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遠
藤
周
作
と
世
田
谷
（
一
）

笛
　
木
　
美
　
佳

遠
藤
周
作
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
十
年
以
上
が
経
っ
た
。
昨
年
、
平
成
三
十
年 

（
二
〇
一
八
）
五
月
に
は
『
遠
藤
周
作
全
日
記
』
上
巻
1950-

1961
・
下
巻
1962-

1993
（
河
出
書
房

新
社
）
が
刊
行
さ
れ
、
遠
藤
文
学
研
究
の
基
礎
資
料
は
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
そ 

の
一
方
で
、
遠
藤
が
活
躍
し
た
昭
和
は
ま
す
ま
す
遠
く
な
り
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
、
資

料
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
ま
と
め
る
こ
と
も
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
遠
藤
と
は
ゆ
か
り
の
深
い
地
で
あ
る
世
田
谷
と
の
関
係
を
整
理
す
る
。

遠
藤
は
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
か
ら
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
ま
で
十
年

以
上
、
世
田
谷
に
居
住
し
て
い
た
（
途
中
、
大
学
予
科
時
代
の
白
鳩
）
1
（
寮
入
寮
、
フ
ラ
ン
ス
留

学
の
期
間
は
除
く
）。
こ
の
期
間
に
は
、
遠
藤
の
人
生
に
お
い
て
、
重
要
な
き
っ
か
け
と

な
っ
た
事
柄
が
多
か
っ
た
。
以
下
、
一
．
母
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
　
二
．
佐
藤
朔
と
の

出
会
い
　
三
．
文
学
仲
間
と
の
出
会
い
　
四
．
歴
史
小
説
へ
の
き
っ
か
け
　
五
．
成
城

大
学
非
常
勤
講
師
　
六
．
そ
の
他
（
昭
和
女
子
大
学
と
の
関
わ
り
）
の
六
項
目
を
立
て
つ

つ
、
論
じ
て
い
く
。

一
．
母
へ
の
う
し
ろ
め
た
）
（
（
さ

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
生
ま
れ
た
遠
藤
は
、
銀
行
勤
め
の
父
の
転
勤
に
よ
り
、

大
正
十
五
年
・
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）
か
ら
大
連
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
が
、
父
の

心
移
り
に
よ
り
父
母
が
離
婚
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
母
、
兄
と
日
本
に
帰
国
し
、
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神
戸
の
伯
母
（
母
の
姉
）
の
家
を
経
て
、
西
宮
市
夙
川
・
仁
川
に
住
ん
だ
。
私
立
灘
中

学
校
に
学
び
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
十
二
歳
の
時
、
夙
川
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
受

洗
し
た
。
灘
中
四
年
終
了
時
の
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）、
卒
業
年
の
十
五
年
（
一
九

四
〇
）
と
続
け
て
三
高
を
受
験
し
、
失
敗
。
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
広
島
高
校
も
失

敗
、
同
年
四
月
か
ら
上
智
大
学
予
科
甲
類
（
ド
イ
ツ
語
ク
ラ
ス
）
に
入
学
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
入
学
は
次
に
示
す
よ
う
に
、
母
の
意
向
が
強
く
働
い
た
不
本
意
な
も
の
と
、

山
根
道
公
）
3
（
氏
は
推
測
し
て
い
る
。

　（
前
略
）
ち
ょ
う
ど
同
じ
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
度
か
ら
、
仁
川
で
の
母
郁
と
遠
藤

の
精
神
的
指
導
司
祭
に
な
っ
て
い
た
ヘ
ル
ツ
ォ
グ
神
父
が
東
京
に
移
り
、
上
智
大
学
の
教

授
に
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
ヘ
ル
ツ
ォ
グ
神
父
は
母
に
と
っ
て
周
作
の
な
る

べ
き
理
想
像
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
母
郁
の
思
い
を
察
す
る
な
ら
ば
、
一
浪
中
の
息
子
が

二
浪
す
る
よ
り
も
、
ヘ
ル
ツ
ォ
グ
神
父
が
教
授
と
な
っ
た
上
智
大
学
に
送
り
込
み
た
い
と

願
い
、
ヘ
ル
ツ
ォ
グ
神
父
に
も
相
談
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。／「
影
法

師
」
で
は
、「
僕
」
と
母
の
指
導
司
祭
で
あ
る
神
父
が
寮
の
指
導
司
祭
と
い
う
新
し
い
仕
事

を
や
る
こ
と
に
な
り
、
母
は
「
僕
」
に
そ
の
寮
に
入
る
気
持
は
な
い
か
と
急
に
言
い
だ
し
、

「
僕
」
は
「
幾
度
も
厭
だ
」
と
言
っ
て
も
「
き
つ
い
母
の
性
格
」
で
、「
僕
」
は
強
引
に
そ

こ
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、
遠
藤
が
母
に
よ
っ
て
強
引

に
上
智
予
科
に
入
れ
ら
れ
た
出
来
事
を
変
形
さ
せ
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
局
、
遠
藤
は
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
二
月
、
予
科
一
年
途
中
に
し
て
退
学
、

仁
川
に
戻
る
。
が
、
そ
の
ま
ま
仁
川
に
居
続
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
旧
制
高
校
を

め
ざ
し
て
再
び
受
験
勉
強
の
後
、
姫
路
、
浪
速
、
甲
南
等
の
高
校
を
受
験
し
失
敗
。
そ

の
後
、「
当
時
、
会
社
役
員
で
あ
っ
た
父
の
経
堂
の
家
（
世
田
谷
区
経
堂
町
八
〇
八
番
）

に
）
4
（
移
」
っ
た
が
、
こ
の
状
況
に
つ
い
て
山
根
）
5
（
氏
は
同
じ
く
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

兄
正
介
と
相
談
し
、
母
に
こ
れ
以
上
経
済
的
負
担
を
か
け
な
い
た
め
、
上
の
学
校
へ
進
む

学
費
や
生
活
費
は
父
親
か
ら
出
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
時
の
理
由

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
将
来
の
こ

と
を
考
え
て
、
当
時
、
も
は
や
息
苦
し
い
存
在
と
な
っ
た
母
か
ら
離
れ
て
自
由
に
な
り
、

会
社
の
重
役
に
ま
で
出
世
し
経
済
的
に
豊
か
な
父
の
方
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

と
も
い
え
る
。
そ
し
て
母
を
離
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
嫌
っ
て
い
た
父
の
も
と
に
ゆ
く
こ

と
は
、
母
と
結
び
つ
く
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
父
の
家
へ
の
転
居
は
、
二
つ
の
意
味
を
孕
ん
で
い
た
。
一
つ
は
経
済
的
な

問
題
解
決
の
た
め
で
あ
る
。
加
藤
宗
哉
）
6
（
氏
が
、「
戦
時
に
お
い
て
も
常
久
の
経
済
状
態

は
一
応
安
定
し
て
い
た
。
正
介
の
東
大
入
学
時
に
は
鋼
板
工
業
取
締
役
だ
っ
た
常
久
は
、

そ
の
後
、
経
歴
上
で
は
安
田
保
善
社
業
務
部
長
、
安
田
興
業
常
務
、
社
長
と
の
ぼ
り
つ

め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
常
久
が
ど
の
段
階
に
い
た
に
せ
よ
、
二
人
の
息
子
を
養
う
く

ら
い
は
簡
単
な
話
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

父
の
家
へ
の
転
居
の
今
一
つ
の
意
味
は
、
母
の
束
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
山

根
）
（
（
氏
は
遠
藤
順
子
夫
人
『
夫
の
宿
）
8
（
題
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、

　
息
子
が
十
八
歳
に
な
っ
た
時
に
「
お
前
は
も
う
息
子
か
ら
離
れ
ろ
！
」
と
主
人
に
言
わ

れ
ま
し
た
。「
十
八
歳
以
上
の
男
の
子
に
と
っ
て
母
親
と
は
有
害
な
存
在
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
」
と
い
う
の
が
主
人
の
考
え
方
で
し
た
。
十
八
歳
以
後
の
息
子
の
教
育
は
父
親
の

出
番
だ
と
、
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
し
た
。

を
引
き
、「
十
八
歳
の
青
年
周
作
に
と
っ
て
重
く
強
引
な
母
親
の
情
愛
と
信
仰
の
強
要

は
ど
ん
な
に
息
苦
し
か
っ
た
か
、
母
親
が
そ
れ
を
理
解
し
、
距
離
を
お
き
、
自
分
を
も
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っ
と
自
由
に
し
て
く
れ
て
い
た
ら
、
あ
の
よ
う
に
決
定
的
に
母
を
裏
切
り
、
傷
つ
け
て

出
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
痛
恨
の
記
憶
が
、
こ
の
極

端
な
言
葉
を
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
久
松
健
一
）
9
（
氏
も
、
遠
藤
の
『
僕
の
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
＝
遠
藤
周
作
対
談
）
（1
（
録
』
の

対
談
「
VS
山
村
賢
明
」
か
ら
「
十
代
二
十
代
の
と
き
、
私
は
自
分
の
母
親
に
対
し
て
う

る
さ
い
と
い
う
感
情
、
ベ
タ
ベ
タ
し
て
く
る
、
邪
魔
を
す
る
と
い
う
感
情
し
か
な
か
っ

た
」
を
引
き
つ
つ
、「
自
我
を
確
立
す
る
た
め
に
、「
自
分
の
内
界
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て

