
森
鴎
外
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
論

「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
日
」
　
は
、
明
治
四
十
三
年
二
月
「
ス
バ
ル
」
　
（
第

2
年
第
2
号
）
　
に
発
表
さ
れ
た
。
単
行
本
と
し
て
は
明
治
四
十
三
年
十
月

『
濁
酒
』
（
新
潮
社
）
に
収
め
ら
れ
、
大
正
六
年
八
月
『
還
魂
録
』
（
春
陽
堂
）

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
「
明
治
四
十
三
年
日
記
」
　
に
よ
る
と
、
「
明
治
四
十
三

年
一
月
一
日
（
土
）
。
晴
。
大
阪
よ
り
宮
嶋
に
ゆ
く
夜
汽
車
の
中
に
年
を
迎

ふ
。
朝
宮
嶋
翳
に
て
下
車
し
、
中
萩
汽
船
に
乗
り
て
厳
嶋
に
わ
た
る
。
（
中

略
）
夜
宿
の
あ
る
じ
か
薦
め
に
紅
葉
漠
の
三
字
を
害
す
。
又
里
芋
と
不
動
の

目
玉
三
厩
を
草
す
」
と
あ
り
、
兵
営
と
衛
戌
病
院
視
察
の
た
め
関
西
地
方
を

旅
行
し
て
い
る
途
中
、
厳
鴫
の
宿
に
て
執
筆
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
こ

の
時
の
作
品
名
は
「
里
芋
と
不
動
の
目
玉
」
　
で
、
こ
れ
が
同
年
一
月
二
十
四

日
の
日
記
に
な
る
と
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
、
椋
鳥
通
信
の
二
稿
を
晶
印

刷
所
に
送
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
元
旦
の
厳
島
で
の
執
筆
か
ら
一
月
十
六

日
の
約
二
十
日
間
に
わ
た
る
視
察
旅
行
を
終
え
て
の
帰
宅
後
、
二
十
四
日
印

瀧

　

本

　

和

　

成

別
所
に
原
稿
を
送
る
間
に
作
品
名
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
「
東
京
化
撃
製
造
所
」
「
創
立
第
二
十
五
年
記
念
の
宴
会
」

が
芝
公
園
内
の
「
紅
葉
館
」
　
で
催
さ
れ
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
「
東
京
化
撃

製
造
所
長
」
増
田
翼
理
学
博
士
が
催
し
た
こ
の
祝
宴
は
、
一
流
旅
館
で
農
商

務
大
臣
、
大
学
総
長
、
理
科
大
学
総
長
等
数
々
の
来
賓
の
方
々
を
迎
へ
て
、

講
談
、
芝
居
、
舞
踊
、
饗
応
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
。
や
が
て
宴
会
も
お
開

き
と
な
り
、
二
人
騙
り
二
人
掃
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
廣
間
が
ひ
っ
そ
り

し
て
」
、
時
計
が
午
後
十
一
時
を
指
す
頃
、
今
日
の
主
人
増
田
博
士
は
、
彼

の
　
「
大
挙
時
代
か
ら
の
親
友
が
二
三
人
」
　
（
理
科
大
学
数
投
石
粟
博
士
等
）
　
と

「
製
造
所
の
職
員
に
な
っ
て
ゐ
る
少
壮
な
」
花
房
理
学
士
、
そ
れ
に
「
手
あ

き
の
女
中
達
大
勢
に
取
り
巻
か
れ
て
、
暫
く
一
夕
の
名
残
を
惜
ん
で
ゐ
る
」
。

そ
の
時
、
花
房
理
学
士
が
、
「
鬼
髭
に
結
っ
た
娘
」
　
を
か
ら
か
っ
た
こ
と
か

ら
話
は
、
い
つ
の
間
に
か
「
聯
憩
は
聯
怨
を
生
ん
で
、
墓
轡
の
樟
脳
の
話
が

始
ま
る
。
樺
太
の
テ
レ
ペ
ソ
油
の
話
」
が
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
や
が
て
話
は
、

増
田
博
士
の
う
え
に
収
赦
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
後
増
田
博
士
の
話
は
午
前
○

時
ま
で
続
く
。
作
品
の
配
分
か
ら
い
え
ば
、
十
四
枚
中
約
十
枚
、
約
七
十
パ
ー

セ
ン
ト
が
こ
の
後
博
士
が
語
る
部
分
で
あ
る
。

冒
頭
部
分
は
実
業
家
、
科
学
者
と
し
て
の
増
田
博
士
の
地
位
を
彼
が
築
い

た
会
社
の
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
と
い
う
場
を
借
り
て
、
そ
の
宴
会
の
規
模
、
出

席
者
の
肩
書
き
な
ど
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
成
功
を
象
徴
的
に
描
い
て

い
る
。
中
後
半
、
増
田
博
士
が
自
ら
の
生
い
立
ち
と
生
き
方
を
彼
の
兄
と
比

較
し
な
が
ら
語
っ
て
い
く
と
き
、
彼
の
実
業
家
と
し
て
の
名
声
は
、
博
士
を

取
り
囲
む
よ
う
に
聞
い
て
い
る
も
の
に
大
き
な
説
得
力
と
な
っ
て
い
る
。
増

田
博
士
に
と
っ
て
こ
の
記
念
宴
会
は
晴
の
舞
台
で
あ
り
、
自
分
の
こ
れ
ま
で

に
や
っ
．
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
る
区
切
り
の
場
所
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
作
品
の
場
所
、
時
間
、
登
場
人
物
の
設
定
は
、
す
べ
て
増
田
博
士
の
生

