歌
手
︑
照
井
栄
三
︵
一

八
八
八
～
一
九
四
五
︶
が
品
川
の
友
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
立
原
道
造
が

好
き
で
︑
よ
く
き
き
に
き
た
と
品
川
が
述
べ
て
い
る
︵

︶
よ
う
に
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の

18

歌
唱
は
多
く
の
日
本
人
を
魅
了
し
た
よ
う
で
︑
こ
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は

他
の
人
物
に
も
多
く
の
言
及
が
あ
る
︵

︶
︒
19

﹁
口
縄
坂
は
寒
々
と
木
が
枯
れ
て
︑
白
い
風
が
走
っ
て
い
た
︒
／
私
は
石

段
を
降
り
て
行
き
な
が
ら
︑
も
う
こ
の
坂
を
登
り
降
り
す
る
こ
と
も
当
分
あ

る
ま
い
と
思
っ
た
︒
青
春
の
回
想
の
甘
さ
は
終
り
︑
新
し
い
現
実
が
私
に
向

き
直
っ
て
来
た
や
う
に
思
わ
れ
た
︒
／
風
は
木
の
梢
に
は
げ
し
く
突
っ
掛
っ

て
い
た
︒﹂
と
い
う
作
品
末
尾
の
文
章
が
︑
現
在
も
夕
陽
丘
に
残
る
口
縄
坂

の
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
﹁
木
の
都
﹂
に
も
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
は
登

場
す
る
︒

あ
る
日
名
曲
堂
か
ら
葉
書
が
来
た
︒
お
探
し
の
レ
コ
ー
ド
が
手
に
は

い
っ
た
か
ら
︑
お
暇
の
時
に
寄
っ
て
く
れ
と
娘
さ
ん
の
字
ら
し
か
っ
た
︒

ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
を
デ
ュ
パ
ル
ク
の
作
曲
で
パ
ン
セ

ラ
が
歌
っ
て
い
る
古
い
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
た
︒
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
私
は

京
都
に
い
た
時
分
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
頃
私
の
下
宿
へ
時
々
な
ん
と

な
く
遊
び
に
来
て
い
た
女
の
ひ
と
が
誤
っ
て
割
っ
て
し
ま
い
︑
そ
し
て

そ
の
ひ
と
は
そ
れ
を
苦
に
し
た
の
か
そ
れ
き
り
顔
を
見
せ
な
く
な
っ
た
︒

肩
が
ず
ん
ぐ
り
し
て
︑
ひ
ど
い
近
眼
で
あ
っ
た
が
︑
二
年
前
そ
の
妹
さ

ん
が
ど
う
し
て
私
の
こ
と
を
知
っ
た
の
か
︑
そ
の
ひ
と
の
死
ん
だ
こ
と

を
知
ら
せ
て
く
れ
た
時
︑
私
は
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
想
い
が
し
た
︒
そ

ん
な
わ
け
で
な
つ
か
し
い
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
︒︵﹁
木
の
都
︵

︶
﹂︶

20

女
性
が
レ
コ
ー
ド
を
割
っ
て
い
た
り
細
部
は
異
な
る
も
の
の
︑﹁
木
の
都
﹂

の
織
田
自
身
と
思
し
き
主
人
公
の
体
験
は
︑
そ
の
ま
ま
﹁
姉
妹
﹂
の
喜
美
子

と
佐
藤
と
の
関
係
を
物
語
る
挿
話
へ
と
連
な
っ
て
い
る
︒
発
表
順
で
言
う
と

﹁
姉
妹
﹂
が
先
で
あ
る
た
め
︑
そ
こ
か
ら
ま
た
別
の
物
語
で
あ
る
﹁
木
の

都
﹂
が
派
生
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
姉
妹
﹂
が
甘
い
思
い
出
で
あ
る
の

に
対
し
︑﹁
木
の
都
﹂
の
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
苦
い
思
い
出
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
に
登
場
す
る
矢
野
名
曲
堂
は
︑﹁
木
の
都
﹂
も
源
泉
と
な
っ
た
﹁
四

つ
の
都
﹂
に
も
登
場
す
る
︒﹁
四
つ
の
都
﹂
は
川
島
雄
三
の
初
監
督
作
品
で

あ
る
﹃
還
っ
て
き
た
男
﹄︵
一
九
四
四
年
七
月
二
〇
日
公
開
︶
の
原
作
と

な
っ
た
が
︑
原
作
者
の
織
田
が
言
う
に
は
︑
六
分
の
五
が
﹁
木
の
都
﹂
か
ら

で
︑
六
分
の
一
が
別
の
作
品
︑﹁
清
楚
﹂︵﹁
大
阪
新
聞
﹂
に
て
連
載
︑
一
九

四
三
年
九
月
に
輝
文
館
よ
り
出
版
︶
か
ら
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
﹁
四
つ
の
都
﹂
に

21

も
南
方
へ
と
行
く
女
性
教
師
が
登
場
し
て
い
る
︒

十
吉
﹁
尾
形
さ
ん
︑
あ
ん
た
は
南
方
へ
日
本
語
を
教
え
に
行
く
ん
で
す

か
？
﹂

清
子
﹁
え
っ
？
﹂

狼
狽
す
る
︒

十
吉
﹁
そ
の
銓
衡
試
験
を
受
け
た
ん
で
し
ょ
う
？
﹂

清
子
︑
益
々
狼
狽
す
る
︒

十
吉
︑
清
子
に
新
聞
を
渡
す
︒

十
吉
﹁
合
格
者
の
名
前
が
出
て
い
ま
す
よ
﹂︵
⁝
︶
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清
子
﹁︵
⁝
︶
私
は
た
ゞ
兄
の
戦
死
し
た
土
地
で
働
き
た
い
一
心
な
の
︒

︵
⁝
︶﹂

﹁
清
楚
﹂
で
も
兄
を
戦
争
で
亡
く
し
た
女
性
教
師
・
中
瀬
古
清
子
︵

︶
が
登
場
す

22

る
が
︑
こ
の
挿
話
は
出
て
こ
な
い
︒
こ
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
相
手
︑
新

