






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て
止
ま
な
い
。

等
の
最
小
限
度
の

和
年
代
五
十
余
年
の
間
に
は
、
資
料
が
殆
ど
残
さ
れ
て
い
な
く
て
資
料
集
め
に
苦
労
さ
れ
た
方
あ
り
、

同
こ
の
四
年
間
熱

文
を
書
か
れ
る
の
は
編
集
責
任
者
だ
と
思
う
が
、
本
史
の
編
集
方
針
と
し
て
、
な
る
べ
く
幅
広
く
多
数
の
方
に
執
筆
し
て
頂
く
こ
と
で
、

の
総
意
に
よ
る
多
面
的
な
構
成
の
歴
史
を
編
集
し
て
み
た
い
と
言
う
事
で
あ
っ
た
。

右
主
旨
に
基
づ
き
、
第
二
編
以
降
の
札
医
各
組
織
の
沿
革
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
に
寄
稿
を
お
願
い
す
る
の
は
も
と
よ
り
、
第

一
編
の
本
史
に
つ
い
て
も
、
編
集
委
員
各
位
の
分
担
執
筆
と
す
る
こ
と
で
、
オ
ム
ニ
バ
ス
的
な
妙
味
あ
る
会
史
を
心
掛
け
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
は
、
阿
部
委
員
長
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
種
々
雑
多
な
文
の
寄
せ
集
め
の
愚
を
冒
し
た
不
明
を
反
省
す
る
次
第
だ
が
、
札
医
昭

か
、
膨
大
な
資
料
を
ど
の
よ
う
な
構
想
で
と
り
ま
と
め
る
か
に
苦
慮
さ
れ
た
方
も
あ
る
等
の
事
情
も
あ
り
、
特
に
、
甚
し
く
不
遜
ま
た

手
前
味
噌
な
言
い
方
だ
が
、
委
員
の
各
位
は
会
員
中
で
も
名
文
家
と
し
て
知
ら
れ
た
方
た
け
に
、
文
体
等
も
個
性
的
で
あ
り
、
文
体
を

書
き
改
め
る
等
の
こ
と
で
、
各
執
筆
者
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
章
の
よ
さ
を
損
う
べ
き
は
な
い
と
す
る
私
の
提
言
も
あ
っ
て
、

に
止
め
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ご
寄
稿
頂
い
た
方
は
も
と
よ
り
だ
が
、
阿
部
委
員
長
の
使
命
惑
的
な
執
念
に
せ
か
さ
れ
て
、

か
な
づ
か
い

意
を
も
っ
て
資
料
を
収
集
さ
れ
、
心
血
を
そ
そ
い
で
執
筆
さ
れ
た
と
自
負
し
て
い
る
の
で
、
本
史
を
読
ま
れ
た
会
員
諸
兄
姉
に
は
、
温

故
知
新
の
何
等
か
の
感
慨
を
覚
え
ら
れ
る
筈
と
確
信
し
て
お
り
、
本
史
が
札
医
の
限
り
な
い
発
展
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
願
っ

民
主
的
な
と
い
う
か
、

一
方
で
は
、
情
報
過
多
と
い
う
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に
着
手
し
た
い
。

一
月
、
札
幌
市
医
師
会
史
（
明
治
・
大
正
編
）
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
お
も
え
ば
昭
和
三
年
、
故
関
場
理
堂
翁
が
本

会
史
の
編
纂
を
提
案
さ
れ
て
よ
り
五
十
余
年
が
た
っ
て
お
り
ま
す
。
何
回
か
挫
折
の
あ
げ
く
漸
く
刊
行
さ
れ
、

た
本
会
医
師
会
史
（
明
治
・
大
正
編
）
を
み
る
こ
と
の
出
来
た
こ
と
は
非
常
に
よ
ろ
こ
ば
し
く
、
そ
の
編
纂
担
当
に
当
た
ら
れ
た
阿
部