く
る
」
も
の
を
押
し
殺
す
存
在
で
あ
る
母
親
。
母
親
が
「
同
じ
信
仰
を
強
要
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
私
は
、
水
に
溺
れ
た
少
年
の
よ
う
に
そ
の
水
圧
を
は
ね
か
え
そ
う
と
も
が
い

た
」（『
母
な
る
も
の
』）。
溺
れ
な
い
た
め
に
は
、
も
が
か
ず
に
す
む
に
は
、
母
を
切
り

棄
て
る
ほ
か
手
だ
て
は
な
か
っ
た
」
と
考
察
し
て
い
る
。
両
者
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ

ろ
う
。

そ
う
し
た
「
切
り
棄
て
」
は
う
し
ろ
め
た
さ
を
も
た
ら
す
。
母
へ
の
裏
切
り
の
思
い
、

う
し
ろ
め
た
さ
の
意
識
に
つ
い
て
、
遠
藤
は
『
人
生
の
同
伴
）
（（
（
者
』
に
お
い
て
言
及
し
て

い
る
。
聞
き
手
の
佐
藤
泰
正
が
漱
石
と
遠
藤
の
類
似
性
を
指
摘
し
た
際
に
、
遠
藤
は

「
漱
石
は
母
親
に
う
し
ろ
め
た
さ
を
も
っ
て
い
た
か
」
を
尋
ね
、
自
分
は
幼
年
時
代
の

父
母
離
婚
の
際
、
不
仲
に
な
っ
た
両
親
の
「
ど
っ
ち
か
に
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
選

択
を
毎
日
強
い
ら
れ
」、
父
と
出
か
け
る
と
母
親
が
取
り
残
さ
れ
、「
十
歳
の
子
ど
も
に

と
っ
て
は
裏
切
っ
た
と
い
う
感
じ
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
と
語
っ
た
。
さ
ら
に
続
け
て

「
イ
エ
ス
の
生
涯
」
等
で
描
い
た
「
聖
書
の
な
か
で
弟
子
た
ち
が
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
て

し
ま
う
、
あ
の
う
し
ろ
め
た
さ
は
、
い
つ
も
自
分
の
心
の
な
か
に
あ
っ
た
ん
で
す
。
か

く
れ
切
支
丹
も
の
を
書
い
て
も
、
裏
切
り
と
母
親
と
の
関
係
と
い
う
も
の
を
と
お
し
て

切
支
丹
を
み
て
い
る
ん
で
す
」
と
語
っ
た
。
こ
こ
で
遠
藤
は
幼
年
時
の
両
親
の
離
婚
を

め
ぐ
る
選
択
を
裏
切
り
の
体
験
と
し
て
挙
げ
た
が
、
十
八
歳
時
の
〈
父
の
家
か
、
母
の

家
か
〉
の
選
択
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

遠
藤
自
身
の
う
し
ろ
め
た
さ
は
、
か
く
れ
切
支
丹
（
潜
伏
切
支
丹
）
や
、
イ
エ
ス
を

裏
切
っ
た
弟
子
た
ち
の
う
し
ろ
め
た
さ
と
結
び
つ
き
、
そ
う
し
た
弱
者
を
も
ゆ
る
す
母

な
る
神
を
求
め
る
信
仰
、
そ
し
て
そ
れ
を
突
き
詰
め
て
い
く
作
品
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

三
浦
朱
）
（1
（
門
「
彼
の
文
学
作
品
に
あ
っ
て
、
裏
切
り
は
大
き
な
要
素
を
占
め
て
い
る
」、

笠
井
秋
生
）
（1
（
氏
「
初
期
作
品
か
ら
『
沈
黙
』
に
至
る
遠
藤
文
学
に
顕
著
な
裏
切
者
、
転
び

者
、
あ
る
い
は
そ
の
同
類
へ
の
強
い
関
心
は
、
母
を
二
重
（
引
用
者
注
　
母
の
希
望
通
り

に
入
っ
た
上
智
の
退
学
と
、
母
の
勧
め
た
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
不
信
の
二
重
）
に
裏
切
っ
た
と

い
う
遠
藤
の
自
覚
と
無
関
係
で
は
な
い
」、
山
根
）
（1
（
氏
「
母
親
は
自
分
に
と
っ
て
、
自
分

を
単
に
包
ん
で
く
れ
る
存
在
で
あ
る
以
上
に
、
自
分
が
裏
切
っ
た
存
在
、
う
し
ろ
め
た

さ
を
感
じ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
遠
藤
の
意
識
は
、
後
の
遠
藤
文
学
の
根
源
的
な
モ
チ

ー
フ
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」、
久
松
）
（1
（
氏
「
弱
者
＝
自
身
と
す
る
遠
藤
流
の

自
己
規
定
を
、
文
学
的
、
思
想
的
な
「
弱
者
の
論
理
」
に
ま
で
磨
き
あ
げ
さ
せ
、
精
度

を
高
め
さ
せ
た
現
実
の
出
来
事
が
あ
る
。
母
親
郁
と
の
葛
藤
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
遠
藤
の
「
秘
密
」
の
核
心
を
握
り
、
同
時
に
遠
藤
文
学
の
核
を
な
す
も
の

と
な
る
」
と
、
諸
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

父
の
家
、
世
田
谷
区
経
堂
は
、
遠
藤
に
と
っ
て
母
へ
の
裏
切
り
、
う
し
ろ
め
た
さ
を

味
わ
う
地
で
あ
り
、
遠
藤
文
学
の
軸
を
築
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
遠
藤

は
「
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
）
（1
（
女
」
の
中
で
、
裏
切
ら
れ
、
棄
て
ら
れ
る
女
性
、
森
田
ミ

ツ
の
最
初
の
居
住
地
を
「
東
京
都
　
世
田
谷
区
経
堂
町
八
〇
八
　
新
藤
様
方
」（「
ぼ
く

の
手
記
」（
一
））
に
、
ま
た
裏
切
っ
た
男
、
吉
岡
努
の
就
職
先
を
「
大
手
町
に
あ
る
一

流
製
釘
会
社
の
品
を
一
手
に
引
き
う
け
て
い
る
」「
日
本
橋
に
あ
る
釘
問
屋
」（「
ぼ
く

の
手
記
」（
四
））
と
し
て
い
る
。
遠
藤
の
父
、
常
久
の
勤
め
て
い
た
安
田
興
業
株
式
会

社
（
後
の
安
田
工
業
株
会
社
）
は
「
明
治
30
年
（189（

）
に
日
本
で
初
め
て
洋
釘
を
製
造
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し
た
企
業
と
し
て
広
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
）
（1
（
い
」
る
会
社
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
手
近

な
地
名
・
職
業
を
当
て
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
遠
藤
は
連
載
時
の
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）
に
は
既
に
世
田
谷
を
離
れ
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二
．
佐
藤
朔
と
の
出
会
い

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
四
月
、
慶
應
義
塾
大
学
仏
文
科
進
学
の
際
に
出
会
っ
た

恩
師
佐
藤
朔
は
、
作
家

0

0

遠
藤
周
作
の
人
生
を
決
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

人
生
な
ど
は
偶
然
の
ど
う
い
う
機
会
で
、
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
一
冊
の
先
生

の
本
（
引
用
者
注
　
佐
藤
朔
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』）
で
ほ
と
ん
ど
そ
れ
ま
で
勉
強
の
嫌
い
だ

っ
た
私
が
廿
世
紀
の
仏
蘭
西
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
に
非
常
な
興
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
私

は
学
部
は
仏
文
科
を
え
ら
ぼ
う
と
即
座
に
決
心
し
て
し
ま
っ
た
。（「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
）
（1
（
と
」）

佐
藤
朔
の
導
き
は
、
仏
文
科
選
択
の
際
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

大
学
を
終
え
て
、
先
生
に
就
職
を
し
た
い
の
で
す
が
と
お
願
い
す
る
と
、
先
生
は
言
下
に

ノ
ン
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。／「
君
は
も
の
書
き
に
な
り
た
い
と
言
っ
て
い
た
じ
ゃ
な
い
か
。

就
職
な
ど
必
要
は
な
い
。
も
の
書
き
に
な
り
な
さ
い
」／
そ
れ
で
私
の
一
生
は
決
っ
た
。

（「
わ
が
師
・
佐
藤
朔
先
）
（1
（
生
」）

さ
ら
に
、
遠
藤
の
絶
筆
（
口
述
筆
記
）「
佐
藤
朔
先
生
の
思
い
）
11
（
出
」
で
は
、
作
家
に
な

っ
た
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
芥
川
賞
受
賞
の
報
告
に
行
っ
た
折
の
こ
と
に
触
れ
、