聞
記
者
の
蜂
谷
十
吉
は
︑
後
に
自
身
が
清
子
よ
り
も
先
に
南
方
へ
と
行
く
こ

と
を
告
げ
に
来
る
︒

十
吉
﹁
僕
は
あ
ん
た
よ
り
一
足
先
き
に
南
方
へ
行
く
事
に
な
っ
た
︑
報

道
班
員
だ
︒
あ
ん
た
に
会
い
た
い
た
め
に
南
方
へ
行
く
と
思
わ
れ
て
も

構
わ
ぬ
︑
事
実
そ
ん
な
気
持
が
な
い
で
も
な
い
︑
然
し
行
け
ば
大
い
に

働
く
つ
も
り
だ
︑
あ
ん
た
に
会
え
な
く
て
も
構
わ
ぬ
と
思
っ
て
い
る
﹂

こ
れ
に
対
し
︑
清
子
は
﹁
向
う
で
会
い
ま
し
ょ
う
ね
﹂
と
応
え
る
の
で
あ
る

が
︑﹁
清
楚
﹂
に
は
蜂
谷
十
吉
に
相
当
す
る
人
物
は
出
て
こ
な
い
︒﹁
清
楚
﹂

で
は
兄
の
死
を
告
げ
に
来
た
正
平
に
心
を
寄
せ
る
が
︑
彼
は
自
分
の
同
僚
で

あ
る
小
谷
菊
代
の
見
合
い
相
手
で
︑
最
後
は
正
平
の
電
話
越
し
の
求
婚
に
菊

代
も
応
え
る
こ
と
で
物
語
は
終
わ
る
︒
こ
れ
は
﹁
四
つ
の
都
﹂
で
も
同
様
で

︵
た
だ
し
︑
菊
代
と
い
う
名
で
は
な
く
小
谷
初
枝
︵

︶
︶︑﹁
清
楚
﹂
で
は
清
子
は

23

失
恋
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
︑
南
方
で
死
ん
だ
兄

を
思
う
あ
ま
り
に
自
身
も
南
方
へ
行
こ
う
と
す
る
女
性
教
師
に
寄
り
添
う
よ

う
に
︑
南
方
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
新
聞
記
者
を
新
た
に
登
場
人
物
に

加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
︵

︶
︒
無
論
︑
そ
れ
は
決
し
て
楽
観
的
な
未
来
を
指
向

24

す
る
も
の
で
は
な
く
︑
清
子
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
南
方
と
は
兄
が
戦

死
し
た
地
で
あ
り
︑
ま
さ
に
戦
争
の
最
前
線
な
の
で
あ
る
︒

こ
れ
も
不
思
議
な
こ
と
に
︑﹁
四
つ
の
都
﹂
で
は
い
く
つ
か
曲
名
は
出
て

く
る
も
の
の
︑
先
に
挙
げ
た
パ
ン
ゼ
ラ
に
つ
い
て
は
登
場
し
な
い
︒
む
し
ろ

﹁
木
の
都
﹂
で
具
体
的
に
名
が
出
て
く
る
の
は
︑
デ
ュ
パ
ル
ク
の
作
曲
し
た

パ
ン
ゼ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
で
あ
る
︒
こ
の

﹁
木
の
都
﹂
と
そ
れ
を
変
奏
し
た
﹁
四
つ
の
都
﹂
と
の
関
係
を
︑﹁
旅
へ
の
誘

い
﹂
と
そ
の
改
作
で
あ
る
﹁
姉
妹
﹂
と
の
関
係
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
︑

興
味
深
い
事
実
に
気
が
つ
く
︒﹁
四
つ
の
都
﹂
や
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
南

方
派
遣
日
本
語
教
員
の
挿
話
が
出
て
き
た
代
わ
り
に
パ
ン
ゼ
ラ
の
歌
う
レ

コ
ー
ド
が
消
え
︑﹁
木
の
都
﹂
で
は
パ
ン
ゼ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
が
登
場
し
て
い

る
も
の
の
︑
南
方
派
遣
日
本
語
教
員
の
挿
話
は
出
て
こ
な
い
︒
こ
の
挿
話
は

﹁
四
つ
の
都
﹂
の
も
う
一
つ
の
源
流
︑﹁
清
楚
﹂
の
登
場
人
物
と
結
び
つ
く
こ

と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
両
方
を
兼
ね
備
え
て
い
る
作
品
は
﹁
姉
妹
﹂
し
か
な

い
︒
無
論
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
が
登
場
す
る
作
品
も
︑
南
方
派

遣
日
本
語
教
員
が
登
場
す
る
作
品
も
︑
織
田
の
作
品
全
体
か
ら
す
れ
ば
少
な

い
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
織
田
作
之
助
と
い
う
作
家
を
考
慮
す
る
上
で
そ
こ

ま
で
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
と
い
う
論
駁
も
あ
り
う
る
だ
ろ

う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
現
に
織
田
が
作
品
の
改
作
や
変
奏
を
行
う
上
で
︑
双

方
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
い
は
抹
消
さ
れ
︑
あ
る
い
は
追
加
さ
れ
て
い
る
の
は

紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
︑
織
田
作
之
助
と
い
う
作
家
の
創
作
方
法
の
一
端

を
そ
の
細
部
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

四

﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の

m
a
s
œ
u
r
の
訳
語
と
織
田
へ
の
影
響

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
と
い
う
題
名
の
つ
い
た
詩
は
二
つ
あ

る
︒﹃
悪
の
華
﹄
に
収
録
さ
れ
た
韻
文
詩
︵
初
出
は

L
a
R
ev
u
e
d
es
D
eu
x
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M
o
n
d
es,
1
8
5
5
.6︶
と
は
別
に
︑
同
名
の
散
文
詩
︵
初
出
は

R
ev
u
e
fa
n
ta
i-

siste,
1
8
6
1
.1
1︶
が
あ
り
︑
先
行
研
究
で
は
ど
ち
ら
か
一
方
を
語
る
上
で
も

や
は
り
両
者
を
俎
上
に
上
げ
て
い
る
︒
織
田
も
言
及
し
た
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の