そ
の
発
刊
の
こ
と
ば
に
、
林
武
夫
札
医
会
長
は
「
人
生
か
ら
歴
史
を
と
り
去
れ
ば
人
生
の
意
義
は
消
え
失
せ
る
と
同
様
、
医
師
会
か

ら
そ
の
歴
史
を
と
り
さ
れ
ば
そ
の
存
在
は
消
滅
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
史
が
そ
の
役
割
を
十
二
分
に
果
た
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
、
且
つ
又
「
後
編
と
も
言
う
べ
き
会
史
（
昭
和
編
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
―
―

と
の
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
当
時
、
札
医
内
部
に
於
て
も
明
治
・
大
正
編
発
刊
を
契
期
と
し
て
、
昭
和
編
の
発
刊
の
機
運
が
高
ま
り
、
理
事
会
、
部
長
会
等
々

明
、
松
島
達
明
両
先
生
並
び
に
久
田
前
事
務
局
長
の
御
労
苦
に
対
し
、

々
は
深
く
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

り
編

々
剖
目
の
的
で
あ
っ

昭
和
五
十

医
師
会
史
の
使
命

鳥

海

彬
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に
て
種
々
の
議
題
と
な
っ
て
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
当
時
理
事
で
あ
り
広
報
部
長
で
あ
っ
た
私
に
、
会
史
編
纂
委
員
の
人
選
を

任
さ
れ
た
次
第
で
し
た
。
（
札
医
の
各
種
委
員
会
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
各
支
部
長
を
通
じ
て
選
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
本
会
医
師

に
限
り
、
札
医
全
体
か
ら
人
選
と
い
う
会
長
方
針
に
の
っ
と
り
、
全
市
的
に
選
出
を
ま
か
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
）

そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
人
選
の
構
想
を
ね
っ
た
次
第
で
し
た
が
、
阿
部
明
、
森
信
也
、

を
選
び
、
会
長
及
び

出
来
、
昭
和

に
は
か
り
、
そ
の
同
意
を
得
て
各
先
生
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
喜
ん
で
お
引
き
受
け
し
て
頂
く
こ
と
が

三
年
四
月
に
委
員
会
が
発
足
し
た
次
第
で
し
た
。
早
速
委
員
会
を
開
き
、

信
也
先
生
が
決
ま
り
ス
タ
ー
ト
し
た
訳
で
す
。
本
文
で
あ
る
第
一
編
の
編
纂
は
、
各
委
員
に
年
代
別
で
担
当
が

い
リ
コ
ピ
ー
と
て
な
く
、
資
料
は
あ
っ
て
も
不
明
瞭
で
、

う
す
い
と
こ
ろ
、
色
の
し
み
た
と
こ
ろ
、
文
意
が
不
明
瞭
な
個
所
が
続
出
し
、
殊
に
総
会
の

よ
う
な
次
第
で
資
料
収
集

体
と
な
っ
て
の
防
衛
の
た
め
の
闘
い
を
す
す
め
た
時
代
で
あ
っ
て
、
保
険
医
の
抜
き
う
ち
監
査
及
び
不
当
処

に
、
日
医
の
事
情
に
精
通
し
、

日
医
、

分
等
が
あ
り
、
札
医
に
と
っ
て
も
道
医
、

し
か
も
ザ
ラ
紙
、

の
札
医
活
動
は
健
保
闘
争
一
色
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
時
代
で
あ
り
、

に
と
っ
て
も
大
変
な
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

札
医
の
連
繋
を
深
く
理
解
さ
れ
て
い
ら
れ
る
森
信
也
先
生
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
御
助
言

を
は
じ
め
道
医
、
札
医

し
、
し
か
も
そ
の

私

（
昭
和
二
十
七
年
よ
り
昭
和

の
も
の
も
あ
り
、
判
読
す
る
の
に
大
層
苦
労
し
ま
し
た
。

ニニ

員
が
昭
和
初
期
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
夫
々
分
担
区
分
担
当
し
、