「「
こ
れ
か
ら
が
大
変
だ
ぞ
！
」
と
き
び
し
い
言
葉
を
頂
い
た
。
以
後
、
私
の
書
く
も
の

は
く
だ
ら
ぬ
雑
文
ま
で
ほ
と
ん
ど
全
部
、
読
ん
で
お
ら
れ
、
お
目
に
か
か
る
度
に
、
い

つ
も
き
び
し
い
ご
批
判
の
言
葉
を
頂
戴
し
て
い
た
」
と
振
り
返
っ
た
。

一
方
の
佐
藤
朔
も
、
学
生
時
代
か
ら
遠
藤
の
「
も
の
書
き
」
と
し
て
の
資
質
を
見
抜

い
て
お
り
、
意
図
的
に
導
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

遠
藤
君
に
評
論
や
小
説
が
書
け
そ
う
な
こ
と
は
学
生
時
代
か
ら
見
当
が
つ
い
て
い
た
。
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
探
偵
小
説
も
、
冒
険
小
説
も
、
滑
稽
小
説
も
、
詩
も
、
短
歌
も
、

俳
句
も
（
漢
詩
は
ダ
メ
ら
し
い
が
）
な
ん
で
も
で
き
そ
う
だ
っ
た
。
で
き
そ
う
な
だ
け
で

は
な
く
、
ど
れ
も
こ
れ
も
ひ
そ
か
に
書
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ

る
。
し
か
し
当
人
は
ま
だ
ど
れ
に
も
自
信
が
な
く
卒
業
後
す
す
む
べ
き
道
を
だ
い
ぶ
迷
っ

た
ら
し
い
。
そ
の
と
き
第
一
回
の
カ
ト
リ
ッ
ク
留
学
生
の
話
が
起
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
な

ん
で
も
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
こ
と
を
す
す
め
た
。
さ
も
な
い
と
か
れ
は
映
画
の
監
督

か
ラ
ジ
オ
の
プ
ロ
デ
ュ（
マ
マ
）サ
ー
か
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
う
ま

く
い
か
な
け
れ
ば
漫
画
家
を
志
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
探
求
心
が
つ

よ
く
、
可
能
性
が
多
い
人
間
と
い
う
の
は
一
歩
あ
や
ま
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
方
向
に
行

っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。（「「
ア
デ
ン
ま
で
」
ま
）
1（
（
で
」）

こ
の
恩
師
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
遠
藤
は
上
記
も
含
め
、
い
く
つ
も
の
文
章
に
残

し
て
い
る
。

①
　「
佐
藤
先
生
の
弟
子
」（「
藝
文
研
究
」
（3
号
、
昭
4（
（
一
九
六
七
）・
（
）

②
　「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
と
」（「
群
像
」
（5-

3
号
、
昭
45
（
一
九
七
〇
）・
3
）

③ 

　「
私
は
な
ぜ
小
説
家
に
な
っ
た
の
か
―
―
『
神
々
と
神
と
』
か
ら
『
沈
黙
』
を

書
く
ま
で
―
―
」（「
中
学
教
育
」
1（
月
号
、
昭
46
（
一
九
七
一
）・
1（
）

④ 
　「
佐
藤
朔
先
生
」（
原
題
「
あ
の
人
、
あ
の
頃
4
　
佐
藤
朔
先
生
」、「『
遠
藤
周
作
文
学

全
集
』
（
　
月
報
4
」
新
潮
社
、
昭
50
（
一
九
七
五
）・
5
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学

全
集
』
13
、
平
1（
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）

⑤ 

　「
わ
が
師
・
佐
藤
朔
先
生
」（「
本
の
窓
」
昭
54
（
一
九
七
九
）・
3
、
の
ち
に
『
狐
狸
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庵
交
遊
録
』
平
18
（
二
〇
〇
六
）・
9
、
河
出
文
庫
に
所
収
）

⑥ 
　「
私
の
愛
し
た
小
説
」（
原
題
「
宗
教
と
文
学
の
谷
間
で
」「
新
潮
」
昭
58
（
一
九
八

三
）・
10
〜
昭
59
（
一
九
八
四
）・
11
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
14
、
平
1（
（
二

〇
〇
〇
）・
6
、
新
潮
社
に
所
収
）

⑦ 

　「
私
の
履
歴
書
」（「
日
本
経
済
新
聞
」
朝
刊
　
平
成
元
（
一
九
八
九
）・
6
・
1
〜

6
・
30
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
14
、
平
1（
（
二
〇
〇
〇
）・
6
、
新
潮
社
に

所
収
）

⑧ 

　「
佐
藤
朔
先
生
の
思
い
出
」（「
三
田
文
学
」
（5-

46
号
夏
季
号
、
平
8
（
一
九
九
六
）・

8
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平
1（
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）

以
上
の
エ
ッ
セ
イ
を
総
合
す
る
と
、
そ
の
出
会
い
は
次
の
様
に
集
約
で
き
る
。

　 

慶
應
義
塾
大
学
予
科
二
年
（
②
ほ
か
）
の
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）、
信
濃
町
の

白
鳩
寮
に
下
宿
し
て
い
た
（
①
ほ
か
）
遠
藤
は
、
一
週
間
の
う
ち
三
日
間
は
川
崎

の
軍
需
工
場
に
勤
労
動
員
と
し
て
通
っ
て
い
た
（
③
ほ
か
）
が
、
そ
の
帰
り
に
た

ま
た
ま
世
田
谷
区
下
北
沢
の
古
本
屋
〈
白
樺
書
店
〉（
⑤
）
で
、
佐
藤
朔
『
フ
ラ

ン
ス
文
学
素
描
』（
⑤
ほ
か
）
を
見
つ
け
、
そ
れ
が
自
分
の
進
学
す
る
三
田
（
慶
應

義
塾
大
学
本
科
）
の
講
師
の
書
い
た
本
だ
と
知
り
購
入
（
⑤
ほ
か
）、
寮
に
戻
っ
て

一
晩
で
読
了
し
、
仏
文
科
に
進
も
う
と
即
決
し
た
（
⑤
ほ
か
）。
そ
の
後
、
一
九

四
五
年
の
空
襲
の
た
め
、
寮
は
閉
鎖
さ
れ
、
経
堂
の
父
の
家
に
戻
り
（
⑦
）、
四

月
か
ら
三
田
の
仏
文
科
に
進
学
し
た
（
④
ほ
か
）。
が
、
佐
藤
朔
の
病
気
療
養
の

た
め
講
義
が
な
く
、
思
い
き
っ
て
手
紙
を
書
い
て
杉
並
区
永
福
町
の
佐
藤
宅
を
訪

問
（
⑤
ほ
か
）、
そ
の
日
か
ら
し
ば
し
ば
通
い
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
講
義
を
受
け

た
（
③
ほ
か
）。

書
名
が
『
仏
蘭
西
文
学
の
潮
流
』（
①
）、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
潮
流
』（
④
）、『
廿
世

紀
仏
文
学
の
潮
流
』（
②
③
）
に
な
っ
て
い
た
り
（
こ
れ
は
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
の
巻

頭
章
が
「
潮
流
」
で
あ
り
、
印
象
が
強
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
）、
進
学
し
た
年
を
昭
和
二

十
一
年
（
一
九
四
六
）
と
し
た
り
（
⑦
）
の
記
憶
違
い
も
み
ら
れ
る
が
、
内
容
に
大
き

な
ず
れ
は
な
い
。
人
生
の
重
要
な
転
機
に
世
田
谷
区
の
下
北
沢
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
出
会
い
を
め
ぐ
っ
て
は
三
つ
の
問
い
が
成
立
す
る
。

第
一
に
、
遠
藤
が
な
ぜ
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
購
入
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
で

あ
る
。
何
の
興
味
も
な
け
れ
ば
、
古
本
屋
で
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
手
に
取
る
は

ず
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
遠
藤
は
中
途
退
学
し
た
上
智
大
学
の
予
科
で
も
、
慶

應
大
学
の
予
科
で
も
ド
イ
ツ
語
専
攻
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
勉
強
し
て
お
ら
ず
、
仏
文
専

攻
を
意
識
し
て
か
ら
独
学
で
勉
強
し
た
こ
と
を
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

①
〜
⑧
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
は
、
仏
文
科
専
攻
の
起
点
が
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
で

あ
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
遠
藤
の
署
名
入
り
年
譜

「
年
）
11
（
譜
」
に
「
一
九
四
三
年
四
月
／
慶
大
文
学
部
予
科
に
入
学
。
仏
語
を
志
望
し
た
が

独
語
の
ク
ラ
ス
に
入
れ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
が
第
一
志
望
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
流
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
浦

朱
）
11
（
門
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
以
降
、
英
米
の
文
学
は
敵
性
文
学
と
し
て
翻
訳

が
ほ
と
ん
ど
出
な
く
な
り
、
ソ
連
の
文
学
は
「
赤
」
の
文
学
で
あ
る
故
、
ほ
と
ん
ど
翻

訳
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、
遠
藤
の
仏
文
科
進
学
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

結
局
、
も
っ
と
も
手
に
入
り
や
す
か
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ

ラ
ン
ス
は
国
が
な
く
な
り
か
け
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
も
っ
と
も
人
気
の

な
い
文
学
で
あ
っ
た
。／（
中
略
）／
親
に
も
世
間
に
も
国
家
か
ら
も
否
定
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
、

こ
と
に
、
文
学
部
な
ど
は
大
学
の
名
に
値
し
な
い
、
と
い
っ
た
風
潮
す
ら
あ
る
戦
時
中
の
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日
本
で
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
、
そ
れ
も
非
国
民
的
邪
宗
み
た
い
に
い
わ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
と
し
て
勉
強
す
る
。
こ
れ
は
飛
び
級
し
て
一
高
、
東
大
に
進
学
し
て
、
高
等
文
官
試