歌
っ
て
い
る
の
は
﹃
悪
の
華
﹄
所
収
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
あ
る
が
︑
‘M
o
n

e
n
fa
n
t,
m
a
sœ
u
r,’と
い
う
詩
句
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
冒
頭
︑
こ
の
﹁
姉

妹
﹂
を
表
す

m
a
sœ
u
r
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒
試
み
に

L
e
G
ra
n
d
R
o
b
ert
d
e
la
la
n
g
u
e
fra
n
ça
ise
︵
2
e
ed
.︶
で

sœ
u
r
を
引
く

と
︑﹁︵
普
通
名
詞
︶
姉
妹
を
想
起
し
う
る
優
し
さ
を
持
つ
人
に
与
え
た
名

前
︵

︶
﹂
と
し
て
第
三
義
と
し
て
出
て
き
て
お
り
︑
そ
の
用
例
と
し
て
ま
さ
に
こ

25の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
句
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
フ
ラ
ン
ス
の
辞
書

で
も
扱
い
か
ね
た
故
の
苦
肉
の
策
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒

中
堀
浩
和
は
︑﹁
第
�
詩
節
は
郷
愁
の
念
に
か
ら
れ
た
主
人
公
が
深
い
憂

愁
に
捕
ら
わ
れ
た
自
ら
の
魂
に
語
り
か
け
る
か
の
よ
う
に
︑
恋
人
と
思
え
る

女
性
に
向
か
っ
て
﹁
わ
が
児
︑
わ
が
妹
﹂︵
l.1︶
と
確
信
の
な
い
口
調
で
呼

び
か
け
る
︒︵
⁝
︶﹁
わ
が
児
﹂
M
o
n
e
n
fa
n
t︑﹁
わ
が
妹
﹂
m
a
sœ
u
r
と
い

う
言
い
ま
わ
し
は
〝
ベ
ル
ト
の
眼
〟
L
e
s
Y
e
u
x
d
e
B
a
rth
e
や
〝
陽
気
す

ぎ
る
夫
人
に
〟
A
c
e
lle
q
u
i
e
st
tro
p
g
a
ie
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る

が
︑
こ
の
表
現
か
ら
は
な
ま
な
ま
し
く
︑
官
能
的
な
男
女
の
愛
は
感
じ
ら
れ

な
い
︒
優
し
い
表
現
で
は
あ
る
が
そ
れ
だ
け
に
弱
々
し
い
︒︵
⁝
︶
理
想
の

国
は
相
手
の
女
性
に
似
た
国
で
あ
る
が
︑
相
手
の
女
性
は
黙
し
て
語
ら
な
い
︒

ど
の
よ
う
な
女
性
な
の
だ
ろ
う
か
⁝
⁝
漠
と
し
た
﹁
わ
が
児
︑
わ
が
妹
﹂
と

い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
逆
に
恋
人
に
投
影
し
て
︑
い
と
わ
し
き
女
性
像
を

思
い
描
か
せ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵

︶
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
わ
が
児
︑
わ
が
妹
﹂
と

26

は
恋
人
の
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
︑
明
示
は
せ
ず
に
︑
そ
の
﹁
確
信
の
な

い
﹂﹁
漠
と
し
た
﹂
表
現
な
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
北
村
卓
が
扱
う
の
は
散
文
詩
の
方
で
あ
る
が
︑﹁
ま
た
そ
の
テ
ー

マ
は
︑
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
愛
す
る
女
性
を
理
想
の
国
へ
と
誘

う
こ
と
︑
も
う
少
し
正
確
に
言
う
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
移
り
住
み
︑
愛
し
合
い
︑

そ
し
て
死
ぬ
︑
そ
う
し
た
理
想
郷
へ
の
旅
へ
の
誘
い
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
の

よ
う
に
︑
楽
園
へ
の
﹁
脱
出
﹂
é
v
a
sio
n
を
主
題
と
す
る
作
品
で
あ
る
と
同

時
に
︑
こ
の
国
が
恋
人
で
あ
る
女
性
の
存
在
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
︑
詩
人
の

想
像
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
暗

示
さ
れ
て
い
る
︒﹂
と
し
て
い
る
︵

︶
︒
散
文
詩
と
な
っ
て
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

27

婉
曲
な
表
現
か
ら
恋
人
と
明
示
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
で
は
︑
韻

文
詩
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
冒
頭
︑
‘M
o
n
e
n
fa
n
t,m
a
sœ
u
r,’は
︑
日
本
で
は

ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
き
た
の
か
︒

戦
前
に
お
け
る
﹃
悪
の
華
﹄
の
翻
訳
を
見
て
み
る
と
︑
馬
場
睦
夫
訳
﹃
ボ

オ
ド
レ
エ
ル
詩
集

悪
の
華
﹄︵
洛
陽
堂
︑
一
九
一
九
年
︶
の
よ
う
な
初
期

の
も
の
に
し
て
も
︑
織
田
と
同
時
代
に
出
た
大
宰
徹
雄
訳
﹃
新
訳

悪
の

華
﹄︵
京
文
社
書
店
︑
一
九
四
一
年
︶
に
し
て
も
︑﹁
妹
﹂
と
し
て
訳
し
て
お

り
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
﹁
恋
人
﹂
と
捉
え
る
こ
と
が
前
提
の
上
で
の
訳
出
の

よ
う
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
は
織
田
の
旧

蔵
書
が
あ
り
︑
Ｈ
Ｐ
で
そ
の
目
録
が
検
索
で
き
る
︵

︶
が
︑
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
項

28

目
の
中
に
河
出
書
房
版
﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
﹄︵
一
九
三
九
年
︶
の
四
巻

だ
け
あ
る
︵

︶
も
の
の
︑
そ
れ
は
佐
藤
正
彰
訳
の
﹁
浪
曼
派
芸
術
論
﹂
で
あ
っ
て
︑

29

﹃
悪
の
華
﹄
で
は
な
い
︒
他
に
世
界
文
学
全
集
の
類
が
︑
揃
い
で
は
な
く
数
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冊
ず
つ
あ
る
︵

︶
が
︑
い
ず
れ
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
は
な
い
︒
ゆ
え
に
︑
織
田
が