日
医

し
く
記
述
す
る
た
め

松
本
剛
太
郎
会
長
時
代
）
を
受
け
持
っ
た
の
で
す
が
、
前
述
し
た

は
、
鉛
筆
が
き
、
書
き
な
ぐ
り
等

資
料
の

い
こ
と
、

ガ
リ
版
の
せ
い
か
、

ま
し
た
。

方
、
資
料
統
計
に
つ
い
て
は
久
田
前
事
務
局
長
が
担
当
い
た
し

り
振
ら
れ
六
人
の
委

に
阿
部
明
先
生
、
副
委
員
長
に
森

高
下
泰
三
、
山
口
康
徳
の
諸
先
生
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を
賜
わ
り
、
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
の
出
来
ま
し

本
日
こ
う
し
て

の
あ
る
医
師
会
史
編
纂
と
い
う
大
事
業
を
ま
が
り
な
り
に
も
終
え
、
立
派
な
医
師
会
史
を
眺
め
る
時
、
肩
の
荷

を
お
ろ
し
た
感
じ
で
あ
り
ま
す
。

先
人
の
業
績
を
後
世
に
伝
え
る
と
共
に
、
後
世
へ
の
歴
史
の
掛
橋
と
な
る
こ
と
こ
そ
、

々
現
代
人
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
こ

と
を
わ
き
ま
え
、
こ
の
医
師
会
史
が
そ
の
使
命
を
達
成
し
、
札
医
発
展
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

に
つ
き
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

1395 



ね
い
な
字
で
最
終
原
稿
を
清
書
し
た
の
は
、
常
々
私
の
忙
し
さ
に
同
情
し
て
く
れ
て
い
る
ウ
チ
の
従
業
員
諸
姉
で
あ
り
、

す
る
家
族
で
あ
っ
た
の
で
す
。

み
ん
な
で
手
分
け
し
て

ん
は
ひ
や
か
し
半
分
て

て
く
れ
た
原
稿
の
中
に
末
っ

は
字
を
て
い
ね
い

の
ア
ツ
オ
の
字
が
見
ら
れ
ま
す
。

か
ら
な
。

い
つ
も
字
を
乱
暴
に
書
く
の
で
、

と
い
っ
て
下
さ
る
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
札
幌
市
医
師
会
史
編
纂
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
苦
し
い
仕
事
で
し
た
が
、
中
で
も
最
後
の
仕
上
げ
で
あ
る
「
校
正
」
は

一
ペ
ー
ジ
一
ペ
ー
ジ
、

一
字
一
字
、
委
員
全
員
で
検
討
し
、
そ
の
た
め
委
員
会
は
夜
半
を
こ
え

と
こ
ろ
で
、
こ
の
千
数
百
ペ
ー
ジ
を
こ
え
る
札
幌
市
医
師
会
史
の
各
ペ
ー
シ
の
中
で
、
私
が
執
筆
を
担
当
し
た
部
分
の
誤
植
が
き
わ

だ
っ
て
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
恐
ら
く
、
こ
の
部
分
を
担
当
し
た
植
字
工
が
た
ま
た
ま
優
秀
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
編
集
委
員
の
皆
さ

ま
た
わ
が
愛

愛
情
に
支
え
ら
れ
て

高

下

泰

て
し、
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と
、
次
代
に
残
す
べ
き
も
の
も
残
ら
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

困
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
ア
ッ
オ
も
、
こ
れ
が
本
物
の
本
に
な
る
の
だ
と
聞
い
て
、

た
。
折
津
会
長
時
代
の
新
規
開
業
適
正
配
置
委
員
会
発
足
に
関
連
す
る
部
分
は
、
テ
レ
ビ
も
忘
れ
て
ひ
と
晩
が
か
り
で
ア
ツ
オ
が
作
っ