き
方
を
技
露
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
創
立
第
二
十
五
年

記
念
の
宴
会
」
は
ま
さ
に
そ
の
絶
好
の
「
廣
間
」
で
あ
る
。

二

こ
の
中
で
語
ら
れ
る
増
田
理
学
博
士
と
は
ど
ん
な
人
間
で
、
ど
の
よ
う
な

考
え
方
・
生
き
方
を
し
て
い
る
人
物
な
の
か
。

増
田
博
士
は
胡
座
を
掻
い
て
、
大
き
い
剛
い
目
の
目
尻
に
薮
を
寄
せ
て
、

ち
び
り
ち
び
り
飲
ん
で
ゐ
る
。
抜
け
上
が
っ
た
額
の
下
に
光
っ
て
ゐ
る

白
目
勝
の
目
は
頗
る
剛
い
。
そ
れ
に
薮
を
寄
せ
て
笑
っ
て
ゐ
る
慶
が
ひ

ど
く
優
し
い
。
比
の
矛
盾
が
博
士
の
顔
に
一
種
の
滑
稽
を
生
ず
る
。
そ

れ
で
誰
で
も
博
士
の
機
嫌
の
好
い
時
の
顔
に
勤
す
る
と
き
は
、
微
笑
を

禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
此
席
に
ゐ
る
丈
の
も
の
は
、
皆
博

士
が
人
の
功
を
奪
ふ
や
う
な
人
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
、
皆
博
士
の
此
詞
に
信
を
置
く
の
で
あ
る
。

東
京
化
学
製
造
所
長
に
な
っ
て
、
二
十
五
年
の
間
に
、
「
初
め
基
礎
の
危

か
つ
た
工
場
」
を
、
兎
に
角
今
の
地
位
ま
で
高
め
た
理
学
博
士
増
田
翼
は
、

「
大
き
い
剛
い
目
の
目
尻
」
に
「
白
目
勝
の
目
」
を
も
っ
た
「
意
志
」
の
強

そ
う
な
、
し
か
し
ど
こ
と
な
く
「
ひ
ど
く
優
し
い
」
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
の
言
動
は
、
「
信
を
置
く
」
　
に
足
り
る
も
の
と
し

て
周
囲
か
ら
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
増
田
博
士
が
「
誰
や
ら
が
、
樺

太
の
テ
レ
ペ
ソ
油
は
非
常
な
利
益
に
な
り
さ
う
で
、
始
て
製
造
を
試
み
た
付

薬
の
著
眼
は
実
に
え
ら
い
と
い
ふ
評
判
だ
と
云
ふ
と
」
「
あ
れ
か
。
あ
れ
は

樺
太
へ
立
つ
前
に
己
の
慶
へ
た
か
ら
、
己
が
気
を
附
け
て
適
っ
た
の
だ
。
」

と
言
い
、
「
あ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
よ
。
己
の
慶
へ
は
己
の
思
付
を
貰
ひ
に

来
る
奴
が
津
山
あ
る
の
だ
。
（
中
略
）
そ
れ
で
い
成
功
し
た
も
の
が
こ
れ
ま

で
に
随
分
あ
る
よ
。
妻
が
い
つ
も
傍
で
聞
い
て
ゐ
て
さ
う
い
ふ
の
だ
。
あ
な

た
そ
ん
な
に
お
金
に
な
る
や
う
な
事
を
沢
山
知
っ
て
人
ら
つ
し
や
る
な
ら
、

御
自
分
で
少
し
為
て
御
覧
な
す
っ
て
は
ど
う
で
す
と
云
ふ
の
た
。
（
中
略
）

中
に
は
己
の
思
付
で
己
よ
り
津
山
金
を
こ
し
ら
へ
る
も
の
も
あ
る
。
金
が
何

だ
。
金
く
ら
ゐ
詰
ま
ら
な
い
も
の
が
、
世
の
中
に
あ
り
や
あ
し
ね
え
。
」
と

巻
き
舌
で
言
う
の
で
あ
る
。
増
田
博
士
の
「
金
が
何
だ
。
（
中
略
）
己
は
い

ら
ね
え
。
己
達
夫
婦
が
飯
を
食
っ
て
、
餓
鬼
共
の
撃
校
へ
行
く
銭
が
出
せ
れ

ば
好
い
。
」
と
い
う
金
銭
感
覚
は
、
私
利
私
欲
に
走
ら
な
い
経
営
者
の
一
つ

の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
宴
会
の
中
で
講
談
「
堕
原
多
助
一
代
記
」
と
し
て
語
ら
れ
る

四
九



当
の
塩
原
多
助
の
生
き
方
と
符
合
す
る
。
塩
原
多
助
は
、
江
戸
・
中
後
期
の

商
人
で
、
上
野
利
根
郡
新
治
村
下
新
田
の
出
身
で
、
江
戸
に
出
て
味
噌
畳
太

郎
兵
衛
方
、
薪
炭
問
屋
山
口
墨
書
右
衛
門
方
に
奉
公
し
、
後
本
所
相
生
町
に

独
立
し
て
薪
炭
業
を
営
み
、
巨
万
の
富
を
得
る
が
、
そ
の
莫
大
な
私
財
を
江

戸
で
は
道
路
の
改
修
、
上
野
で
は
治
水
工
事
な
ど
公
共
事
業
に
投
じ
て
庶
民

に
義
人
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
三
遊
亭
円
朝
の
「
堕

原
多
助
一
代
記
」
（
明
9
～
Ⅱ
）
は
、
「
貧
困
と
戦
っ
て
よ
く
家
を
起
し
、
立

派
な
炭
塵
に
な
っ
て
そ
の
名
を
歌
わ
れ
た
と
い
う
立
志
美
談
」
だ
け
で
な
く
、

「
多
助
は
預
て
の
心
願
通
り
沼
田
の
家
を
立
派
に
再
興
致
し
、
分
家
の
家
も

立
て
ま
し
て
、
今
日
ま
で
題
原
の
家
は
達
錦
と
致
し
て
居
り
ま
す
。
ま
た
多

助
は
江
戸
表
に
置
き
ま
し
て
も
稼
業
に
出
精
し
ま
し
て
、
遂
に
巨
き
な
身
代

と
な
り
、
近
々
に
地
所
を
買
入
れ
、
廿
四
ヶ
所
の
地
面
持
と
ま
で
な
り
、
本

所
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
津
軽
大
名
炭
畳
題
原
と
世
に
謡
は
る
ゝ

程
の
分
限
に
敦
へ
ら
れ
、
其
の
家
益
々
富
み
集
え
ま
し
た
が
、
只
正
直
と
勉

強
の
二
つ
が
資
本
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
様
能
く
此
の
話
を
味
っ
て
、
只
一

（3）

通
り
の
人
情
話
と
お
聞
取
り
な
さ
れ
ぬ
や
う
に
願
ひ
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。