30

何
を
参
照
し
た
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
の
だ
が
︑
当
時
の
訳
出
の
状
況
か
ら

鑑
み
る
に
︑﹁
妹
﹂
と
し
て
い
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま

た
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
の
恩
恵
も
あ
る
の
や
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
詩

は
織
田
以
外
の
文
学
者
も
惹
き
付
け
た
よ
う
で
︑
自
作
に
取
り
入
れ
た
り
︑

言
及
し
た
り
し
て
い
る
︒
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
た
い
︒

遠
藤
周
作
は
︑﹃
女
の
一
生

二
部
・
サ
チ
子
の
場
合
﹄
に
お
い
て
︑
以

下
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る
︒

﹁
サ
ッ
ち
ゃ
ん
︑
聞
か
ん
ね
﹂

三
年
前
と
同
じ
よ
う
に
修
平
は
膝
の
上
に
お
い
た
本
を
ひ
ろ
げ
て
朗

読
し
は
じ
め
た
︒

恋
人
よ

思
い
み
よ

か
の
国
を

二
人
し
て
住
む

楽
し
さ

か
し
こ
に
て

の
ど
か
に
愛
し

愛
し
て
死
な
ん
⁝
⁝

﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
て
い
う
詩
人
の
詩
た
い
︒﹃
旅
へ
の
誘
い
﹄
て
い
う
題

さ
︵

︶
﹂
31

フ
ラ
ン
ス
文
学
者
で
あ
り
︑
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
も
知
ら
れ
た
河
盛
好

蔵
は
︑こ

の
な
か
で
私
が
最
も
好
ん
で
聴
く
の
は
﹁
旅
の
い
ざ
な
い
﹂
と
︑

﹁
家
の
な
い
子
ど
も
た
ち
の
ク
リ
ス
マ
ス
﹂
で
あ
る
︒

︵
⁝
︶︽
わ
が
児
︑
わ
が
妹
︾
と
い
う
静
か
な
呼
び
か
け
か
ら
︑︽
夢
に

見
よ
︑
か
の
国
に
行
き
︑
ふ
た
り
し
て
住
む
心
地
よ
さ
︾︵
鈴
木
信
太

郎
訳
︶
と
︑
次
第
に
大
海
原
に
船
が
乗
り
出
し
て
ゆ
く
よ
う
に
︑
幅
が

広
く
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
音
楽
に
ゆ
ら
れ
て
ゆ
く
心
地
よ
さ
︑
そ
の
夢

見
ご
こ
ち
︵

︶
︒
32

と
︑
鈴
木
信
太
郎
の
訳
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
︒

福
永
武
彦
は
︑
パ
ン
ゼ
ラ
の
歌
う
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒

そ
の
よ
う
な
時
に
僕
は
ま
た
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
を
思
い
出
し
た
︒
僕

は
ど
ん
な
に
長
く
そ
れ
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
か
︒
あ
の
一
枚
の
レ
コ
ー

ド
︑
そ
の
中
か
ら
魔
法
の
よ
う
に
流
れ
出
て
来
る
パ
ン
ゼ
ラ
の
声
︒

︵
⁝
︶
次
に
掲
げ
る
の
が
こ
の
詩
の
第
一
節
と
第
三
節
と
で
あ
る
︒

愛
す
る
妹
︑

い
と
し
い
子
と
︑

行
こ
う
︑
二
人
し
て
暮
ら
す
た
め
に
︑︵
⁝
︵

︶
︶
33

こ
の
よ
う
に
︑
訳
は
三
者
三
様
で
あ
り
︑
冒
頭
の
‘M
o
n
e
n
fa
n
t,m
a
sœ
u
r,’

だ
け
で
も
か
な
り
違
っ
て
い
る
︒
遠
藤
の
も
の
は
意
訳
で
き
っ
ぱ
り
恋
人
と

言
い
切
っ
て
お
り
︑
河
盛
は
鈴
木
信
太
郎
の
訳
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る

が
︑
こ
れ
は
﹁
わ
が
児
︑
わ
が
妹
﹂
と
︑
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
訳
と
い
え
よ

う
︒
福
永
の
も
の
は
﹁
愛
す
る
妹
︑
い
と
し
い
子
と
︑﹂
と
︑
原
詩
と
順
番

が
逆
と
な
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑﹁
子
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
児
﹂︶
や
﹁
妹
﹂
と
表
現
し
て
い
る
の
に
︑

そ
れ
が
﹁
恋
人
﹂
を
指
す
こ
と
自
体
を
疑
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
︒
こ
の
異

口
同
音
の
不
思
議
さ
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
が
︑
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堀
口
大
学
の
﹃
悪
の
華
﹄
翻
訳
で
あ
る
︒
堀
口
は
冒
頭
の
詩
句
に
つ
い
て
︑

わ
ぎ
妹も

子こ

よ
︑
わ
が
恋
人
よ
︑

思
ひ
み
よ
︑
そ
の
楽
し
さ
を
︑

も
ろ
共
に
わ
れ
等
ゆ
き
︑
か
の
国
に
住
み
！
︵
⁝
︵

︶
︶
34

と
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
わ
ぎ
妹
子
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
想
起
で
き
る
の

は
︑
現
代
的
な
詩
よ
り
は
︑
む
し
ろ
古
代
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
吾
妹
子
﹂

と
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
も
一
二
五
首
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
妻
や
恋
人

の
こ
と
を
指
す
表
現
な
の
で
あ
る
︵

︶
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑

35

﹁
妹い
も

﹂
の
第
一
義
は
当
然
﹁
男
性
の
側
か
ら
︑
同
腹
の
姉
妹
を
呼
ぶ
語
︒
年

齢
の
上
下
に
関
係
な
く
︑
姉
を
も
妹
を
も
呼
ぶ
︒﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
︑

第
二
義
に
は
︑﹁
男
性
か
ら
結
婚
の
対
象
と
な
る
女
性
︑
ま
た
は
︑
結
婚
を

し
た
相
手
の
女
性
を
さ
す
称
︒
恋
人
︒
妻
︒﹂
と
あ
る
︵

︶
︒
‘M
o
n
e
n
fa
n
t,
m
a

36

sœ
u
r,’と
︑
こ
の
呼
び
か
け
は
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
一
呼
吸
置
い
て
い
る
の
で
︑