た
私
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
の
で
す
。

こ
れ
以
外
に
も
数
々
の
愛
情
や
友
情
に
は
げ
ま
さ
れ
な
が
ら
、
な
い
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
編
纂
の
任
に
た
ず
さ
わ
っ
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
多
く
の
日
時
と
多
く
の
人
手
と
、
そ
し
て
多
く
の
費
用
を
か
け
て
編
纂
し
た
こ
の
医
師
会
史
が
、

で
頂
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、

け
た
ら
ど
ん
な
に
嬉
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
通
読
は
期
待
で
き
な
い
ま
で
も
、
こ
の
本
が
事
に
当
た
っ
て
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
機

往
事
の
事
情
を
文
字
の
み
な
ら
ず
、
映
像
に
よ
っ
て
伝
え
る
必
要
も
、
当
然
、
私
ど
も
編
集
委
員
は
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

広
く
会
員
各
位
に
、

こ
4

、、

f
ヵ

は
な
は
だ
心
も
と
な
い
思
い
が
し
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
お
叱
り
で
も
良
い
か
ら
、
ご
感
想
を
頂

と
く
に
古
い
会
員
や
二
代
目
会
員
を
重
点
的
に
当
時
の
医
師
会
活
動
を
物
語
る
写
真
の
提
供
を
お
願
い
し
ま
し

ほ
と
ん
ど
無
為
に
終
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
医
師
会
に
も
ろ
く
に
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
最
近
の
も
の
で
も
、
晴
れ
が
ま
し

い
会
の
ス
ナ
ッ
プ
は
山
の
よ
う
に
あ
る
代
わ
り
、
じ
み
な
催
し
の
写
真
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

一
体
何
人
の
会
員
に
読
ん

今
後
、
広
報
部
あ
た
り
が
中
心
に
な
っ
て
計
画
的
に
撮
影
し
、
収
集
整
理
し
て
毎
年
ア
ル
バ
ム
を
作
っ
て
お
く
こ
と
に
で
も
し
な
い

私
が
こ
の
た
び
、
札
幌
市
医
師
会
史
編
纂
を
お
手
つ
だ
い
し
な
が
ら
感
じ
た
の
は
「
適
材
適
所
」
と
い
う
こ
と
ば
で
し
た
。
歴
代
の

会
長
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
副
会
長
も
そ
れ
を
補
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
理
事
や
諸
委
員
長
も
そ
れ
ぞ
れ
に
人
を

写
真
の
収
集
は
大
変
困
難
で
し
た
。

会
の
多
か
れ
と
祈
る
も
の
で
す
。

一
字
一
字
て
い
ね
い

い
て
く
れ
ま
し
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得
て
事
業
が
進
展
し
、

か
く
て
札
幌
市
医
師
会
が
た
ゆ
ま
ぬ
成
長
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
発
刊
に
当
た
り
、
愛
す
る
札

幌
市
医
師
会
が
今
後
と
も
適
材
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
人
の
和
に
よ
っ
て
、

い
よ
い
よ
発
展
す
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
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今
度
の
編
纂
委
員
は
、
こ
れ
に
目
を
通
し
て
い
る
。

編
纂
の
仕
事
は
田
中
氏
が

一
冊
の
本
が
世
に
出
る
。
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
一
人
と
し

「
札
幌
市
医
師
会
史
」
編
纂
の
実
際
の
作
業
は
、
折
津
会
長
の
時
代
に
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
単
に
個
人
の
思
い
つ
き

や
、
サ
ロ
ン
的
感
覚
で
発
足
し
た
も
の
で
も
な
く
、
実
に
昭
和
三
十
五
年
、
札
幌
市
医
師
会
総
会
で
提
案
、
決
定
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

確
実
な
月
日
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
昭
和
三
十
七
年
の
春
、
旧
札
医
会
館
の
一
室
で
座
談
会
が
開
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
出
席