験
に
パ
ス
し
て
国
家
の
エ
リ
ー
ト
に
な
る
兄
、
正
介
と
は
、
正
反
対
の
道
だ
か
ら
こ
そ
意

味
が
あ
る
。
兄
、
正
介
と
反
対
の
道
を
行
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
っ
た
愚
弟
と

し
て
の
意
地
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

優
秀
な
兄
に
対
す
る
「
意
地
」
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、
当
時
の
一
般
的
な

青
年
と
は
異
な
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
遠
藤
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
・
フ
ラ
ン
ス
文
学

に
惹
か
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

さ
て
素
地
は
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
語
ク
ラ
ス
に
入
り
、
勤
労
動
員
の
日
々
で
勉
強
す

る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
況
下
に
あ
っ
て
、
遠
藤
を
よ
り
強
く
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
結
び

つ
け
た
二
人
の
人
物
が
い
た
。
白
鳩
寮
舎
監
の
吉
満
義
彦
と
、
彼
に
紹
介
さ
れ
て
遠
藤

が
訪
問
し
た
堀
辰
雄
で
あ
る
。

吉
満
義
彦
は
「
ス
コ
ラ
哲
学
者
。
東
京
大
学
在
学
中
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
カ
ト
リ

ッ
ク
へ
改
宗
、19（8

〜30 

年
パ
リ
に
留
学
し
Ｊ
．マ
リ
タ
ン
に
師
事
。
上
智
大
学
、
公

教
神
学
校
、
東
京
大
学
な
ど
で
教
え
、
ま
た
聖
フ
ィ
リ
ッ
プ
寮
（
現
真
生
会
館
）
の
舎

監
と
し
て
青
年
を
指
導
し
）
11
（
た
」
人
物
で
あ
り
、
遠
藤
も
寮
生
と
し
て
そ
の
教
え
を
受
け

た
一
人
で
あ
る
。
①「
佐
藤
先
生
の
弟
子
」
に
は
、「
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
（
引
用
者
注
　

『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
古
本
屋
で
見
つ
け
た
時
）、
私
は
吉
満
義
彦
先
生
が
舎
監
を
さ
れ

て
い
る
学
生
寮
に
下
宿
し
て
い
た
か
ら
マ
リ
タ
ン
の
名
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
し
そ
の
翻

訳
も
幾
つ
か
は
読
ん
で
い
た
。
だ
が
自
分
で
は
ま
だ
独
文
を
や
ろ
う
か
哲
学
を
や
ろ
う

か
迷
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
哲
学
専
攻
の
可
能
性
に
も
触
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
の

大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。
佐
藤
朔
は
「
さ
ら
に
遠
藤
君
に
期
待
す
）
11
（
る
」
の
中
で
、「
彼

が
大
学
生
時
代
に
ど
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
門
に
し
よ
う
と
し
た
か
本
当
の
と
こ

ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
早
く
岩
下
壮
一
氏
や
吉
満
義
彦
氏
に
傾
倒
し
て
、
カ
ト
リ

ッ
ク
の
形
而
上
学
に
相
当
深
入
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
書
き
、
ま
た
山
根
氏

も
「
吉
満
義
彦
体
験
―
―
そ
の
影
響
と
超
）
11
（
克
」
の
中
で
、「
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク

文
学
研
究
に
進
む
契
機
に
つ
い
て
、
一
九
四
四
年
に
佐
藤
朔
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素

描
』
を
古
本
屋
で
見
つ
け
て
読
ん
だ
の
が
切
っ
掛
け
で
あ
る
と
遠
藤
は
語
っ
て
い
る
が
、

実
際
は
そ
の
前
に
吉
満
の
影
響
で
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
を
読
み
始
め
て
い
る
」
と
論
じ
て

い
る
と
お
り
、
吉
満
は
遠
藤
を
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
に
誘
っ
た
。
遠
藤
自
身
も
「
対
談
　

遠
藤
周
作
　
佐
古
純
一
郎
　
吉
満
義
彦
と
の
出
会
）
11
（
い
」
の
中
で
、「
僕
は
仏
文
に
行
こ

う
、
と
い
う
こ
と
を
先
生
（
引
用
者
注
　
吉
満
先
生
）
に
申
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
語
を
や
り
た
い
と
。
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
出
来
て
小
説
書
く
人
が
い
な
い
か

っ
て
お
考
え
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
と
す
る
と
堀
さ
ん
だ
と
。
そ
れ

か
ら
僕
は
詩
み
た
い
な
ま
ね
ご
と
を
ち
ょ
っ
と
書
い
た
り
し
て
い
た
か
ら
、
堀
さ
ん
が

詩
人
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
堀
さ
ん
を
紹
介
し
て
あ
げ
よ
う
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て

下
さ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
吉
満
と
堀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
根
）
11
（
氏
の
「
吉
満

は
堀
辰
雄
と
は
一
高
の
一
年
後
輩
で
そ
の
頃
か
ら
の
知
人
で
あ
り
、
堀
辰
雄
に
愛
さ
れ

て
い
た
四
季
派
の
詩
人
野
村
英
夫
が
一
九
四
三
年
に
吉
満
を
代
父
と
し
て
受
洗
し
て
い

た
こ
と
も
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
青
年
遠
藤
に
堀
を
紹
介
し
た
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
」
と

の
調
査
も
あ
る
。
そ
う
し
た
経
緯
で
、
遠
藤
は
吉
満
の
部
屋
に
呼
ば
れ
、「
君
は
哲
学

な
ん
か
よ
り
文
学
が
む
い
て
い
る
。
私
の
知
っ
て
い
る
文
学
者
で
会
い
た
い
人
が
い
た

ら
紹
介
状
を
書
い
て
あ
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
、「
堀
辰
雄
氏
と
亀
井
勝
一
郎
氏
に
紹
介

状
を
す
ぐ
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
」（「
吉
満
先
生
の
こ
）
11
（
と
」）、
そ
の
紹
介
状
を
持
っ
て
堀

辰
雄
を
訪
ね
た
の
が
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
の
二
月
末
か
ら
三
月
初
め
頃
で
あ

っ
）
11
（
た
。
吉
満
は
、
遠
藤
に
文
学
の
道
を
行
く
こ
と
を
勧
め
た
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス

語
・
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
の
で
あ
る
。
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次
に
堀
辰
雄
の
影
響
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
遠
藤
の
⑥「
私
の
愛
し
た
小
説
」
に
は
、

遠
藤
が
堀
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
特
に
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
に
傾
倒
し
て
い
く
さ
ま
が

綴
ら
れ
て
い
る
。

　
あ
る
日
、
東
京
に
戻
ろ
う
と
し
た
学
生
の
私
に
堀
氏
が
「
曠
野
」
と
い
う
新
著
を
く
だ

さ
っ
た
。
生
れ
て
は
じ
め
て
小
説
家
か
ら
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
を
も
ら
っ
た
の
で
感
激
の

あ
ま
り
体
が
震
え
る
よ
う
で
、
碓
氷
峠
を
く
だ
る
汽
車
の
な
か
で
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん

だ
。
／
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
急
に
書
い
た
か
と
い
う
と
、
あ
の
日
、
あ
の
汽
車
の
中

で
私
は
は
じ
め
て
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
名
や
そ
の
小
説
論
の
一
節
を
こ
の
随
筆
に
よ
っ
て
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
が
と
も
か
く
も
そ
の
後
に
小
説
家
に
な

っ
た
私
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
も
あ
る
。／（
中
略
）／
と
も
あ
れ
、
堀
氏
の
随
筆

を
通
し
て
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
名
を
知
っ
た
私
は
こ
の
作
家
が
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
で
あ
る
か

ら
、
わ
が
身
に
引
き
つ
け
て
勉
強
し
て
み
よ
う
と
い
う
殊
勝
な
気
持
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、

幸
運
だ
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
下
北
沢
の
古
本
屋
で
み
つ
け
た
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
」

と
い
う
本
に
こ
の
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
こ
と
が
二
章
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
た
の
み
な
ら

ず
、
著
者
の
佐
藤
朔
と
い
う
仏
文
学
者
が
私
が
こ
れ
か
ら
勉
強
す
る
で
あ
ろ
う
三
田
の
文

学
部
の
講
師
だ
と
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』（
昭
15
（
一
九
四
〇
）・
11
、
青
光
社
）
の
目
次
を
確
認
す
る
と
、

「
潮
流
」「
小
説
家
」「
詩
人
」
の
三
項
目
に
分
か
れ
、「
潮
流
」
に
は
「
新
カ
ト
リ
ッ
ク

文
学
運
動
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
の
位
置
」
な
ど
の
論
文
が
並
び
、
ま
た
「
小
説
家
」

に
は
「
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
場
合
」
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
遠
藤
の
目
を
十
分
引
き
つ
け

る
書
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
上
、
遠
藤
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
惹
か
れ
る
素
地
を
持
っ

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
吉
満
と
の
出
会
い
、
さ
ら
に
吉
満
に
紹
介
さ
れ
て
の
堀
と
の
出
会

い
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
が
故
に
、
佐
藤
朔
『
フ
ラ
ン
ス
文

学
素
描
』
を
す
ぐ
に
手
に
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
）
1（
（
る
。