別
々
に
訳
す
の
が
本
来
な
の
だ
ろ
う
が
︑
堀
口
は
あ
え
て
古
典
的
な
表
現
で

﹁
子
﹂
と
﹁
妹
﹂
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
古
来
の
恋
人

の
表
現
に
置
き
換
え
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
わ
ざ
わ
ざ
﹁
わ
ぎ
﹂
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
読
者
に
そ
れ
が
古
典
的
な
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
示
唆
を
も
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

も
し
か
す
る
と
︑
他
の
日
本
人
受
容
者
た
ち
が
﹁
妹
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の

に
﹁
恋
人
﹂
と
し
て
特
に
問
題
視
し
て
い
な
い
の
も
︑
日
本
語
の
こ
の
よ
う

な
特
性
が
あ
る
故
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
元
々
の

sœ
u
r
に
は
﹁
姉
﹂
の

意
味
も
あ
る
は
ず
な
の
に
︑
決
ま
っ
て
﹁
妹
﹂
と
訳
し
て
い
る
の
も
︑
同
様

の
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ち
な
み
に
︑
品
川
は
織
田
へ
の

追
悼
文
の
中
で
︑
自
身
の
訳
を
披
露
し
て
い
る
︒

私
の
恋
人
よ
︑﹁
妹
﹂
よ
思
っ
て
も
見
よ
︒

あ
そ
こ
へ
行
っ
て
︑
二
人
一
緒
に
住
む
こ
と
の
楽
し
さ
を
！

や
は
り
こ
こ
で
も
﹁
妹
﹂
が
そ
の
ま
ま
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で

sœ
u
r
の
訳
語
に
つ
い
て
長
々
と
分
析
し
て
き
た
が
︑
と
い
う

の
も
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
姉
を
亡
く
し
た
﹁
妹
﹂
が
︑
そ
し
て
︑﹁
四
つ

の
都
﹂
で
も
兄
を
亡
く
し
た
﹁
妹
﹂
が
南
方
へ
赴
任
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑

そ
こ
に
こ
の
日
本
語
に
お
け
る
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
受
容
が
関
係
し
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
語

の
全
く
読
め
な
い
織
田
作
︵

︶
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
耳
か
ら
受
容
し
た
の
は
パ
ン

37

ゼ
ラ
の
歌
う
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
目
か
ら
受
容
し
た

の
は
日
本
語
の
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
際
に
︑

詩
が
元
々
有
し
て
い
た
恋
人
の
意
味
が
落
ち
︑
訳
に
頻
出
す
る
﹁
妹
﹂
の
文

字
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
織
田

自
身
に
と
っ
て
︑
南
方
に
赴
任
し
て
行
っ
た
の
は
妻
の
﹁
姉
﹂
で
あ
る
︒
そ

れ
を
︑
庇
護
者
を
亡
く
し
た
﹁
妹
﹂
と
設
定
し
直
す
こ
と
に
よ
り
︑
寄
る
辺

な
き
身
の
上
が
旅
へ
と
誘
わ
れ
る
と
い
う
発
想
に
至
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
日
本
語
教
員
の
南
方
派

遣
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
︑
女
性
が
一
人
で
海
外
へ
と
赴
く
こ
と
の
正
当
な
理

由
と
し
て
目
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
四
つ
の
都
﹂
で
は
南
方

の
地
で
男
女
が
再
会
を
約
束
し
て
い
る
点
に
希
望
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る

が
︑
同
時
に
そ
こ
は
戦
争
の
最
前
線
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
︒
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五

お
わ
り
に

原
詩
が
﹁
恋
人
﹂
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
織
田
が
全
く
無
視
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
︑﹁
姉
妹
﹂
に
お
い
て
姉
の
恋
人
と
は
言
え
な
い
ま
で

も
異
性
と
の
思
い
出
の
一
コ
マ
と
し
て
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
利
用
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
時
点
で
は
確
か
に
パ
ン
ゼ
ラ
の
﹁
旅
へ
の

誘
い
﹂
は
姉
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際
に
﹁
旅
へ
の
誘

い
﹂
に
応
え
た
の
は
南
方
派
遣
日
本
語
教
員
に
応
募
し
た
妹
の
方
で
あ
っ
た
︒

姉
は
男
性
に
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
同
地
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
妹
を
養
え
た
の
で
あ
る
︒
先
に
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
レ
コ
ー
ド
に
つ

い
て
姉
と
男
性
と
の
甘
い
思
い
出
と
述
べ
た
が
︑
も
し
か
す
る
と
旅
に
誘
わ

れ
て
も
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
辛
い
思
い
出
に

転
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
が
﹁
あ
の
人
は
こ
の
本
を
残
し
て
︑

去
っ
て
行
っ
た
﹂
の
紙
片
と
い
う
形
で
表
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の

点
を
﹁
即
興
詩
人
﹂
が
登
場
す
る
意
味
と
と
も
に
読
み
込
め
な
か
っ
た
こ
と

や
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
の
冒
頭
の
み
で
分
析
を
行
い
︑
詩
全
体
を
通
し
て
の

解
釈
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
︑
今
回
の
分
析
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
も
多
々
あ
る
が
︑
他
稿
に
譲
り
た
い
︒

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
に
お
い
て
想
定
し
て
い
る
︑
そ
の
目

的
地
と
は
﹁
オ
ラ
ン
ダ
﹂
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑

教
師
た
ち
が
派
遣
さ
れ
た
﹁
南
方
﹂
と
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
も
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
南
方
に
派
遣
さ
れ
た
教
師
た
ち
︱
そ
の
中

に
は
伊
都
子
も
含
ま
れ
て
い
る
︱
の
目
的
地
の
中
に
は
︑
本
国
で
は
な
い
に

し
て
も
︑
か
つ
て
の
﹁
オ
ラ
ン
ダ
﹂
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
知
っ
て
い
て
︑
織
田
が
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
を
自
作
に
取
り

入
れ
た
と
ま
で
考
え
る
の
は
︑
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
織
田
の
﹁
旅
へ
の