者
は
中
川
（
諭
）
、
目
良
、
折
津
、
中
村
（
光
）
、
小
竹
の
諸
先
生
で
、
そ
れ
に
私
、
中
垣
氏
、

田
中
（
潜
）
氏
も
出
席
し
た
。
当
時
、

部
作
業
を
進
め
て
い
た
が
、
諸
々
の
事
情
で
中
断
し
た
。
た
だ
し
、

て、

一
応
、
肩
の
荷
が
降
り
た
気
持
で
あ
る
。

四
ヵ
年
有
余
の
編
纂
の
作
業
が
、
よ
う
や
く
終
わ
り
、

温

故

知

新

土

い
わ
ゆ
る
「
田
中
メ
モ
」
と
し
て
、

そ
の
後
、
中
村
光
慶
先
生
が
昭
和
―
―
―
十
八
年
十
月
十
一
日
以
来
、
自
ら
筆
を
と
り
、
諸
資
料
を
集
め
、
編
纂
の
努
力
を
続
け
ら
れ
た

屋

文

男
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が
、
業
半
ば
に
し
て
不
帰
の
人
と
な
り
、
そ
の
衣
鉢
を
つ
が
れ
た
阿
部
明
先
生
に
よ
り
、
明
治
・
大
正
編
の
完
成
を
み
た
こ
と
は
衆
知

の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
編
の
編
纂
に
当
た
り
、
感
じ
た
こ
と
は
、
資
料
の
無
い
時
期
は
全
く
無
い
に
等
し
く
、
有
る
時
期
は
有
り
余
る
議
事
録
が
あ
り
、

も
っ
と
も
、
特
定
の
先
生
で
は
あ
る
が
、
喋
り
ま
く
っ
た
議
事
録
が
数
十
ペ
ー
ン
に
及
ぶ
と
い
う
代
議
員
会
な
ど
も
あ
り
、
往
時
が
偲

ば
れ
る
と
同
時
に
、
却
っ
て
、
そ
の
取
り
ま
と
め
に
苦
労
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
明
治
。
大
正
編
、
補
遺
」

に
つ
い
て
は
、
既
に
「
札
医
通
信
」
誌
上
に
十
三
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
も
の
で
あ
り
、

系
内
の
話
題
に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

か
つ
、
私
の
家

た
め
ら
わ
れ
た
が
、
委
員
会
の
指
示
に
よ
り
一
部
を
再
掲
し
た
。
当
時
の

い
て
も
、
人
名
そ
の
他
が
明
確
に
な
っ
て
か
ら
発
表
す
る
の
が
常
識
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
医
師
会
史
の
発
刊
が
、
近
い
将

来
、
更
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
は
な
く
、
未
完
の
ま
ま
掲
載
し
た
次
第
で
あ
る
。

に
つ
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最
近
の
報
道
（
昭
和
五
十
七
年
九
月
十
日
付
道
新
）

に
よ
る
と
、
全
国
の
百
歳
以
上
の

七
歳
）
、
昨
年
よ
り
百
二
十
八
人
も
増
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
体
質
、
衣
食
住
そ
の
他
の
環
境
の
変
化
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、

医
師
が
主
体
と
な
っ
た
医
療
も
か
な
り
の
ウ
ニ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
確
実
て
あ
る
。
老
人
福
祉
対
策
が
伴
わ
な
い
と
い
う
面
も

あ
る
が
、
平
均
寿
命
は
年
々
延
び
て
お
り
、
こ
れ
が
歴
史
を
変
え
て
行
く
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
人
類
進
歩
の
跡
を
ふ
り
返
っ