こ
こ
に
第
二
の
問
い
が
生
じ
る
。
⑤「
わ
が
師
・
佐
藤
朔
先
生
」
に
「『
フ
ラ
ン
ス
文

学
素
描
』
と
い
う
本
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
り
、
そ
し
て
、
そ
の
著
者
紹
介
の
小
さ
な
活

字
を
見
て
や
が
て
進
学
す
る
三
田
の
講
師
の
著
作
だ
と
知
る
と
、
私
は
す
ぐ
そ
れ
を
買

い
求
め
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遠
藤
は
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
手
に
取

っ
て
、
初
め
て
佐
藤
朔
が
三
田
の
講
師
だ
と
知
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
既
に
久
松
）
11
（
氏
が

指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、「「
紺
色
の
表
紙
」
の
初
版
本
の
ど
こ
に
も
佐
藤
朔
が
慶
應
義

塾
で
教
師
を
し
て
い
る
と
い
う
記
載
が
見
つ
か
ら
な
い
」。
私
も
世
田
谷
文
学
館
蔵

『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』（
昭
15
（
一
九
四
〇
）・
11
、
青
光
社
）
を
確
認
し
た
が
、
ま
ず

「
著
者
紹
介
」
が
な
い
。
紺
色
の
カ
バ
ー
表
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
佐
藤
朔
」

「
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
」「
青
光
社
」
の
み
、
カ
バ
ー
裏
表
紙
は
「¥

180

」
の
み
で
あ

る
。
カ
バ
ー
見
返
し
に
は
前
後
と
も
何
の
記
載
も
な
い
。「
奥
付
」「
あ
と
が
き
」
に
も

「
著
者
紹
介
」
は
な
く
、
慶
應
義
塾
大
学
の
文
字
も
見
ら
れ
な
い
。『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素

描
』
は
論
文
集
で
あ
る
か
ら
、
論
文
初
出
一
覧
が
あ
れ
ば
、
慶
應
大
学
関
係
の
雑
誌
が

記
載
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
な
い
。
所
収
さ
れ
て
い
る
論
文
本
文
に
も
、

慶
應
大
学
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
遠
藤
は
①
「
佐
藤
先
生
の
弟
子
」
で
「
あ
れ
か

ら
二
十
年
、
今
で
も
私
の
書
架
に
は
こ
の
本
が
あ
る
。
開
く
と
そ
の
中
に
沢
山
の
書
き

こ
み
が
あ
る
。
先
生
の
御
署
名
も
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
仏
文
科
に
進
学
し
て
か

ら
先
生
に
お
ね
だ
り
し
て
書
い
て
頂
い
た
も
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
蔵
書
を
調

べ
れ
ば
何
ら
か
の
書
き
込
み
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
長
崎
市
立
遠
藤
周
作
文

学
館
、
町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
、
い
ず
れ
の
蔵
書
目
録
に
も
『
フ
ラ
ン
ス
文

学
素
描
』
は
な
い
の
で
確
認
が
で
き
な
）
11
（
い
。

そ
れ
で
は
、
遠
藤
は
ど
の
よ
う
に
し
て
佐
藤
朔
が
慶
應
大
学
の
講
師
だ
と
知
っ
た
の
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で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
朔
が
「「
ア
デ
ン
ま
で
」
ま
）
11
（
で
」
に
遠
藤
が

「
ぼ
く
の
家
に
遊
び
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
堀
辰
雄
君
の
紹
介
に
よ
っ
て
」
と
書

い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
と
、
堀
か
ら
時
を
前
後
し
て
聞
い
て
い
た
可
能
性
が

高
い
。

佐
藤
朔
と
堀
辰
雄
は
旧
知
の
、
し
か
も
か
な
り
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
ず
、
二

人
は
共
通
す
る
同
人
誌
に
参
加
し
て
い
た
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
九
月
創
刊
の

「
詩
と
詩
論
」
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
九
月
刊
の
第
五
冊
か
ら
同
人
制
を
廃
止
し
、

寄
稿
家
組
織
を
取
る
が
、
こ
の
寄
稿
家
と
し
て
加
え
ら
れ
た
九
人
の
う
ち
の
二
人
が
佐

藤
朔
と
堀
辰
雄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
一
月
創
刊
の
「
リ
ベ

ル
テ
」
に
も
同
人
と
し
て
二
人
は
名
を
連
ね
て
い
）
11
（
る
。
さ
ら
に
、
佐
藤
朔
「
堀
辰
雄

―
―
堀
辰
雄
と
軽
井
）
11
（
沢
」
に
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
の
夏
に
旧
軽
井
沢
の
つ
る

や
に
逗
留
し
て
い
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
「
中
仙
道
に
面
し
た
角
の
部
屋
に
堀

君
が
泊
っ
て
お
り
、
私
の
部
屋
は
そ
の
隣
り
で
あ
っ
た
。
と
き
ど
き
お
互
に
襖
越
し
に

声
を
掛
け
て
話
し
合
っ
た
り
、
散
歩
に
誘
い
合
っ
た
り
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
ほ
か
、

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
ご
ろ
堀
・
神
西
清
・
織
田
正
信
・
伊
藤
織
雄
と
佐
藤
朔
の
五

人
で
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
の
生
活
と
意
見
』

の
講
読
会
を
つ
づ
け
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
堀
の
妻
、
多
恵
子
の

『
堀
辰
雄
の
周
）
11
（
辺
』
に
も
、
佐
藤
朔
が
阿
比
留
信
（
本
名
、
豊
田
泉
太
郎
）
を
堀
に
紹
介

し
た
こ
と
を
「
辰
雄
が
豊
田
さ
ん
を
知
っ
た
の
は
、
丸
岡
（
明
）
さ
ん
の
紹
介
と
ば
か

り
私
は
思
っ
て
い
た
が
、
豊
田
さ
ん
の
記
憶
で
は
佐
藤
朔
さ
ん
に
よ
る
そ
う
で
、「
堀

君
は
君
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
詩
人
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
に

似
て
い
る
ね
と
言
っ
て
い
た
よ
」
と
佐
藤
朔
さ
ん
が
話
さ
れ
た
こ
と
を
、
笑
い
な
が
ら

私
に
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
昭
和
四
年
頃
の
話
の
よ
う
だ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
遠
藤
が
堀
か
ら
佐
藤
朔
に
紹
介
さ
れ
た
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
よ
り

は
る
か
前
か
ら
二
人
に
は
交
友
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
互
い
の
文

章
の
中
で
、
互
い
の
研
究
や
作
家
活
動
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
佐
藤
朔

『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
に
所
収
さ
れ
た
「
小
説
に
お
け
る
自
由
」（
初
出
「
新
潮
」
通

巻
424
号
、
昭
15
（
一
九
四
〇
）・
3
）
で
は
、
冒
頭
、「
最
近
堀
辰
雄
君
が
次
の
小
説
を
書

く
に
あ
た
つ
て
の
覚
書
と
し
て
、
出
来
る
だ
け
小
説
ら
し
い
小
説
を
、
同
君
の
「
物
語

の
女
」
の
な
か
に
で
て
く
る
菜
穂
子
と
い
ふ
若
い
娘
を
主
人
公
と
し
て
書
く
つ
も
り
だ

と
い
ふ
こ
と
を
発
表
し
て
ゐ
る
」
と
紹
介
し
た
後
、
堀
作
品
と
関
係
の
深
い
モ
ー
リ
ヤ

ッ
ク
「
テ
レ
エ
ズ
・
デ
ケ
ル
ウ
」
を
論
じ
た
。
一
方
、
堀
辰
雄
『
曠
野
』
に
所
収
さ
れ

た
「
狐
の
手
套
」
四
（
初
出
題
「
狐
の
手
套
」「
セ
ル
パ
ン
」
昭
8
（
一
九
三
三
）・
5
）
は
、

「
自
殺
に
就
い
て
の
テ
ス
ト
氏
の
意
見
」
と
題
し
た
堀
自
身
の
覚
書
に
つ
い
て
の
文
章

で
あ
る
が
、「
こ
れ
は
数
年
前
に
佐
藤
朔
君
か
ら
借
り
た
「LA

 R
EV

O
LU

T
IO

N
 

SU
R

R
EA

LIST
E

」
の
一
冊
か
ら
の
抜
粋
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
論

じ
た
後
で
、「
以
上
の
と
こ
ろ
で
僕
の
抄
は
終
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
か
ら
も
つ
と
あ
と
が

あ
つ
た
の
や
ら
、
な
い
の
や
ら
、
僕
は
も
う
す
つ
か
り
忘
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
佐
藤

朔
君
に
で
も
今
度
会
つ
た
ら
、
そ
れ
を
調
べ
て
置
い
て
貰
は
う
」
と
閉
じ
て
い
る
。
既

に
引
用
し
た
と
お
り
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
も
『
曠
野
』
も
、
ど
ち
ら
も
遠
藤
が

手
に
取
り
、
感
銘
を
受
け
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
二
冊
の
書
物
に
は
二
人
の
名
前
が
響

き
合
う
よ
う
に
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
遠
藤
に
と
っ
て
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』

は
、
そ
の
中
に
自
身
が
敬
愛
す
る
堀
辰
雄
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
、
信
用
に
足
る
書