「
正
直
と
勉
強
」
　
の
二
つ
を
資
本
に
し
て
巨
大
な
富
を
築
き
上
げ
な
が
ら
、

富
そ
の
も
の
に
は
執
着
せ
ず
公
共
事
業
に
投
じ
る
多
助
の
姿
勢
は
、
会
社
の

利
潤
の
追
求
だ
け
に
固
執
せ
ず
、
ま
た
、
自
分
の
財
産
に
執
着
す
る
考
え
を

も
持
た
ず
、
自
身
の
「
性
質
や
技
量
や
境
遇
」
に
応
じ
て
、
そ
の
人
間
に

「
出
来
そ
う
な
為
事
を
」
　
で
き
る
か
ぎ
り
満
一
杯
努
め
あ
げ
て
、
好
意
と
信

頼
を
か
ち
え
て
い
る
博
士
の
人
格
と
合
致
す
る
。
こ
う
し
た
増
田
博
士
の
人

格
は
、
経
営
者
と
し
て
の
態
度
や
考
え
方
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

五
〇

工
場
を
立
て
1
行
く
に
は
金
が
い
る
。
併
し
金
ば
か
り
で
は
機
関
が

運
博
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
職
工
の
多
数
の
意
志
に
謝
抗
す
る
工

場
主
の
一
人
の
意
志
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
工
場
主
は
自
分
の
意
志

で
機
関
を
運
博
さ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。
社
含
問
題
に
い
く
ら
高
尚
な

理
論
が
あ
つ
て
も
、
い
く
ら
緻
密
な
研
究
が
あ
つ
て
も
、
己
は
己
の
意

志
で
遣
る
。
職
工
に
ど
れ
丈
の
も
の
を
輿
へ
る
か
ば
、
己
の
意
志
で
そ

の
度
合
が
極
ま
る
の
で
あ
る
。

増
田
博
士
の
金
力
よ
り
も
経
営
者
、
国
家
の
政
策
・
理
論
よ
り
も
経
営
者

個
人
の
意
志
に
重
き
を
置
く
考
え
方
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
増

田
博
士
の
意
見
は
、
博
士
の
「
兄
き
」
の
「
友
達
」
と
し
て
画
か
れ
る
田
口

卯
吉
の
思
想
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
田
口
卯
吉
は
、
労
働

保
護
問
題
に
触
れ
て
つ
き
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
れ
寅
に
製
造
主
自
由
の
権
利
に
屡
す
る
も
の
に
し
て
、
（
中
略
）

若
し
一
圏
に
於
て
法
律
を
以
て
製
造
主
が
婦
女
小
童
を
傭
使
す
る
を
禁

止
し
、
努
働
時
間
を
制
限
し
、
其
他
種
々
の
規
則
を
設
け
て
、
製
造
を

束
縛
す
る
と
き
は
、
其
の
製
造
費
は
必
ず
外
囲
の
製
造
品
よ
り
高
債
な

る
も
の
と
な
る
べ
し
。
是
れ
国
家
の
薦
め
に
不
利
な
る
べ
し
。
結
局
螢

働
者
に
も
不
利
な
る
も
の
な
る
べ
き
な
り
。
（
「
労
働
保
護
問
題
に
関
し
て

豊
原
氏
に
答
ふ
」
「
東
京
経
済
雑
誌
」
第
g
∞
①
号
　
明
3
4
・
1
・
1
3
）

螢
働
時
間
と
賃
銭
と
の
如
き
は
自
ら
競
争
上
に
決
定
す
べ
き
も
の
に

し
て
、
法
律
を
以
て
制
定
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
豊
原
氏
は

「
婦
女
小
童
を
し
て
長
時
間
の
螢
働
に
服
せ
し
む
る
と
き
は
終
に
其
の

健
康
を
害
し
道
徳
を
破
壊
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
此
等
に
適
営
の
保
護
を

輿
ふ
る
の
必
要
あ
り
。
と
云
へ
り
、
走
れ
衛
生
問
題
若
く
は
道
徳
問
題

に
し
て
経
済
問
題
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
「
螢
働
問
題
に
関
し
て
再
び
豊
原

氏
に
答
ふ
」
　
東
京
経
済
雑
誌
」
第
g
筆
号
　
明
3
4
・
1
・
2
7
）

自
由
主
義
貿
易
・
経
済
を
主
張
、
歴
史
を
財
貨
の
発
達
と
人
間
の
利
欲
と

の
関
係
か
ら
論
じ
、
日
本
の
開
化
を
貴
族
的
か
つ
利
己
的
と
し
て
批
判
し
、

平
民
的
原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
産
業
社
会
の
発
達
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
論

じ
た
田
口
卯
吉
は
、
経
営
者
と
職
工
（
労
働
者
）
と
の
賃
銭
や
労
働
時
間
は

「
製
造
主
自
由
の
権
利
」
　
で
あ
る
と
し
て
、
「
自
ら
競
争
上
に
決
定
す
べ
き

も
の
に
し
て
、
法
律
を
以
て
制
定
す
べ
き
も
の
」
　
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

田
口
卯
吉
は
、
賃
銀
の
問
題
に
お
い
て
も
自
由
主
義
経
済
堅
持
の
立
場
か
ら

経
営
者
と
労
働
者
と
の
自
由
競
争
の
な
か
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
経
営
者
と
労
働
者
の
あ
り
方
に
′
つ
い
て
法
律
に
よ
る
国
家
介
入

を
批
判
す
る
と
い
う
点
で
田
口
卯
吉
と
増
田
博
士
と
の
考
え
方
の
共
通
点
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
、
（
理
論
）
よ
り
も
経
営
者
の
人
格
に
重

き
を
置
き
、
あ
り
得
べ
き
経
営
者
を
め
ざ
す
博
士
と
あ
く
ま
で
へ
理
論
）
優

先
の
経
済
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
考
え
る
田
口
卯
吉
と
の
相
違
点
も
指
摘
で

き
る
。
そ
こ
に
田
口
卯
吉
を
兄
の
友
達
と
し
て
距
離
を
お
い
て
登
場
さ
せ
描

い
た
作
者
の
彼
に
対
す
る
親
近
感
と
そ
う
で
な
い
両
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