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
1
1

ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
と
ジ
ン
ジ
ャ
ン
ト
ロ
プ
ス
1
1

ポ
イ
セ
イ
で
、
次
い
で
北
京
原
人
、
現
生
人
類
（
現
人
類
の

直
接
の
祖
先
）
等
を
経
て
氷
河
期
な
る
試
練
に
堪
え
、
紀
元
前
三
千
年
か
ら
ニ
ー
ケ
・
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ン
ダ
ス
・
黄
河
の
諸
文
明
が
芽

た
。
そ
れ
か
ら
幾
多
の
紆
余
曲
折
を
辿
り
、
現
代
の
絢
爛
た
る
文
明
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
長
足
の
進
歩
は
、
今

人
類
が
初
め
て
地
球
上
に
出
現
し
た
の
は
、
元
東
大
教
授
笠
原
一
男
氏
に
よ
れ
ば
今
か
ら
約
百
万
年
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

て
み
た
い
。

札
医
会
史
分
担
を
書
き
終
え
て

山

は
千
二
百
人
で
（
最
高
齢
者
は

口

康

徳
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ス
タ
ー
か
ら
王
妃
へ
と
華
麗
な
変
身
を
と
げ
た
が
、

や
邪
心
あ
る
一
部
の
人
び
と
に
よ
っ
て
両
刃
の
剣
の
働
き
を
な
し
つ
つ
あ
り
、
良
識
を
も
っ
た
、
ま
た
弱
い
人
達
を
怒
り
と
恐
怖
に
駆

地
球
誕
生
以
来
約
二
十
五
億
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
偉
大
な
自
然
の
産
物
の
上
に
は
四
十
億
余
の
人
類
が
居
住
し
て
お
り
、

地
質
や
国
状
に
よ
っ
て
文
化
・
貧
富
の
程
度
こ
そ
違
え
、
大
部
分
の
人
び
と
は
精
一
杯
ま
じ
め
に
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
見
れ
ば
、
人
類
は
地
球
を
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
壮
大
か
つ
凄
絶
な
ド
ラ
マ
を
日
夜
演
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
煮
え
た
ぎ
る
憎
悪
、
深

い
悲
し
み
、
燃
え
る
よ
う
な
愛
情
、
ド
ス
黒
い
欲
望
、

に
至
っ
て
い
る
。

は
高
山
周
徳
で

ま
た
は
悪
魔
の
よ
う
な
邪
心
等
々
を
、
胸
に
秘
め
た
り
露
骨
に
全
身
か
ら
発
散

さ
せ
な
が
ら
、
考
え
、
行
動
に
移
す
。
こ
れ
は
如
何
な
る
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
も
到
底
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ほ
ど
人
び
と
の
織
り
な
し
た
歴
史
と
自
然
が
営
む
千
変
万
化
の
現
象
は
、
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
雄
渾
か
つ
深
遠
で
あ
る
と
思

う
。
歴
史
は
人
が
造
る
も
の
で
あ
る
が
、

ま
た
、
繰
り
返
す
も
の
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
人
の
心
理
の
底
流
に
は
回
帰
性
が
潜
ん
で
い

本
道
で
の
最
初
の
医
師
は
、
京
都
で
医
学
を
修
め
松
前
藩
医
と
し
て
来
道
し
た
桜
井
玄
三
で
、
彼
は
藩
士
の
ほ
か
ア
イ
ヌ
や
和
人
を

診
療
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
〔
千
六
百
年
（
慶
長
五
年
）
、
松
前
十
四
代
藩
主
章
広
の
頃
〕
。
初
の
女
医
は
千
八
百
九
十
七
年
（
明
治
三

十
年
）
に
瀬
棚
で
産
科
・
小
児
科
を
開
業
し
た
荻
野
吟
子
で
あ
る
。
札
幌
で
は
こ
れ
よ
り
早
く
定
住
し
た
医
師
第
一

あ
り
、
こ
の
時
か
ら
札
医
の
歴
史
は
始
ま
る
が
、
百
余
年
の
星
霜
を
経
て
幾
多
の
困
難
と
闘
い

モ
ナ
コ
王
国
グ
レ
ー
ス
王
妃
が
九
月
十
日
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
脳
内
出
血
の
た
め
モ
ナ
コ
の
病
院
で
死
亡
し
た
と
報
ぜ
ら
れ
た
。