物
で
あ
り
、
佐
藤
朔
の
こ
と
を
訪
ね
る
き
っ
か
け
を
有
し
た
書
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

さ
て
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
巡
る
第
三
の
問
い
は
、「
偶
然
」「
た
ま
た
ま
」

の
意
味
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
遠
藤
の
佐
藤
朔
と
の
出
会
い
を
記
し
た
①
〜
⑧
の
エ
ッ
セ
イ
を
子
細
に

見
比
べ
る
と
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
見
つ
け
た
と
き
の
「
た
ま
た
ま
」
の
掛
か
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り
具
合
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
Ａ
「
た
ま
た
ま
本
を
見
つ
け
た
」
と
、
Ｂ
「
た
ま
た

ま
下
北
沢
の
古
本
屋
に
行
っ
た
」
の
二
つ
で
あ
る
。

Ａ
の
例

佐
藤
先
生
の
名
を
知
っ
た
の
は
偶
然
だ
っ
た
。
勤
労
動
員
で
く
た
び
れ
た
あ
る
日
、
私
は

下
北
沢
の
白
樺
書
店
と
い
う
古
本
屋
で
た
ま
た
ま
一
冊
の
本
を
み
つ
け
た
。
当
時
の
古
本

屋
に
は
読
み
た
い
よ
う
な
書
物
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
、
駄
本
ば
か
り
が
棚
に
並
べ
ら

れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
一
冊
の
本
が
偶
然
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
私
の
そ
れ
か
ら
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
は
、
そ
の
時
は
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
⑤「
わ
が

師
・
佐
藤
朔
先
生
」、
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

Ｂ
の
例
　

（
前
略
）
た
ま
た
ま
下
北
沢
の
古
本
屋
を
覗
い
た
時
、
紺
色
の
表
紙
の
本
を
み
つ
け
た
。
本

に
は
三
田
の
仏
文
科
の
講
師
で
佐
藤
朔
と
い
う
名
が
書
い
て
あ
っ
た
。
／
自
分
の
進
む
三

田
文
科
の
先
生
だ
と
い
う
理
由
で
私
は
そ
の
本
を
買
い
、
そ
の
夜
、
寝
床
の
な
か
で
頁
を

め
く
っ
た
。（
⑦「
私
の
履
歴
書
」）

Ｂ
の
ス
タ
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ほ
か
に
「
た
ま
た
ま
立
寄
っ
た
下

北
沢
の
古
本
屋
で
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
と
い
う
本
を
見
つ
け
た
」（
⑧「
佐
藤
朔
先

生
の
思
い
出
」）
が
あ
る
。

ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
に
も
読
め
る
も
の
も
あ
る
。「
ブ
ル
ー
の
表
紙
カ
バ
ー
の
か

か
っ
た
そ
の
本
を
私
は
偶
然
、
下
北
沢
の
古
本
屋
で
み
つ
け
た
」（
①「
佐
藤
先
生
の
弟

子
」）、「
偶
然
下
北
沢
の
古
本
屋
で
買
っ
た
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
潮
流
』
と
い
う
一
冊

の
先
生
の
本
」（
④「
佐
藤
朔
先
生
」）、「
た
ま
た
ま
下
北
沢
の
古
本
屋
で
み
つ
け
た
「
フ

ラ
ン
ス
文
学
素
描
」
と
い
う
本
」（
⑥「
私
の
愛
し
た
小
説
」）、「
私
が
先
生
の
授
業
を
受

け
た
い
と
思
っ
た
の
は
全
く
偶
然
に
よ
る
」（
②「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
と
」）、「
私
が
先
生

の
授
業
を
受
け
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
全
く
偶
然
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（
③「
私
は

な
ぜ
小
説
家
に
な
っ
た
の
か
―
―
『
神
々
と
神
と
』
か
ら
『
沈
黙
』
を
書
く
ま
で
―
―
」）、
で

あ
る
。
以
下
、
下
北
沢
の
位
置
を
考
慮
し
つ
つ
、
検
証
を
試
み
る
。

〈
白
樺
書
店
〉
で
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
見
つ
け
た
時
、
遠
藤
は
慶
應
大
学
の

予
科
二
年
で
、
信
濃
町
の
白
鳩
寮
に
下
宿
し
て
い
た
。
白
鳩
寮
の
あ
っ
た
信
濃
町
は
省

線
中
央
線
の
駅
で
あ
り
、
勤
労
動
員
に
通
っ
た
川
崎
は
省
線
東
北
・
京
浜
線
の
駅
で

あ
る
。
も
し
、
仕
事
を
終
え
、
川
崎
か
ら
信
濃
町
に
帰
る
の
で
あ
れ
ば
、【
川
崎
（
省

線
東
北
・
京
浜
線
）
→
品
川
（
省
線
山
手
線
）
→
代
々
木
（
省
線
中
央
線
）
→
信
濃
町
】

と
乗
り
継
ぐ
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。『
時
刻
表
復
刻
版
　
戦
前
・
戦
中
編
6
　
1944
（
昭

19
）
年
1（
月
　
時
刻
表
5
號
（
通
巻
235
号）

11
（

）』
に
よ
れ
ば
、
乗
車
時
間
の
み
で
約
三
十
五

分
で
あ
る
。
こ
の
経
路
で
は
、
渋
谷
は
通
る
が
、
下
北
沢
は
通
ら
な
い
。
遠
藤
は
「
古

本
の
）
11
（
話
」
で
、「
渋
谷
の
宮
益
坂
か
ら
青
山
に
か
け
て
の
古
本
屋
が
戦
災
の
た
め
に
ほ

と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
全
く
残
念
で
あ
る
。／
私
が
こ
の

宮
益
坂
の
本
屋
を
よ
く
う
ろ
つ
い
た
の
は
、
戦
争
の
最
中
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
ま
だ
黄

嘴
の
一
書
生
で
あ
り
、
戦
争
中
の
こ
と
ゆ
え
勤
労
動
員
で
工
場
に
行
か
さ
れ
て
い
た
時

だ
っ
た
」
と
、
ま
た
「
本
不
足
の
時
代
の
悦
）
11
（
び
」
に
も
「
私
が
初
め
て
本
と
つ
き
あ
い

出
し
た
頃
―
こ
う
書
い
た
途
端
、
す
ぐ
眼
に
う
か
ぶ
の
は
、
戦
争
中
の
渋
谷
宮
益
坂
か

ら
青
山
都
電
通
り
に
か
け
て
の
寂
莫
と
し
た
風
景
で
あ
る
。（
中
略
）／
な
ぜ
そ
う
い
う

通
り
の
風
景
が
眼
に
う
か
ぶ
か
と
い
う
と
、
当
時
、
日
吉
の
慶
応
予
科
に
入
っ
た
ば
か

り
の
私
は
毎
日
の
授
業
や
勤
労
奉
仕
の
帰
り
、
こ
の
宮
益
坂
に
残
っ
て
い
る
古
本
屋
を

一
軒
一
軒
み
て
ま
わ
っ
て
、
今
日
は
何
か
掘
り
出
し
も
の
は
な
い
か
と
歩
い
た
か
ら
だ

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
遠
藤
が
渋
谷
を
通
る
ル
ー
ト
を
使
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
渋

谷
で
日
頃
、
古
本
屋
巡
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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で
は
、
下
北
沢
に
寄
っ
て
帰
る
に
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
通
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
【
川
崎
（
省
線
東
北
・
京
浜
線
）
→
品
川
（
省
線
山
手
線
）
→
渋
谷
（
東
京
急

行
電
鉄  
井
ノ
頭
線
）
→
下
北
沢
（
東
京
急
行
電
鉄
小
田
原
線
）
→
新
宿
（
省
線
中
央
線
）

→
信
濃
町
】
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
乗
車
時
間
だ
け
で
約
一
時
間
で
あ
り
、
乗

車
時
間
だ
け
で
も
川
崎
―
信
濃
町
間
の
お
お
よ
そ
倍
の
時
間
が
か
か
る
。
勤
労
動
員
は

疲
労
を
伴
っ
た
。
⑤「
わ
が
師
・
佐
藤
朔
先
生
」
に
「
勤
労
動
員
で
く
た
び
れ
た
あ
る

日
」
と
記
し
、
ま
た
「
吉
満
先
生
の
こ
）
1（
（
と
」
で
は
、
吉
満
が
寮
生
に
「
神
秘
主
義
」
に

つ
い
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
は
じ
め
た
こ
と
に
触
れ
、「
お
ぼ
え
て
い
る
の
は
そ
れ
を
聞

い
て
い
る
我
々
が
昼
間
の
工
場
作
業
で
の
つ
か
れ
の
た
め
、
懸
命
に
睡
魔
と
戦
っ
た
こ

と
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
遠
藤
が
下
北
沢
の
古
本

屋
に
足
繁
く
通
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
下
北
沢
の
〈
白
樺
書

店
〉
に
立
ち
寄
っ
た
の
は
、「
わ
ざ
わ
ざ
」
に
近
い
「
た
ま
た
ま
」
で
あ
り
、「
偶
然
」

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
以
上
、
佐
藤
朔
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
と
の
出
会
い
に

は
二
つ
の
偶
然
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
「
た
ま
た
ま
」
下
北
沢
の
古
本
屋
に
立

ち
寄
っ
た
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
「
た
ま
た
ま
」
書
棚
に
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
遠
藤
は
〈
白
樺
書
店
〉
に
立
ち
寄
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、