増
田
博
士
の
生
き
方
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
彼

の
科
学
者
と
し
て
の
態
度
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
専
門
で
あ
る
化
学
の
分
野

で
の
真
理
探
求
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

森
鴎
外
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
論

己
は
化
筆
者
に
な
っ
て
好
か
つ
た
よ
。
化
撃
な
ん
と
い
ふ
奴
は
丁
度

己
の
性
分
に
合
っ
て
ゐ
る
よ
。
酸
素
や
水
素
は
液
脱
に
は
な
ら
ね
え
と

い
ふ
。
な
ら
ね
え
と
い
ふ
間
は
そ
の
積
り
で
遇
っ
て
ゐ
る
。
液
雅
に
な

っ
て
も
別
に
驚
き
や
あ
し
ね
え
。
な
る
な
ら
な
る
で
遇
っ
て
め
る
。
元

子
は
切
っ
た
り
毀
し
た
り
は
出
来
ね
え
。
A
t
O
童
は
a
〔
O
B
n
の
i
n
で
切

れ
ね
え
ん
だ
と
い
ふ
。
切
れ
ね
え
と
い
ふ
間
は
そ
の
積
り
で
適
っ
て
ゐ

る
。
切
れ
た
つ
て
別
に
驚
き
や
あ
し
ね
え
。
切
れ
る
な
ら
切
れ
る
で
遣

っ
て
ゐ
る
。
同
じ
江
戸
っ
子
で
も
、
己
は
兄
き
の
や
う
な
F
a
n
a
〔
i
k
の
r

と
は
違
ふ
ん
だ
。
ど
こ
ま
で
も
ね
ち
ね
ち
へ
こ
ま
ず
に
遇
っ
て
行
く
の

も
江
戸
っ
子
だ
よ
。

こ
こ
は
、
博
士
の
（
真
理
）
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
西

洋
の
科
学
に
お
い
て
絶
対
的
な
真
理
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
暦
縦
に

捨
て
ら
れ
る
よ
う
に
い
と
も
簡
単
に
変
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
う
い
う
時

代
に
あ
っ
て
、
増
田
博
士
が
考
え
る
科
学
と
い
う
も
の
も
そ
の
例
外
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。
博
士
は
「
酸
素
や
水
素
は
液
健
に
は
な
ら
ね
え
と
い
ふ
。

な
ら
ね
え
間
は
そ
の
積
り
で
遭
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
真
理
は
一
つ

し
か
存
在
し
な
い
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
観

点
か
ら
す
る
と
真
理
は
時
代
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
価
値
観
の
な
か
で
人
間
は
生
き
る
も
の
だ
、
む
し

ろ
真
理
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
生
き
方
の
な
か
に
こ
そ
相
対
化
さ
れ
て

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
増
田
博
士
の
「
里
芋
を
選

り
分
け
る
や
う
な
」
生
き
方
は
、
人
間
生
活
の
（
実
用
性
）
に
重
き
を
置
く

ざ
わ
め
て
プ
ラ
ク
チ
カ
ル
な
思
想
の
表
明
だ
と
い
え
る
。

五
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三

前
節
で
論
じ
た
増
田
博
士
の
も
の
の
考
え
方
は
、
作
品
中
自
ら
が
語
る
博

士
の
兄
の
生
き
方
と
対
崎
し
て
い
る
。

「
お
袋
は
早
く
兄
さ
が
内
へ
輯
ら
れ
る
や
う
に
と
い
ふ
の
で
、
小
さ

い
不
動
様
の
掛
物
を
柱
に
掛
け
て
、
其
前
へ
線
香
を
立
て
て
、
朝
か
ら

晩
ま
で
拝
ん
で
ゐ
た
。
」
「
そ
こ
へ
兄
さ
が
ひ
ょ
っ
こ
り
語
っ
て
来
た
。

お
袋
が
馬
鹿
に
喜
ん
で
、
か
う
し
て
毎
日
拝
ん
だ
甲
斐
が
あ
る
と
云
っ

て
不
動
様
の
掛
物
の
方
へ
指
ざ
し
を
し
た
の
だ
。
さ
う
す
る
と
、
兄
さ

は
妙
な
奴
さ
。
ふ
う
ん
、
お
っ
母
さ
ん
は
こ
ん
な
物
を
拝
ん
だ
の
で
す

か
と
行
っ
て
、
つ
い
と
立
っ
て
掛
物
の
前
に
行
っ
て
、
香
煙
に
立
て
て

あ
る
線
香
を
引
っ
こ
抜
く
の
た
。
己
は
ど
う
す
る
か
と
思
っ
て
見
て
い

た
よ
。
さ
う
す
る
と
、
兄
さ
は
線
香
の
燃
え
て
ゐ
る
尖
を
不
動
横
の
目

の
所
に
押
し
附
け
て
焼
き
抜
き
や
が
る
の
だ
。
片
っ
方
が
焼
穴
に
な
っ

た
ら
、
又
片
っ
方
へ
押
し
附
け
て
焼
き
抜
き
や
あ
が
る
の
だ
。
と
う
と

う
両
方
共
焼
穴
に
し
て
し
ま
や
あ
が
っ
た
。
」
「
兄
さ
は
妙
な
奴
だ
っ
た

よ
。
そ
れ
を
何
と
か
云
つ
た
つ
け
。
う
ん
、
田
口
卯
吉
と
い
ふ
の
だ
。

あ
れ
な
ん
ぞ
が
友
達
だ
つ
た
の
だ
。
奮
思
想
の
破
壊
と
い
ふ
や
う
な
事

に
、
恐
ろ
し
く
力
癌
を
入
れ
て
ゐ
た
の
だ
な
。
不
動
様
の
罰
だ
か
、
親

の
罰
だ
か
、
知
ら
ね
え
が
、
間
も
な
く
病
気
に
な
っ
て
死
ん
ぢ
ま
や
あ

が
っ
た
。
」
「
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
F
a
n
a
〔
i
k
の
r
と
い
ふ
や
う
な
人
間