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
と
言
え
よ
う
。

り
立
て
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

二
歳
で
事
故
死
す
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、

不

一
方
か
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れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

月 ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
は
ヒ
ガ
目
で
あ
ろ
う
か
。

慮
の
事
故
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
間
、
内
科
、
外
科
を
含
む
多
く
の
医
師
が
動
員
さ
れ
、
昼
夜
を
分
か
た
ず
診
療
に
専
念
し
た
と
思
わ

れ
る
。

し
か
し
、
手
を
尽
く
し
て
も
、
臨
終
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
医
師
団
に
対
す
る
王
室
並
び
に
国
民
の
心
証
は
ど
う
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。

る
医

ま
た
医
師
の
心
理
状
態
も
、
突
発
し
た
事
故
に
遭
遇
し
て
冷
静
に
対
処
こ
そ
し
た
が
、
緊
張
の
連
続
だ
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
時
代
や
政
情
に
関
係
な
く
、
医
師
は
毀
誉
褒
貶
に
と
ら
わ
れ
ず
良
心
に
従
い
、
国
民
の
保
健

衛
生
、
福
祉
関
係
に
意
を
用
い
全
力
投
球
し
て
き
た
し
、
将
来
も
こ
う
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
概
ね
お
人
好
し
で
、
何
か
人
に
陥
れ

今
年
八
月
に
わ
が
国
は
歴
史
の
教
科
書
改
訂
問
題
で
、
中
国
や
韓
国
、
果
て
は
自
国
内
の
沖
縄
県
民
か
ら
も
突
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
漸
次
ニ
ス
カ
レ
ー
ト
し
緊
迫
し
た
空
気
が
み
な
ぎ
っ
た
が
、
外
務
、
文
部
両
当
局
の
根
気
強
く
誠
意
を
も
っ
た
話
し
合
い
と
、
九

六
日
の
鈴
木
首
相
の
訪
中
し
た
際
の
中
国
の
趙
紫
陽
首
相
と
の
会
談
で
、
条
件
つ
き
な
が
ら
決
着
を
み
た
が
、

界
平
和
の
た
め
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
歴
史
の
ほ
ん
の
一
断
面
だ
が
、
社
会
の
一

師
は
す
ぐ
れ
た
技
術
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
生
か
し
、
歴
史
形
成
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
行
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

終
わ
り
に
、
社
会
が
大
き
く
変
動
し
つ
つ
あ
る
と
き
、
会
史
編
纂
に
携
わ
っ
て
四
年
半
を
経
た
が
、
そ
の
間
、
阿
部
明
委
員
長
は
じ

め
委
員
諸
先
生
、

札
幌
の
秋
は
駆
け
足
で
冬
に
衣
替
え
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
歴
史
の
一
駒
に
す
ぎ
な
い
。

日
中
双
方
と
世

ほ
か
久
田
前
事
務
局
長
、
白
川
君
な
ど
完
成
に
至
る
ま
で
労
苦
を
共
に
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
同
時
に
、
社
会
・
人
生

な
ど
の
問
題
を
い
ろ
い
ろ
と
深
く
学
び
得
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
懐
し
く
も
貴
重
な
思
い
出
と
し
て
終
生
忘
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資
料
と
統
計
編
を
終
え
て

関
場
元
会
長
が
着
手
さ
れ
、
資
料
の
関
係
上
明
治
二
年
か
ら
明
治
十
七
年
ま
て
し
か
完
成
さ
れ
な
か
っ
た
札
幌
医
事
沿
革
史
に
つ
い

て
、
折
津
会
長
が
そ
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ
、
昭
和
三
十
五
年
総
会
に
お
い
て
そ
の
編
纂
を
決
定
し
、
最
終
的
に
は
当
時
の
中
村
副
会
長