遠
藤
は
書
き
記
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、〈
白
樺
書
店
〉
は
存
在
し
な
い
。
お
そ
ら

く
〈
白
樺
書
院
〉（
世
田
谷
区
北
沢
三
丁
目
九
五
三
番
地
。
現
、
世
田
谷
区
北
沢
三
丁
目
二
十

一
番
地
）
11
（
一
）
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、〈
白
樺
書
院
〉
は
平
成
二
十
八
年
（
二

〇
一
六
）
十
二
月
に
閉
店
し
、
現
在
は
〈
古
書
明
日
〉
が
後
を
継
い
で
い
る
。
当
時
の

様
子
や
遠
藤
と
の
関
わ
り
等
、
何
か
ご
存
じ
で
あ
れ
ば
と
思
い
、〈
白
樺
書
院
〉
の
店

主
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
た
が
、
ご
返
信
は
な
く
、
遠
藤
が
立
ち
寄
っ
た
理
由
を
突
き

止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

遠
藤
は
②「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
と
」
で
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
と
の
出
会
い
を

「
人
生
な
ど
は
偶
然
の
ど
う
い
う
機
会
で
、
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
書
き
、
後

に
三
浦
朱
門
に
「
お
れ
な
、
佐
藤
朔
先
生
に
会
わ
な
ん
だ
ら
、
本
気
で
仏
文
な
ん
か
や

ら
ん
か
っ
た
か
も
し
れ
ん
わ
。
佐
藤
先
生
に
お
う
て
、
オ
レ
の
人
生
の
方
向
が
見
え
て

き
た
ん
）
11
（
や
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
誘
い
は
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素

描
』
以
外
に
も
、
複
数
の
機
会
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
順
子
夫
）
11
（
人
が
「
主
人
を
文
学
の

道
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
決
定
的
な
恩
人
は
、
慶
応
の
佐
藤
朔
先
生
だ
っ
た
と
思
う
の

で
す
。
あ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
ら
、
主
人
は
た
ぶ
ん
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
勉

強
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
小
説
家
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

佐
藤
朔
を
恩
師
と
し
て
選
び
、
そ
の
佐
藤
朔
か
ら
「
も
の
書
き
」
と
し
て
生
き
て
い
く

こ
と
を
強
く
勧
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
人
生
の
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

か
ろ
う
。

な
お
、
佐
藤
朔
の
講
義
を
求
め
て
慶
應
大
学
仏
文
科
に
進
学
し
た
の
に
、
佐
藤
が
病

気
療
養
中
で
休
講
だ
っ
た
た
め
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
堀
辰
雄
君
の
紹
介
に
よ

っ
）
11
（
て
」、
遠
藤
は
佐
藤
朔
に
手
紙
を
出
し
、
杉
並
区
の
永
福
町
の
佐
藤
）
11
（
宅
に
「
二
週
に

一
度
」（
②「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
と
」、
⑧
「
佐
藤
朔
先
生
の
思
い
出
」）、
も
し
く
は
「
一
週

間
に
一
度
」（
③「
私
は
な
ぜ
小
説
家
に
な
っ
た
の
か
」、
④「
佐
藤
朔
先
生
」、
⑤「
わ
が
師
・
佐

藤
朔
先
生
」）
と
、
か
な
り
の
頻
度
で
通
い
続
け
た
。
こ
の
頃
の
遠
藤
の
居
住
地
は
父
の

家
、
世
田
谷
区
経
堂
町
八
〇
八
番
で
、
永
福
町
ま
で
は
、【
経
堂
（
東
京
急
行
電
鉄
小

田
原
線
）
→
下
北
沢
（
東
京
急
行
電
鉄
井
ノ
頭
線
）
→
永
福
町
】
で
乗
車
時
間
が
二
十
分

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
②「
佐
藤
朔
先
生
の
こ
と
」
に
は
、「
当
時
の
佐
藤
先
生
の
お
宅
は
駅

を
お
り
て
か
ら
、
か
な
り
長
い
道
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
右
も
左
も
焼
け
あ
と

で
、
そ
の
焼
け
あ
と
を
い
つ
ま
で
も
歩
い
て
い
る
と
途
中
に
一
本
の
大
き
な
樹
が
あ
り
、
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こ
の
樹
の
と
こ
ろ
で
私
は
一
寸
、
休
憩
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
」
と
あ
る
。
④「
佐

藤
朔
先
生
」
に
は
そ
の
距
離
を
「
永
福
町
の
駅
を
お
り
て
焼
野
ヶ
原
を
突
っ
き
り
十
五

分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
」
と
書
い
て
い
る
。
佐
藤
朔
の
講
義
を
聴
き
た
い
熱
意
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
体
の
弱
か
っ
た
遠
藤
に
と
っ
て
は
佐
藤
宅
が
比
較
的
近
か
っ
た
こ
と
も
、

恩
師
と
の
距
離
を
縮
め
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
も

世
田
谷
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

 

（
1
）
一
般
財
団
法
人
真
生
会
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
沿
革
」（http://w

w
w

.catholic-shin 

seikaikan.or.jp/history

）
に
は
「1934

年 （

月
　
財
団
法
人
聖
フ
ヰ
リ
ッ
ポ
寮
設

立
／
学
生
宿
舎
フ
ヰ
リ
ッ
ポ
寮
を
建
設
し
、
岩
下
神
父
の
カ
ト
リ
ッ
ク
講
座
始
ま
る
」

「1945

年 （

月
　
強
制
疎
開
の
た
め
寮
建
物
取
り
壊
さ
れ
る
」「1946

年 10

月
仮
小
屋

建
設
、
白
鳩
寮
と
称
す
」
と
あ
る
。
遠
藤
が
入
寮
し
て
い
た
の
は
、
一
九
四
五
年
の
建

物
取
り
壊
し
前
ま
で
で
あ
る
か
ら
、「
フ
ヰ
リ
ッ
ポ
寮
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

遠
藤
自
身
が
「
対
談
　
遠
藤
周
作
　
佐
古
純
一
郎
　
吉
満
義
彦
と
の
出
会
い
」（「『
近
代

日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
全
集
』
11
　
月
報
1（
」
昭
53
（
一
九
七
八
）・
10
、
教
文
館
）
の

中
で
、
佐
古
に
「
今
、
四
谷
に
真
生
会
館
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
、
あ
れ
の
前
身
が

…
…
」
と
問
わ
れ
て
、「
え
え
、
白
鳩
寮
っ
て
い
う
ん
で
す
。
鳩
と
い
う
の
は
、
聖
霊
を

象
徴
し
て
い
る
ん
で
す
。
白
鳩
寮
っ
て
い
う
学
生
寮
で
す
ね
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
稿
で
は
「
白
鳩
寮
」
を
用
い
る
。

 

（
（
）
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
次
の
諸
氏
の
論
考
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。

　
　
　
　
◦ 

山
根
道
公
『
遠
藤
周
作
　
そ
の
人
生
と
『
沈
黙
』
の
真
実
』（
平
1（
（
二
〇
〇
五
）・

3
、
朝
文
社
）

　
　
　
　
◦ 

加
藤
宗
哉
『
遠
藤
周
作
』（
平
18
（
二
〇
〇
六
）・
10
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）

　
　
　
　
◦ 

久
松
健
一
『
原
稿
の
下
に
隠
さ
れ
し
も
の
　
遠
藤
周
作
か
ら
寺
山
修
司
ま
で
』（
平

（9
（
二
〇
一
七
）・
（
、
笠
間
書
院
）

 

（
3
）（
（
）
参
照
。

 

（
4
）
山
根
道
公
「
遠
藤
周
作
年
譜
・
著
作
目
録
」（『
遠
藤
周
作
　
そ
の
人
生
と
『
沈
黙
』
の

真
実
』
平
1（
（
二
〇
〇
五
）・
3
、
朝
文
社
）。
な
お
世
田
谷
区
経
堂
町
八
〇
八
番
は
現
、

世
田
谷
区
経
堂
五
丁
目
二
十
四
番
地
（『
東
京
都
大
阪
府
全
住
宅
精
密
図
帳
官
庁
地
図

（
東
京
都
大
阪
府
氏
名
入
精
密
地
図
）
縮
版
』
昭
38
（
一
九
六
三
）・
（
、
住
宅
協
会
地

図
部
、
お
よ
び
世
田
谷
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
地
番
と
住
居
表
示
実
施
前
の
住
所
（
旧
住

所
）」city.setagaya.lg.jp/m

okuji/sum
ai/00（/004/d0000959（.htm

l/

内

「
旧
住
所
か
ら
新
住
所
へ
検
索
対
照
表
」
に
拠
る
）。

 

（
5
）（
（
）
参
照
。

 

（
6
）（
（
）
参
照
。

 

（
（
）（
（
）
参
照
。

 

（
8
）　
平
10
（
一
九
九
八
）・
（
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
。

 

（
9
）（
（
）
参
照
。

 

（
10
）
昭
56
（
一
九
八
一
）・
1（
、
主
婦
の
友
社
。

 

（
11
）
平
3
（
一
九
九
一
）・
11
、
春
秋
社
、
の
ち
に
平
（
（
一
九
九
五
）・
4
、
新
潮
文
庫
と

し
て
刊
行
。

 