誘
い
﹂
受
容
か
ら
鑑
み
る
に
躊
躇
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
興
味
深
い
一
致

で
は
あ
る
︒

注
︵
�
︶

太
平
洋
戦
争
開
戦
以
前
に
も
︑
﹁
朝
日
新
聞
﹂
一
九
四
〇
年
九
月
一
四
日

付
朝
刊
の
﹁
南
方
問
答
﹂
と
い
う
枠
組
に
お
い
て
︑
南
方
で
の
小
学
校
教
員

に
な
る
方
法
を
問
う
投
書
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
南
洋
庁
出
張
事

務
所
が
毎
年
募
集
し
て
い
る
よ
う
で
︑
そ
の
他
日
本
人
が
多
数
在
籍
し
て
い

る
﹁
タ
イ
国
︑
マ
レ
ー
︑
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
︑
ジ
ヤ
ヴ
ア
等
﹂
に
つ
い
て
は
︑

当
地
の
在
留
日
本
人
会
が
経
営
し
て
い
る
在
外
指
定
小
学
校
が
あ
り
︑
各
地

の
日
本
人
会
が
個
別
に
申
請
し
︑
地
方
長
官
が
外
務
省
と
文
部
省
に
適
任
者

を
推
薦
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
問
い
合
わ
せ
先
も
国
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
お
り
︑
一
括
管
理
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

︵
�
︶

次
年
以
降
も
︑﹁
血
書
志
願
や
七
十
翁

南
方
派
遣
教
員
銓
衡
始
る
﹂︵
一

九
四
三
年
二
月
六
日
︶
な
ど
の
記
事
が
散
見
さ
れ
︑
こ
の
講
習
会
は
最
後
の

一
九
四
四
年
六
月
ま
で
に
八
回
開
催
さ
れ
た
︒
松
永
典
子
﹃﹁
総
力
戦
﹂
下

の
人
材
養
成
と
日
本
語
教
育
﹄
︵
花
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︶
第
四
章
﹁﹁
南

方
﹂
派
遣
日
本
語
教
育
要
員
の
﹁
練
成
﹂﹂
参
照
︒

︵
�
︶

初
出
は
﹃
令
女
界
﹄
一
九
四
三
年
一
一
月
号
︑
引
用
は
﹃
定
本
織
田
作
之

助
全
集

第
五
巻
﹄
︵
文
泉
堂
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶︒

︵
�
︶

初
出
は
﹃
映
画
評
論
﹄
第
一
巻
第
四
号
︵
一
九
四
四
年
四
月
︶︒
全
集
未

収
録
で
あ
り
︑
引
用
は
﹃
俗
臭

織
田
作
之
助
﹇
初
出
﹈
作
品
集
﹄︵
イ
ン
パ

ク
ト
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶︒
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︵
�
︶
﹁
﹃
姉
妹
﹄
の
女
主
人
公
は
日
本
語
教
育
要
員
と
し
て
南
方
へ
派
遣
さ
れ
る

が
︑
こ
れ
は
一
枝
の
姉
宮
田
節
子
の
こ
と
で
あ
る
︒
す
で
に
東
京
で
講
習
を

受
け
て
お
り
︑
翌
十
九
年
一
月
に
ジ
ャ
ワ
へ
行
く
︒﹂︵
大
谷
晃
一
﹃
織
田
作

之
助
︱
生
き
︑
愛
し
︑
書
い
た
︒﹄
沖
積
社
︑
二
〇
一
三
年
︶

︵
�
︶

拙
稿
﹁
小
栗
風
葉
﹃
青
春
﹄
に
見
る
男
性
領
域
へ
の
侵
犯
と
女
性
教
師
の

周
縁
化
﹂︑
武
田
佐
知
子
編
﹃
交
錯
す
る
知
︱
衣
装
・
信
仰
・
女
性
︱
﹄︵
思

文
閣
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︶
参
照
︒

︵
�
︶

宮
脇
弘
幸
︑
百
瀬
侑
子
﹁
南
方
占
領
地
に
お
け
る
日
本
語
普
及
と
日
本
語

教
育
﹂︵﹃
成
城
文
芸
﹄
一
三
〇
号
︑
一
九
九
〇
年
︶
や
︑
前
述
の
松
永

﹃
﹁
総
力
戦
﹂
下
の
人
材
養
成
と
日
本
語
教
育
﹄
な
ど
︒
な
お
︑
現
地
で
使
用

さ
れ
た
教
科
書
は
倉
沢
愛
子
編
﹃
南
方
軍
政
関
係
資
料
⑨
日
本
語
教
科
書
﹄

︵
龍
渓
社
︑
一
九
九
三
年
︶
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
︒

︵
	
︶
﹁
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
の
他
あ
や
ん
﹂
で
は
な
く
﹁
刺
青
の
他
あ
や
ん
﹂
こ
と
︑

同
姓
同
名
の
佐
渡
島
他
吉
は
︑
そ
れ
以
前
に
発
表
の
﹁
立
志
傳
﹂︵﹃
文
藝
﹄

一
九
四
一
年
七
月
︶
に
も
登
場
す
る
が
︑
こ
ち
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
帰
り
で
は

な
い
︒

︵


︶

尾
崎
名
津
子
﹁
記
憶
と
規
範
の
︿
フ
ィ
リ
ピ
ン
﹀
︱
織
田
作
之
助
﹃
わ
が

町
﹄
論
︱
﹂︵﹃
三
田
國
文
﹄
五
四
号
︑
二
〇
一
一
年
︶

︵

︶
﹃
定
本
織
田
作
之
助
全
集
﹄
で
は
︑
第
六
巻
﹁
掌
編
﹂
中
の
一
篇
と
し
て

10

収
録
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

た
だ
し
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
下
の
名
は
正
助
︒
作
中
名
前
が
変
更
に

11

な
ら
な
い
の
は
喜
美
子
の
み
で
あ
る
︒
な
お
︑﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
﹁
田

中
道
子
﹂
が
正
し
い
名
で
あ
り
︑
新
聞
で
﹁
田
村
道
子
﹂
に
間
違
え
ら
れ
る

よ
う
に
︑﹁
姉
妹
﹂
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
姉
妹
﹂
で
は
喜
美
子