だ
つ
た
の
だ
な
。
古
く
な
っ
た
が
ら
く
た
を
取
り
片
附
け
な
け
り
や
あ

な
ら
な
い
時
代
に
ば
、
あ
ん
な
焼
け
な
人
間
も
道
具
か
も
知
れ
な
い
。

五
二

兄
き
な
ん
ぞ
も
、
廻
り
合
せ
で
は
大
き
い
篤
事
を
し
た
の
か
も
知
れ
ね

え
ん
だ
よ
。
」

母
が
「
早
く
兄
さ
が
内
へ
露
ら
れ
る
や
う
に
」
　
と
「
不
動
様
の
掛
け
物
を

柱
に
掛
け
て
、
其
前
へ
線
香
を
立
て
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
弄
ん
で
ゐ
た
」
　
の

を
、
帰
っ
て
き
た
「
兄
さ
は
線
香
の
燃
え
て
ゐ
る
尖
を
不
動
様
の
目
の
所
に

押
し
附
け
て
焼
き
抜
」
　
く
の
で
あ
る
。
増
田
博
士
は
、
「
奮
思
想
の
破
壊
」

者
た
る
兄
を
「
古
く
な
っ
た
が
ら
く
た
を
取
り
片
附
け
な
け
り
や
あ
な
ら
な

い
時
代
に
は
、
あ
ん
な
焼
け
な
人
間
も
道
具
か
も
知
れ
な
い
」
　
と
言
い
放
つ

の
で
あ
る
。
博
士
は
、
兄
の
生
き
方
を
時
代
の
必
然
と
見
傲
し
っ
つ
も
、

「
破
壊
の
為
に
破
壊
し
て
ゐ
る
。
」
　
よ
う
な
虚
無
的
な
人
間
と
し
て
見
て
い
る
。

「
足
を
地
か
ら
離
し
た
」
「
生
活
の
意
義
を
破
産
せ
し
め
る
」
　
よ
う
な
人
間

と
し
て
兄
を
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
兄
の
生
き
方
は
、
「
ど
こ
ま
で
も
ね

ち
ね
ち
へ
こ
ま
ず
に
遣
っ
て
行
く
」
と
い
う
「
自
分
自
身
の
生
活
の
内
容
を

成
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
実
際
上
の
諸
問
題
を
軽
麗
」
す
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
自
分
自
身
の
性
格
や
技
量
や
環
境
に
応
じ
て
溝
一
杯
努
め
あ
げ
て
生
き
て

い
こ
う
と
す
る
こ
と
に
生
活
の
価
値
を
見
出
す
増
田
博
士
の
生
き
方
と
の
対

照
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
。

四

竹
盛
天
雄
氏
は
、
「
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
一
月
執
筆
の
『
里
芋
の
芽

と
不
動
の
目
』
　
に
お
い
て
、
「
職
工
の
賃
銭
問
題
」
　
に
触
れ
た
こ
と
は
、
な

か
な
か
意
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
と
に

か
く
前
年
十
二
月
以
来
特
別
委
員
と
し
て
工
場
法
案
に
タ
ッ
チ
し
た
体
験
が

変
形
し
て
投
影
し
て
い
る
。
」
　
と
指
摘
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い

て
は
「
鴎
外
個
人
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
（
中
略
）

や
は
り
今
後
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
」
　
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
事

実
こ
の
頃
鴎
外
の
日
記
に
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
中
央
衛
生
会
出
席

の
記
事
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
十
一
月
十
三
日
、
医
務
局
長
に
な
っ
て
か
ら

の
鴎
外
の
中
央
衛
生
会
の
出
席
は
、
四
十
年
に
三
回
、
四
十
一
年
に
は
四
恒
、

四
十
二
年
は
七
回
、
四
十
三
年
は
五
回
と
計
十
九
回
を
数
え
る
。
い
ま
日
記

の
中
か
ら
明
治
四
十
三
年
前
後
の
箇
所
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
四
十
二
年
十
二
月

九
日
（
木
）
、
晴
。
中
央
衛
生
合
に
ゆ
く
。
精
神
病
統
計
の
事
を
議

し
畢
る
。
工
場
法
案
始
て
議
に
上
る
。

十
三
日
（
月
）
、
半
陰
。
（
中
略
）
中
央
衛
生
合
に
て
工
場
法
案
を
議

す
。
委
員
に
附
托
せ
ら
る
。
予
委
員
に
せ
ら
る
。

十
六
日
（
木
）
、
晴
。
霜
甚
し
。
午
後
工
場
法
案
の
特
別
委
員
合
に

赴
き
、
意
見
を
陳
ぶ
。

明
治
四
十
三
年
二
月

二
日
（
水
）
。
晴
。
寒
尚
甚
し
。
農
商
務
技
師
小
西
正
二
工
場
法
の

事
を
来
話
す
。

同
年
九
月

二
十
六
日
（
月
）
。
雨
。
前
夜
蒸
暑
。
朝
雨
と
な
る
。
野
田
忠
廣
来

て
工
場
法
の
事
を
言
ふ
。

同
年
十
月

二
十
五
日
（
火
）
。
雨
。
（
中
崎
）
午
後
内
務
省
に
ゆ
き
て
、
工
場
法

森
鴎
外
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
論

案
特
別
調
査
合
に
列
す
。

こ
の
頃
中
央
衛
生
会
の
中
心
議
題
は
、
日
記
か
ら
も
工
場
法
問
題
だ
と
わ

か
る
。
明
治
四
十
二
年
十
一
月
十
六
日
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」
は
「
工
場
法

案
梗
概
」
と
題
し
て
「
明
治
三
十
三
年
四
月
以
来
工
場
及
び
職
工
に
関
す
る

事
項
調
査
の
為
め
農
商
務
省
に
て
は
そ
の
頃
綱
目
を
定
め
て
各
地
方
に
出
張

し
各
種
の
工
場
に
就
き
て
そ
の
実
況
を
視
察
し
職
工
場
に
関
し
て
は
表
裏
の

事
情
を
も
知
悉
す
る
に
勉
め
（
中
略
）
愈
々
営
期
譲
合
に
同
法
案
を
提
出
せ

ん
も
の
と
て
之
を
各
閲
係
官
藤
に
通
じ
て
目
下
之
に
鞠
す
る
意
見
の
蒐
集
中

な
る
が
何
れ
今
週
中
に
は
公
表
せ
ら
る
べ
し
と
い
ふ
今
其
内
容
に
付
き
て
重

な
る
難
を
挙
ぐ
れ
は
左
の
通
り
決
定
せ
る
も
の
1
如
し
（
中
略
）
同
法
案
の

規
定
を
窺
ふ
に
其
目
的
と
す
る
所
は
工
場
組
織
に
伴
ふ
危
害
を
預
防
し
職
工

の
衛
生
、
教
育
、
風
紀
、
生
活
等
を
改
善
し
以
て
工
業
の
秩
序
あ
る
進
歩
を

圃
り
国
民
の
健
全
な
る
頚
達
を
期
す
る
に
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