が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
四
十
四
年
中
村
光
慶
が
死
亡
し
た
時
、
残
さ
れ
た
原
稿
は
大
正
末
期
ま
で
の
分
で

た
ま
た
ま
昭
和
五
十
二
年
、
新
生
医
師
会
創
立
三
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
医
師
会
史
明
治
・
大
正
編
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
、

一
、
医
療
と
殆
ど
関
係
な
い
、
し
か
も
札
幌
郊
外
地
区
の
歴
史
が
全
原
稿
の

二
、
諸
外
国
の

の
成
果
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
な
歴
史
事
項
が
約
八
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
。

―
―
一
、
明
治
四
十
年
か
ら
大
正
九
年
ま
で
の
札
幌
区
医
師
会
議
事
録
が
理
堂
関
場
不
二
彦
先
生
遺
品
（
旧
所
蔵
者

し
て
松
島
達
明
、
阿
部
明
、
久
田
が
中
村
原
稿
を
検
討
の
結
果
、

あ
っ
た
。

五
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
。

久

田

中
村
光
慶
）
と
し

夫
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な
ど
を
ふ
ま
え
て
原
稿
を
作
成
し
、
昭
和
五
十
―
―

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
、
久
田
が
事
務
局
を
退
職
し
た
後
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
よ
り
嘱
託
と
し
て
、
会
史
編
纂
—
'
第
一
―

編
担
当
ー
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

私
は
各
委
員
と
同
様
、
資
料
の
蒐
集
に
苦
労
し
た
の
で
あ
る
が
、
官
庁
な
ど
で
も
資
料
を
漫
然
と
保
管
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、

し
た
た
め
か
、
そ
の
後
そ
の
資
料
を
探
し
て
も
な
く
て
、
残
念
に
思
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
も
の
で
あ
る
。

へ
、
昭
和
三
十
五
年
旧
改
築
会
館
へ
、

l
>
 

ざ
事
務
室
が
移
転
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
そ
の
資
料
の
重
要
性
を
急
判
断
す
る
た
め
、
誤
っ
て
破
棄
し
た
り
、
又
破
棄
の
も
の
と
混
同

つ
づ
い
て
昭
和
四
十
六
年
現
医
師
会
館

へ
と
、
数
次
に
わ
た
っ
て
事
務
室
を
移
転
し
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
の
か
、
戦
時
中
は
勿
論
戦
後
二
十
、
三
十
年
代
の
総
会
提
出
資

料
、
議
事
録
、
総
会
経
過
報
告
は
若
干
年
度
し
か
残
さ
れ
て
な
く
、
又
そ
の
他
の
資
料
が
あ
っ
て
も
不
明
瞭
な
、
未
整
理
な
物
し
か
な

医
師
会
史
編
纂
_
分
担
決
定
以
来
、
開
業
さ
れ
て
お
ら
れ
る
先
生
方
が
多
忙
の
中
か
ら
時
間
を
作
り
先
ず
資
料
の
蒐
集
に
苦
労
さ
れ
、

次
い
で
数
度
に
わ
た
り
原
稿
を
書
き
直
さ
れ
、
さ
ら
に
数
次
の
校
正
に
夜
半
ま
で
努
め
ら
れ
る
な
ど
、
ご
苦
労
を
重
ね
ら
れ
た
そ
の
ご

努
力
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
本
書
の
発
刊
に
当
た
っ
て
、
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
機
会
の
多
か
れ
と
祈
っ
て
止
ま
な
い
。

く
、
資
料
の
整
理
、
保
管
の
重
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

札
医
で
も
昭
和
二
十
九
年
北
海
道
医
師
会
館
の

て
北
海
道
医
師
会
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
。

月
に
明
治
・
大
正
編
が
刊
行
さ
れ
た
。
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