の
姓
は
柘
植
で
あ
り
︑
結
婚
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
姉
妹
で
姓
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
さ
れ

て
い
な
い
︒
あ
る
い
は
そ
れ
が
︑﹁
姉
妹
﹂
で
書
か
れ
て
い
る
﹁
家
庭
の
情

況
﹂
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
で
は
姉
妹
で
姓
が
異
な
る
よ
う
に
は

書
か
れ
て
い
な
い
︒

︵

︶

後
に
も
触
れ
る
﹁
木
の
都
﹂
に
は
﹁
私
の
第
二
の
青
春
の
町
で
あ
つ
た
京

12

都
の
吉
田
﹂
と
あ
り
︑
卒
業
こ
そ
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
︑
第
三
高
等
学
校

に
通
っ
て
い
た
織
田
に
と
っ
て
学
生
時
代
と
吉
田
と
は
分
か
ち
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

︵

︶

な
お
︑
﹁
即
興
詩
人
﹂
も
ア
ン
ト
ニ
オ
と
ア
ヌ
ン
チ
ヤ
タ
と
が
互
い
の
放

13

浪
の
末
に
再
会
し
た
も
の
の
︑
ア
ヌ
ン
チ
ヤ
タ
は
す
ぐ
に
息
を
引
き
取
っ
て

し
ま
う
物
語
で
あ
り
︑
こ
れ
は
喜
美
子
と
佐
藤
と
の
関
係
と
も
︑
ま
た
︑
喜

美
子
と
伊
都
子
の
姉
妹
の
関
係
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
り
︑
本
来
で
あ
れ
ば

本
稿
で
も
扱
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
︑﹁
四
つ
の
都
﹂
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
︑

そ
し
て
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
︑
今
回
は
そ
れ
を
も
含
め
て
の
分
析
に
ま
で
は

至
れ
な
か
っ
た
︒
指
摘
を
い
た
だ
い
た
吉
田
大
輔
氏
に
︑
こ
の
場
を
借
り
て

謝
意
を
示
し
た
い
︒

︵

︶
﹃
世
界
文
学
﹄
一
九
四
六
年
五
・
六
月
号
に
連
載
︑
引
用
は
﹃
定
本
織
田

14

作
之
助
全
集

第
六
巻
﹄︵
文
泉
堂
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶
︒

︵

︶

青
木
正
美
﹃
古
本
屋
奇
人
伝
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
一
九
九
三
年
︶
二
一
五

15

頁
︒

︵

︶

品
川
力
﹃
古
書
巡
礼
﹄
︵
青
英
社
︑
一
九
八
二
年
︶
二
四
一
頁
︒

16
︵

︶

パ
ン
ゼ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
語
っ
て
い
る
︒

17

彼
は
﹁
音
楽
︑
声
︑
言
語
﹂
の
中
で
︑
一
時
期
パ
ン
ゼ
ラ
に
歌
を
習
っ
て
お

り
︑
辞
め
た
後
も
彼
の
声
を
﹁
数
少
な
い
︑
し
か
も
︑
技
術
的
に
不
完
全
な

レ
コ
ー
ド
を
通
し
て
﹂
︑﹁
絶
え
ざ
る
愛
の
対
象
﹂﹁
絶
え
ず
蘇
る
省
察
の
対

象
﹂
と
し
て
聴
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︵
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
︑
沢
崎
浩

平
訳
﹃
第
三
の
意
味

映
像
と
演
劇
と
音
楽
と
﹄
み
す
ず
書
房
︑
一
九
八
四

年
︶︒

︵

︶

品
川
前
掲
書
二
五
二
頁
︒

18
︵

︶

後
に
本
文
で
引
用
し
て
い
る
福
永
武
彦
の
他
に
も
︑
文
芸
評
論
家
の
粟
津

19

則
雄
﹁︽
月
の
光
︾
︱
フ
ラ
ン
ス
歌
曲
と
象
徴
派
の
詩
人
た
ち
﹂︵﹃
粟
津
則
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雄
著
作
集

V
I
音
楽
論
﹄
思
潮
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶
や
︑
歌
人
の
塚
本
邦
雄

﹁
花
隠
論
﹂︵﹃
塚
本
邦
雄
全
集


﹄
ゆ
ま
に
書
房
︑
一
九
九
九
年
︶
な
ど
に

記
載
が
あ
る
︒

︵

︶

初
出
は
﹃
新
潮
﹄
一
九
四
四
年
三
月
号
︑
引
用
は
﹃
定
本
織
田
作
之
助
全

20

集

第
五
巻
﹄︒

︵

︶
﹁
﹃
四
つ
の
都
﹄
の
起
案
よ
り
脱
稿
ま
で
﹂︑
初
出
は
﹃
映
画
評
論
﹄
第
一

21

巻
四
号
︑
引
用
は
﹃
俗
臭

織
田
作
之
助
﹇
初
出
﹈
作
品
集
﹄︒

︵

︶

中
瀬
古
と
い
う
姓
は
︑﹁
四
つ
の
都
﹂
で
は
﹁
清
楚
﹂
の
主
人
公
・
正
平

22

に
当
た
る
人
物
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
︑
清
子
は
﹁
四
つ
の
都
﹂
で
は
尾
形

清
子
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑﹁
正
平
﹂
と
い
う
名
も
﹁
庄
平
﹂
に
な
っ
て

お
り
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
四
つ
の
都
﹂
の
主
人
公
の
名
は
中
瀬
古
庄
平
で
あ
る
︒

︵

︶

初
枝
と
い
う
名
も
︑
元
々
﹁
清
楚
﹂
で
は
電
車
内
で
た
ま
た
ま
出
会
い
︑

23

実
は
自
分
に
慰
問
文
を
送
っ
て
く
れ
て
い
た
浅
間
和
子
の
娘
の
名
で
あ
っ
た

︵
和
子
自
身
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
︑
初
枝
が
和
子
の
名
を
借
り
て