明
治
四
十
二
年
十
一
月
に
発
表
さ
れ
、
「
其
目
的
と
す
る
所
は
工
場
組
織

に
伴
ふ
危
害
を
予
防
し
職
工
の
衛
生
、
教
育
、
風
紀
、
生
活
等
を
改
善
し
以

て
工
業
の
秩
序
あ
る
進
歩
を
固
り
国
民
の
健
全
な
る
顎
達
を
期
す
る
に
あ
り
」

と
示
さ
れ
た
工
場
法
の
骨
子
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

0
十
六
歳
以
上
の
「
青
年
の
男
子
に
は
労
働
時
間
に
制
限
を
加
へ
ざ

る
事
」
と
し
た
こ
と
。

㈲
「
十
六
歳
未
満
な
る
幼
年
男
子
並
に
一
般
女
子
に
劃
し
て
、
努
働

時
間
を
」
「
八
時
間
乃
至
十
二
時
間
の
範
囲
」
　
に
制
限
し
た
こ
と
。

㈲
「
十
二
三
歳
未
満
な
る
小
鬼
」
の
労
働
を
禁
じ
た
こ
と
。

㈲
「
努
働
中
負
傷
せ
る
者
」
に
対
し
て
「
工
場
主
」
の
「
扶
助
」
を

五
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義
務
づ
け
た
こ
と
。

㈲
「
一
日
の
螢
働
中
必
ず
一
時
間
乃
至
二
時
間
の
休
憩
時
間
」
や

「
戎
期
間
に
於
て
相
富
の
安
息
日
」
を
労
働
者
に
与
え
る
こ
と
を
義
務

づ
け
た
こ
と
。

㈲
「
誘
拐
雇
人
」
に
対
し
て
は
「
和
宮
の
制
裁
を
加
へ
て
之
を
預
防

する。」

の
「
螢
働
時
間
の
制
限
と
職
工
誘
拐
に
対
す
る
制
裁
」
に
つ
い
て
は

「
工
業
の
種
類
と
地
方
の
事
情
」
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
弾
力
的
に
対
処

し
て
い
く
と
し
た
こ
と
。

㈲
「
法
律
に
は
大
擬
の
原
則
を
規
定
」
す
る
に
と
ど
め
、
必
要
に
応

じ
て
「
勅
令
」
　
を
発
し
て
い
く
と
し
た
こ
と
。

農
商
務
省
工
務
局
長
岡
貫
の
『
工
場
法
論
』
（
大
6
）
に
は
明
治
四
十
二

年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
「
工
場
法
ノ
説
明
」
に
対
す
る
中
央
衛
生
会
の
対
応

ぶ
り
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

法
案
ノ
諮
問
二
鞠
ス
ル
答
申
中
最
モ
重
要
ナ
ル
結
果
ヲ
生
シ
タ
ル
モ

ノ
ハ
、
中
央
衛
生
含
ノ
意
見
ナ
リ
ト
ス
。
同
会
二
於
ケ
ル
重
ナ
ル
修
正

ハ
法
律
施
行
後
五
年
ヲ
期
シ
テ
十
六
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ノ
夜
間
就
業

ヲ
禁
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
之
ナ
リ
。
（
中
略
）
工
場
衛
生
ノ
改
善

ヲ
主
タ
ル
目
的
ト
ス
ル
法
律
二
於
テ
、
今
日
工
場
ノ
弊
害
中
最
モ
大
ナ

ル
夜
業
ヲ
禁
止
セ
サ
ル
ハ
不
営
ナ
リ
ト
ノ
修
正
意
見
二
討
シ
テ
ハ
、
之

ヲ
反
駁
ス
へ
キ
理
由
薄
弱
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
内
務
省
ハ
中
央
衛
生
含

ノ
決
議
ヲ
重
シ
テ
此
ノ
意
見
ヲ
採
捧
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
シ
タ
ル

中
央
衛
生
会
は
「
工
場
衛
生
ノ
改
善
ヲ
主
タ
ル
日
的
ト
ス
ル
法
律
二
於
テ
、

五
四

今
日
工
場
ノ
弊
害
中
最
モ
大
ナ
ル
夜
業
ヲ
禁
止
セ
サ
ル
ハ
不
営
」
と
し
て
、

「
十
六
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ノ
夜
間
就
業
ヲ
禁
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
」
こ
と

を
提
言
し
て
い
る
。
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
三
日
の
鴎
外
日
記
か
ら
も
わ

か
る
と
お
り
、
中
央
衛
生
会
の
工
場
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
最
終
的
に

は
「
工
場
法
案
の
特
別
委
員
曾
」
の
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
た
鴎
外
に
「
附
託
せ

ら
れ
」
　
て
お
り
、
鴎
外
は
十
二
月
十
六
日
に
は
「
工
場
法
案
の
特
別
委
員
合

に
赴
き
、
意
見
を
陳
」
　
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
先

に
あ
げ
た
工
場
法
案
の
骨
子
の
～
㈲
の
う
ち
、
の
、
す
な
わ
ち
「
十
六
歳
未

満
な
る
幼
年
男
子
並
に
一
般
女
子
」
　
の
労
働
時
間
制
限
に
つ
い
て
は
、
特
に

中
央
衛
生
会
委
員
で
あ
り
、
工
場
法
案
の
特
別
委
員
会
の
委
員
で
も
あ
っ
た

鴎
外
が
、
工
場
法
案
の
特
別
委
員
会
に
働
き
か
け
た
中
央
衛
生
会
の
中
心
人

物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

従
来
か
ら
鴎
外
と
工
場
法
案
と
の
関
係
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
内
実
は
殆
ど
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
中
村
文
雄
氏
は
「
工