（
1（
）『
わ
が
友
　
遠
藤
周
作
　
あ
る
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
涯
』（
平
9
（
一
九
九
七
）・

1（
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）。

 

（
13
）「
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―
遠
藤
周
作
を
め
ぐ
っ
て
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
」
（0
号
、

平
15
（
二
〇
〇
三
）・
5
）。

 
（
14
）（
（
）
参
照
。

 

（
15
）（
（
）
参
照
。

 

（
16
）「
主
婦
の
友
」（
昭
38
（
一
九
六
三
）・
1
〜
（
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
5
、

平
11
（
一
九
九
九
）・
9
、
新
潮
社
に
所
収
）。

 

（
1（
）「
会
社
概
要
」（
安
田
工
業
株
式
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.ysd-kk.co.jp/
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kaisya.htm
l

）。
な
お
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
安
田
工
業
の
歴
史
」
中
の
「
安
田
工
業

T
O

PICS1

」
に
は
、「
安
田
工
業
50
周
年
を
迎
え
た
時
の
社
長
遠
藤
常
久
は
、
作
家
遠

藤
周
作
氏
の
父
親
だ
っ
た
の
で
す
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
創
業
は
明
治
三
十
年
（
一

八
九
七
）
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。

 

（
18
）「
群
像
」（
（5-
3
号
、
昭
45
（
一
九
七
〇
）・
3
）。

 

（
19
）「
本
の
窓
」（
昭
54
（
一
九
七
九
）・
3
、
の
ち
に
『
狐
狸
庵
交
遊
録
』
平
18
（
二
〇
〇

六
）・
9
、
河
出
文
庫
に
所
収
）。

 

（
（0
）「
三
田
文
学
」（
（5-

46
号
、
夏
季
号
、
平
8
（
一
九
九
六
）・
8
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作

文
学
全
集
』
13
、
平
1（
（
二
〇
〇
五
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）。

 

（
（1
）「
面
白
半
分
」
一
月
臨
時
増
刊
号
（
16-

（
号
、
昭
55
（
一
九
八
〇
）・
1
）。

 

（
（（
）『
新
鋭
文
学
叢
書
』
6
遠
藤
周
作
集
（
昭
35
（
一
九
六
〇
）・
8
、
筑
摩
書
房
）。

 

（
（3
）（
1（
）
に
同
じ
。

 

（
（4
）『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
6
（
平
5
（
一
九
九
三
）・
3
第
（
版
改
訂
、
テ
ィ

ビ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
）。

 

（
（5
）「『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
6
　
月
報
1
」（
昭
50
（
一
九
七
五
）・
（
、
新
潮
社
）。

 

（
（6
）『
遠
藤
周
作
―
―
挑
発
す
る
作
家
』（
平
（0
（
二
〇
〇
八
）・
10
、
至
文
堂
）。

 

（
（（
）（
1
）
参
照
。

 

（
（8
）
山
根
道
公
「
吉
満
義
彦
体
験
―
―
そ
の
影
響
と
超
克
」（
（6
）
に
同
じ
。

 

（
（9
）
原
題
「
あ
の
人
、
あ
の
頃
1
　
吉
満
先
生
の
こ
と
」（「『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
6
　
月

報
1
」
昭
50
（
一
九
七
五
）・
（
、
新
潮
社
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
13
、
平

1（
（
二
〇
〇
〇
）・
5
、
新
潮
社
に
所
収
）。

 

（
30
）（
4
）
に
同
じ
。
な
お
、
堀
辰
雄
か
ら
遠
藤
に
宛
て
た
面
会
日
を
伝
え
る
は
が
き
（
昭
和

十
九
年
（
一
九
四
四
）
二
月
二
十
五
日
消
印
、
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
蔵
）
は
『
遠

藤
周
作
とPaul Endo

母
な
る
も
の
へ
の
旅
』（
平
19
（
二
〇
〇
七
）・
9
、
町
田
市
民

文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
）
ほ
か
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

 

（
31
）
な
お
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
を
知
っ
た
の
は
、
実
際
は
『
曠
野
』
を
読
む
以
前
で
あ
る
こ
と

を
、
福
田
耕
介
氏
が
「
遠
藤
周
作
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
―
―
堀
辰
雄
『
曠

野
』
を
め
ぐ
る
神
話
」（「lilia candida

」
43
号
、
平
（5
（
二
〇
一
三
）・
3
）
で
検
証

し
て
い
る
。

 

（
3（
）（
（
）
参
照
。

 

（
33
）
遠
藤
旧
蔵
書
に
つ
い
て
本
年
一
月
か
ら
八
月
に
か
け
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
長
崎
市

遠
藤
周
作
文
学
館
、
町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
、
世
田
谷
文
学
館
、
い
ず
れ
も

所
蔵
し
て
お
ら
ず
、
町
田
、
世
田
谷
の
蔵
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
館
で
購
入
し
た
も
の
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

 

（
34
）（
（1
）
に
同
じ
。

 

（
35
）『
堀
辰
雄
事
典
』（
平
13
（
二
〇
〇
一
）・
11
、
勉
誠
出
版
）。

 

（
36
）「『
堀
辰
雄
全
集
』
3
　
月
報
3
」（
昭
5（
（
一
九
七
七
）・
11
、
筑
摩
書
房
）、
の
ち
に
、

佐
藤
朔
『
評
論
集
　
超
自
然
と
詩
―
―
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
日
本
文
学
』（
昭
56
（
一
九
八

一
）・
10
、
思
想
社
に
所
収
）。

 

（
3（
）
平
8
（
一
九
九
六
）・
（
、
角
川
書
店
。

 

（
38
）
平
11
（
一
九
九
九
）・
1（
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
。

 

（
39
）「
内
外
タ
イ
ム
ス
」（
昭
35
（
一
九
六
〇
）・
8
・
1（
、
の
ち
に
『
狐
狸
庵
読
書
術
』
平
19

（
二
〇
〇
七
）・
6
、
河
出
文
庫
に
所
収
）。

 

（
40
）｢

週
刊
読
書
人｣

（
昭
40
（
一
九
六
五
）・
9
・
（0
号
、
の
ち
に
『
狐
狸
庵
読
書
術
』
平
19

（
二
〇
〇
七
）・
6
・
（0
、
河
出
文
庫
に
所
収
）。　

 

（
41
）（
（9
）
に
同
じ
。

 

（
4（
）
世
田
谷
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
旧
住
所
か
ら
新
住
所
へ
検
索
対
照
表
」。（
4
）
参
照
。

 
（
43
）（
1（
）
に
同
じ
。

 

（
44
）『
夫
・
遠
藤
周
作
を
語
る
』（
聞
き
手
鈴
木
秀
子
　
平
1（
（
二
〇
〇
〇
）・
9
、
文
春
文
庫
）

 

（
45
）
佐
藤
朔
「「
ア
デ
ン
ま
で
」
ま
で
」（
（1
）
に
同
じ
。
な
お
、『
遠
藤
周
作
展
』（
世
田
谷

文
学
館
、
平
10
（
一
九
九
八
）・
4
）
に
は
「
堀
辰
雄
の
紹
介
状
を
も
っ
て
」
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
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（
46
）
日
本
文
藝
家
協
會
版
『
文
藝
年
鑑
』
昭
和
二
十
三
年
度
版
（
昭
（3
（
一
九
四
八
）・
9
、

桃
蹊
書
房
、
の
ち
に
昭
61
（
一
九
八
六
）・
4
覆
刻
発
行
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
に
拠

る
と
、「
杉
並
区
大
宮
前
一
ノ
六
ノ
五
五
」
で
、
最
寄
り
駅
は
東
京
急
行
電
鉄
永
福
町
。

『
遠
藤
周
作
とPaul Endo 

母
な
る
も
の
へ
の
旅
』（
平
19
（
二
〇
〇
七
）・
9
、
町
田

市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
）
に
は
、
永
福
町
駅
か
ら
佐
藤
宅
ま
で
の
道
順
を
示
し
た
、

佐
藤
朔
の
遠
藤
周
作
宛
は
が
き
（
昭
（0
（
一
九
四
五
）・
11
・
9
付
　
長
崎
市
遠
藤
周
作

文
学
館
蔵
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
は
が
き
に
は
〈
帝
都
線
〉
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
井
の
頭
線
開
通
当
初
は
〈
帝
都
電
鉄
株
式
会

社
〉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
小
田
原
急
行
鉄
道
と
合
併
、
昭

和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は
さ
ら
に
他
社
と
合
併
し
、
東
京
急
行
電
鉄
と
な
っ
た

（
京
王
電
鉄
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
京
王
電
鉄
50
年
史
」https://w

w
w

.keio.co.jp/com
 

pany/corporate/sum
m

ary/history/history_01.htm
l

）。

 

＊ 

便
宜
上
、
す
べ
て
の
引
用
文
献
に
つ
い
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
（
た
だ
し
固
有
名
詞
は

除
く
）、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

 

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
最
終
ア
ク
セ
ス
日
は
二
〇
一
九
年
五
月
五
日
で
あ
る
。

 

＊ 

佐
藤
朔
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
素
描
』
の
詳
細
を
調
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
世
田
谷
文
学
館
の

お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

 

（
ふ
え
き
　
み
か
　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
）