送
っ
て
い
た
︶︒﹁
四
つ
の
都
﹂
で
そ
の
役
回
り
を
務
め
て
い
る
の
は
︑
矢
野

名
曲
堂
の
娘
・
葉
子
で
あ
る
︒

︵

︶

た
だ
し
︑
作
中
不
幸
に
な
ら
な
い
人
物
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
清
子

24

の
代
わ
り
に
失
恋
す
る
人
物
が
い
る
︒
そ
れ
が
矢
野
名
曲
堂
の
葉
子
で
あ
る
︒

彼
女
は
︑
慰
問
文
の
宛
先
を
訪
ね
に
来
た
庄
平
に
思
い
を
寄
せ
る
が
︑
弟
の

新
吉
が
名
古
屋
の
工
場
に
徴
集
さ
れ
た
も
の
の
︑
家
恋
し
さ
に
帰
っ
て
き
て

し
ま
う
︒
父
で
あ
る
名
曲
堂
の
主
人
・
鶴
三
は
︑
な
ら
ば
自
分
た
ち
が
名
古

屋
に
行
こ
う
と
言
い
出
し
︑
庄
平
の
こ
と
は
諦
め
る
よ
う
娘
を
諭
す
︒﹁
清

楚
﹂
で
は
す
で
に
面
識
の
あ
っ
た
浅
間
初
枝
に
対
し
て
思
い
を
寄
せ
て
い
た

の
は
正
平
な
の
だ
が
︑
初
枝
の
父
か
ら
聟
養
子
が
来
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
︑

そ
の
思
い
は
断
ち
切
ら
れ
る
︒﹁
四
つ
の
都
﹂
で
は
そ
の
立
ち
位
置
が
逆
に

な
っ
て
い
る
︒

︵

︶

原
文
は
︵
A
p
p
e
lla
tif︶
.
N
o
m

q
u
’o
n
d
o
n
n
e
à
u
n
e
p
e
rso
n
n
n
e
p
o
u
r

25

la
q
u
e
lle
o
n
a
la
te
n
d
re
sse
q
u
e
p
e
u
t
in
sp
ire
r
u
n
e
sœ
u
r.
で
あ
る
︒

︵

︶

中
堀
浩
和
﹁
旅
へ
の
誘
い
︱
韻
文
詩
と
散
文
詩
︱
﹂︵﹃
龍
谷
大
学
論
集
﹄

26

第
四
一
二
号
︑
一
九
七
八
年
︶︒

︵

︶

北
村
卓
﹁
散
文
詩
﹃
旅
へ
の
誘
い
﹄
の
位
置
﹂
︵﹃
言
語
文
化
研
究
﹄
一
五

27

号
︑
一
九
八
九
年
︶︒

︵

︶

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
﹁
織
田
文
庫
目
録
﹂
︱
w
e
b
版
︱

28h
ttp
:/
/
w
w
w
.lib
ra
ry
.p
re
f.o
sa
k
a
.jp
/
n
a
k
a
to
/
o
sa
k
a
/
o
d
a
-b
u
n
k
o
/
o
d
a
_
to
p
.

h
tm
l︵
最
終
確
認
日
：
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
︶

︵

︶

織
田
文
庫
-

29

30
9

︵

︶

織
田
文
庫
-

︑
織
田
文
庫
-

︑
織
田
文
庫
-

30

30
8

3
21

3
45

︵

︶

引
用
は
遠
藤
周
作
﹃
女
の
一
生

二
部
・
サ
チ
子
の
場
合
﹄︵
新
潮
社
︑

31

一
九
八
六
年
︶
︒

︵

︶

引
用
は
河
盛
好
蔵
﹃
私
の
随
想
選

第
七
巻

私
の
茶
話
﹄︵
新
潮
社
︑

32

一
九
九
一
年
︶
︒

︵

︶

福
永
武
彦
﹁
旅
へ
の
誘
い
﹂
︑
初
出
は
﹃
健
康
会
議
﹄
一
九
四
九
年
五
月

33

号
︑
引
用
は
﹃
福
永
武
彦
全
小
説
﹄
第
二
巻
︵
新
潮
社
︑
一
九
七
三
年
︶︒

︵

︶

堀
口
は
八
度
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
単
行
訳
詩
集
を
出
し
て
お
り
︑
引
用
し
た

34

の
は
﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
詩
集
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
五
一
年
︶
に
収
録
さ
れ
た

も
の
︒
初
訳
は
﹃
空
し
き
花
束
﹄
︵
第
一
書
房
︑
一
九
二
六
年
︶
に
︑﹁
旅
へ

の
い
ざ
な
ひ
﹂
が
唯
一
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
で
︑

そ
の
際
に
は
﹁
わ
ぎ
も
こ
﹂
と
ひ
ら
が
な
表
記
で
あ
っ
た
︒
引
用
は
﹃
堀
口

大
學
全
集

第
四
巻
訳
詩
Ⅲ
﹄︵
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒

︵

︶
﹁
吾
妹
﹂
﹁
吾
妹
児
﹂
と
い
う
表
記
も
含
め
る
︒
な
お
︑
特
に
集
中
し
て
い

35

る
の
が
全
二
〇
巻
の
う
ち
二
八
首
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
一
一
と
︑
二
二
首
収

め
ら
れ
て
い
る
巻
一
二
で
あ
る
︒

︵

︶
﹁﹁
妹
﹂
と
い
う
言
葉
は
基
本
的
に
︑
女
性
に
対
す
る
自
己
の
好
意
を
主
観

36

的
に
表
す
言
葉
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
﹂︵
櫻
井
ち
ひ
ろ
﹁
人
称
を
超
え
た

﹁
妹
﹂
の
表
現
﹂︑
﹃
同
志
社
國
文
学
﹄
第
八
六
号
︑
二
〇
一
七
年
︶

︵

︶

西
川
長
夫
﹁
織
田
作
之
助
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
︑
あ
る
い
は
京
都
の
織
田
作

37
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之
助
に
つ
い
て
﹂︵﹃
仏
文
研
究
﹄
一
七
号
︑
京
都
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ

ン
ス
文
学
研
究
会
︑
一
九
八
六
年
︶

︵
こ
は
し
・
れ
い
じ

本
学
大
学
院
助
教
︶
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