場
法
の
成
立
と
森
鴎
外
」
の
な
か
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
中
村
民

は
工
場
法
成
立
の
「
政
府
の
本
音
は
社
会
主
義
者
の
勢
力
削
減
や
、
工
女
の
結
核

蔓
延
に
よ
る
農
村
か
ら
の
歩
兵
調
達
困
難
と
い
う
、
国
防
軍
事
上
の
問
題
」

で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
社
会
主
義
弾
圧
、
軍
備
拡
張
は
、
元
老
山
県
有
朋
を

頂
点
と
す
る
官
僚
派
の
政
策
で
あ
り
」
、
「
山
県
の
プ
レ
イ
ン
で
も
あ
る
鴎
外

が
、
山
県
の
工
場
法
案
に
関
す
る
内
意
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
」
　
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
工
場
衛
生
ノ
改
善
ヲ
主
タ
ル
日

的
ト
ス
ル
法
律
二
於
テ
、
今
日
工
場
ノ
弊
害
中
最
モ
大
ナ
ル
夜
業
ヲ
禁
止
セ

サ
ル
ハ
不
営
」
と
し
て
、
中
央
衛
生
会
が
工
場
法
案
の
修
正
を
追
っ
た
と
い

う
経
緯
を
考
え
た
場
合
、
鴎
外
が
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
六
日
「
工
場
法

案
の
特
別
委
員
会
に
赴
き
、
意
見
を
陳
」
べ
た
内
容
が
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た

公
算
は
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
鴎
外
は
衛
生
学
の
専
門
家
と
し
て
、
工
場

法
案
の
不
備
を
指
摘
し
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
鴎
外
の
態
度

は
、
増
田
博
士
の
自
身
の
性
質
や
技
量
や
境
遇
に
応
じ
て
自
分
の
出
来
る
範

囲
に
お
い
て
精
一
杯
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
重
な
っ
て
い
く
。

鴎
外
は
田
口
卯
吉
を
評
し
た
「
鼎
軒
先
生
」
で
「
新
し
い
日
本
は
東
洋
の

文
化
と
西
洋
の
文
化
と
が
落
ち
合
っ
て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
図
で
あ
る
、
そ
こ

に
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
聾
者
も
あ
る
、
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
っ

て
ゐ
る
、
（
中
略
）
そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の
学
者
を
要
求
す
る
、
東

西
南
洋
の
文
化
を
、
一
本
づ
1
の
足
で
躇
ま
へ
て
立
っ
て
ゐ
る
撃
者
を
要
求

す
る
、
虞
に
穏
健
な
議
論
は
さ
う
云
ふ
人
を
待
っ
て
始
て
立
て
ら
れ
る
、
さ

う
云
ふ
人
は
現
代
に
必
要
な
る
調
和
的
要
素
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
増

田
博
士
は
「
蕾
思
想
の
破
壊
と
い
ふ
や
う
な
事
に
、
恐
ろ
し
く
力
癌
を
入
れ
」

る
兄
さ
の
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
。
鴎
外
は
増
田
博
士
を
「
里
芋
を
選
り
分

け
る
や
う
」
に
（
現
実
）
生
活
を
直
視
し
、
自
分
の
で
き
る
限
り
の
範
囲
内

に
お
い
て
「
ど
こ
ま
で
も
ね
ち
ね
ち
へ
こ
ま
ず
に
遣
っ
て
」
、
個
人
個
人
の

生
活
の
改
善
を
果
た
し
て
行
こ
う
と
す
る
人
間
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
る
。

五

日
露
戦
争
後
、
国
内
で
は
、
軍
需
大
工
場
・
鉱
山
の
激
し
い
争
議
、
暴
動

が
相
次
い
だ
。
明
治
三
十
九
年
八
月
に
英
海
軍
工
廠
、
小
石
川
砲
兵
工
廠
な

ど
で
争
議
が
発
生
し
、
四
十
年
代
に
入
る
と
二
月
に
足
尾
銅
山
、
六
月
に
は

森
鴎
外
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
論

別
子
銅
山
、
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
生
野
銀
山
で
暴
動
が
起
き
て
い
る
。

ま
た
、
炭
坑
で
も
四
月
に
幌
内
炭
坑
で
暴
動
が
、
七
月
に
は
夕
張
炭
坑
で
同

盟
罷
工
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
労
働
問
題
が
社

会
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
四
十
年
十
二
月
二
十
二
日
、
二
十

三
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
日
本
で
は
じ
め
て
社
会
政
策
学
会
が
、
工
場
法
問

題
を
中
心
と
し
て
開
催
さ
れ
た
の
も
以
上
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
席
上
「
明
治
三
十
年
代
前
半
に
農
商
務
省
の
行
な
っ
た
工
場
調

査
の
中
心
人
物
で
貴
族
院
議
員
で
あ
り
、
学
会
々
員
で
あ
っ
た
桑
田
熊
蔵
が
、

工
場
の
実
際
の
弊
害
に
照
ら
し
て
、
年
令
制
限
、
保
護
職
工
の
労
働
時
間
制

限
、
と
く
に
徹
夜
業
禁
止
な
ど
を
盛
り
こ
ん
だ
工
場
法
」
の
制
定
を
主
張
し

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
桑
田
は
そ
の
主
張
を
次
の
文
で
締
め
括
っ
て
い

る
。
「
若
し
比
の
工
場
法
が
無
か
っ
た
暁
に
は
、
累
々
然
た
る
も
の
が
皆
集

ま
っ
て
、
青
い
顔
を
し
た
弱
い
将
卒
が
出
来
ま
せ
う
、
（
中
略
）
　
そ
れ
故
に

私
は
社
台
政
策
の
見
地
を
離
れ
て
、
国
家
問
題
と
し
て
、
工
場
法
は
制
定
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
ま
す
」
。
こ
う
し
た
推
進
派
に
対
し
て
片
山
潜
は
、
「
利

益
一
偏
何
事
を
も
顧
み
ざ
る
雇
主
等
の
意
見
の
み
理
由
と
し
て
、
工
場
法
の

制
定
を
左
右
す
る
は
、
国
家
の
篤
故
老
と
し
て
址
づ
き
可
さ
に
あ
ら
ず
や
」

と
述
べ
、
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
肯
定
派
否
定
派
の
中
に
あ
っ
て
石
川

啄
木
は
、
工
場
法
案
に
つ
い
て
、
「
螢
働
者
失
職
問
題
を
閑
却
し
た
る
が
如

き
に
討
し
て
は
不
平
な
き
能
は
ず
」
と
酷
評
し
っ
つ
、
一
方
で
「
螢
働
者
の

権
利
の
み
を
規
定
せ
し
め
ん
と
し
、
」
「
社
含
一
切
の
問
題
を
草
り
螢
働
者
の

幸
福
の
犠
牲
だ
ら
し
め
ん
と
す
る
」
社
会
主
義
者
の
工
場
法
批
判
を
「
愚
昧

な
る
偏
見
」
と
し
て
退
け
て
い
る
。
啄
木
は
、
「
最
近
数
年
間
の
文
壇
及
び

五
五
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思
想
界
の
動
乱
は
、
そ
れ
に
た
づ
さ
は
つ
た
多
く
の
人
々
の
心
を
、
着
る
し

く
性
急
に
し
た
。
意
地
の
悪
い
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、
今
日
新
聞
や
雑
誌
の
上

で
よ
く
見
受
け
る
「
近
代
的
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
は
、
「
性
急
な
る
」
と

い
ぶ
奉
に
過
ぎ
な
い
」
「
性
急
な
心
」
と
は
、
「
目
的
を
失
っ
た
心
」
で
あ
り
、

「
目
的
を
失
っ
た
心
は
、
そ
の
人
の
生
活
の
意
義
を
破
産
せ
し
め
る
も
の
で

あ
る
。
」
と
言
う
。
啄
木
は
日
露
戦
争
後
噴
出
し
た
こ
れ
ら
の
問
題
の
本
質

が
、
日
本
の
近
代
化
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

「
何
処
ま
で
も
将
来
の
日
本
人
の
生
活
に
つ
い
て
の
信
念
を
力
強
く
把
持
し

て
行
く
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
鴎
外
も
そ
う
し
た
点
に
注
目
を

し
て
、
増
田
博
士
と
い
う
人
物
を
自
社
の
利
潤
だ
け
に
固
執
せ
ず
、
自
身
の

富
そ
の
も
の
に
も
執
着
す
る
こ
と
の
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
好
意
と
信
頼
を
勝

ち
得
て
い
る
経
営
者
と
し
て
描
い
て
い
る
。
自
分
の
「
性
質
や
技
量
や
境
遇
」

に
応
じ
て
精
一
杯
努
め
上
げ
る
こ
と
こ
そ
大
切
だ
と
す
る
増
田
博
士
の
「
里

芋
を
選
り
分
け
る
や
う
な
」
生
き
方
は
、
人
間
生
活
の
（
実
用
性
）
に
重
き

を
置
く
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
活
の
価
値
を
見
出
す
姿
勢
と
し
て
形
象
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
増
田
博
士
の
生
き
方
は
、
当
時
の
鴎
外
の
工
場
法
案
問
題

で
の
処
し
方
と
通
底
し
て
お
り
、
明
治
四
十
年
代
の
五
十
以
上
に
上
る
作
品

群
の
中
で
唯
一
経
営
者
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
こ
の
作
品
へ
の
反
映
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

〔注〕

（
l
）
森
潤
三
郎
『
鴎
外
森
林
太
郎
』
（
森
北
出
版
　
昭
和
駆
・
9
・
0
0
）
に
は

「
創
作
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
は
、
日
記
に
よ
れ
ば
元
旦
厳
島
岩
惣
旅
館

に
投
循
し
た
夜
に
草
し
た
も
の
」
と
あ
る
。

五
六

（
2
）
正
岡
容
「
解
説
」
『
笠
原
多
助
一
代
記
』
（
岩
波
書
店
　
昭
和
3
2
年
・
6
・
苔

（
3
）
三
遊
亭
囲
朝
『
豊
原
多
助
一
代
記
』
（
岩
波
書
店
　
昭
和
3
2
年
・
6
・
姿

（
4
）
加
田
哲
二
『
明
治
初
期
社
会
思
想
の
研
究
』
（
春
秋
社
　
昭
8
・
5
・
1
5
）

加
田
哲
二
は
こ
の
著
の
な
か
で
田
口
卯
吉
を
「
経
潜
的
自
由
主
義
を
最
も
理

論
的
に
論
述
し
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
、
そ
の
た
め
に
闘
っ
た
も
の
は
、
わ
が

田
口
卯
吉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
．

（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
空
（
拳
石
川
啄
木
「
性
急
な
思
想
」
（
「
東
京
毎
日
新

聞
」
明
治
4
3
・
2
・
1
3
～
1
5
）

（
9
）
（
1
0
）
竹
盛
天
雅
『
鴎
外
　
そ
の
紋
様
』
（
小
沢
書
店
　
昭
和
5
0
・
7
・
5
0
）

（
Ⅱ
）
明
治
四
十
二
年
の
『
衛
生
局
年
報
』
に
よ
る
と
内
務
技
師
防
疫
課
長
野
田
忠

虞
は
中
央
衛
生
会
の
委
員
と
し
て
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
。

（
掌
『
議
工
場
法
論
全
』
（
有
斐
閣
昭
0
0
・
1
0
・
0
0
大
6
年
版
復
刻
）

（
1
3
）
　
「
工
場
法
の
成
立
と
森
鴎
外
の
」
（
「
春
秋
」
第
薯
①
号
　
昭
5
5
・
1
0
・
挙
、

「
工
場
法
の
成
立
と
森
鴎
外
の
」
（
「
春
秋
」
第
N
N
嘗
ち
　
昭
5
6
・
2
・
空
、

「
工
場
法
の
成
立
と
森
鴎
外
㈲
」
（
「
春
秋
」
第
N
8
号
　
昭
5
6
・
3
・
拳

（
望
（
1
5
）
（
1
6
）
中
村
文
雄
「
工
場
法
の
成
立
と
森
鴎
外
㈲
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