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│
│ 『
三さ

む

宝ぼ
う

絵え

』
の
「
鹿し

し

王わ
う

」
と
重
ね
な
が
ら

千　

葉　
　
　

貢

　
　
　

前
号
に
て

　
　
　
　

一
、
は
じ
め
に　

│
│
│
「
可あ
た
ら惜

」
命
い
の
ちの

ま
ま
に

　
　
　
　

二
、『
三さ
む

宝ぼ
う

絵え

』
の
な
か
の
「
鹿し
し

王わ
う

」

　
　
　
　

三
、『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
の
諦
観 

│
│
│ 
人
と
熊
の
交
感
│
│
│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
題
し
て
掲
載
し
た
。今
回
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

四
、『
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
』
の
苦
悩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
│
│　

予
告
さ
れ
た
〝
死
〞
と
向
か
い
合
い
な
が
ら

　

人
の
歴
史
は
「
衣
食
住
」
の
確
保
と
共
に
展
開
さ
れ
て
来
た
。
近
年
で
は
〝
食
〞

の
安
全
や
安
心
を
希
求
す
る
る
声
が
高
ま
り
、
対
応
や
対
策
を
講
ず
る
よ
う
に

な
っ
て
久
し
い
。
食
料
自
給
率
（
注
１
）が

低
下
し
て
来
た
か
ら
「
国
内
産
を
増
や
し
、
国

内
産
を
食
べ
よ
う
」
と
か
、「
外
国
産
（
輸
入
）
に
依
存
す
る
の
は
危
な
い
」
な

ど
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
来
る
。
そ
れ
で
も
食
料
品
店
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
店
頭

に
は
、
各
国
か
ら
の
多
種
多
様
な
輸
入
食
品
が
、
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

選
択
を
楽
し
ん
で
い
る
。
消
費
者
は
値
段
だ
け
で
は
な
く
〝
国
内
産
か
、
外
国
産

か
〞
に
拘
こ
だ
わる

よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
か
、
具
体
的
な
生
産
地
（
国
別
、
場
所
も
）

は
も
と
よ
り
、
生
産
者
や
製
造
（
加
工
）
者
に
加
え
、
製
造
（
加
工
）
し
た
年
月

日
、
製
造
（
加
工
）
場
所
に
加
え
、
賞
味
期
限
ま
で
が
明
示
（
明
記
）
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
馴
染
み
の
個
人
商
店
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、農
協
の
即
売
所
、

た
ま
に
出
か
け
る
〝
市い
ち

場ば

〞
や
〝
道
の
駅
〞
な
ど
の
陳
列
棚
に
並
べ
ら
れ
た
農
産

物
に
、
値
段
や
生
産
地
は
勿
論
の
こ
と
、
生
産
者
の
氏
名
や
顔
写
真
ま
で
が
添
え

ら
れ
、
値
段
に
含
ま
れ
た
鮮
度
や
品
質
、
安
全
に
関
す
る
自
信
と
責
任
を
表
明
し
、

消
費
者
の
来
店
や
来
場
を
待
ち
、
選
択
の
う
え
に
購
入
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。

　
〝
食
〞
に
資
す
る
植
物
は
栽
培
す
る
。
そ
の
品
質
や
安
全
は
、
自
然
環
境
で
あ

る
日
照
（
陽
光
）
や
風
雨
、
土
壌
な
ど
の
条
件
に
加
え
、
施
肥
や
追
肥
の
有
無
、

種
類
、
加
減
な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
収
穫
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
毎
年
、
同
じ

時
期
に
同
じ
場
所
で
、
同
じ
野
菜
を
植
え
つ
け
、
同
じ
よ
う
に
施
肥
や
追
肥
を
施

し
、
同
じ
農
作
業
を
繰
り
返
し
同
じ
期
間
を
費
や
し
な
が
ら
も
、
そ
の
出
来
や
品

質
の
具
合
、
収
穫
量
な
ど
に
違
い
が
生
じ
や
す
い
。
だ
か
ら
豊
作
を
期
待
し
た
く
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て
も
、
そ
の
年
の
天
候
に
よ
っ
て
人
知
に
及
ば
な
い
〝
想
定
外
〞〝
ま
さ
か
〞
の

発
生
を
怖
れ
、
平
年
作
や
平
年
並
み
、
例
年
通
り
を
祈
念
す
る
。
だ
か
ら
〝
年
々

歳
々
花
相
似
た
り
〞
と
い
う
保
守
的
に
し
て
必
然
の
結
果
を
歓
迎
し
、
そ
れ
ま
で

に
な
い
自
然
の
異
変
や
、
人
知
に
及
ば
な
い
異
常
な
気
象
現
象
を
怖
れ
る
。
こ
れ

は
永
年
に
わ
た
っ
て
体
得
し
て
来
た
農
民
の
経
験
知
で
あ
り
、
職
業
人
と
し
て
の

経
験
則
で
あ
る
。
そ
れ
が
〝
食
〞
の
確
保
に
努
め
て
来
た
人
々
の
精
神
で
あ
り
特

徴
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
を
〝
農
民
〞
と
名
づ
け
ら
れ
た
り
、〝
百
姓
〞

と
呼
ん
だ
り
し
て
長
い
歴
史
を
刻
ん
で
来
た
。
ま
し
て
や
〝
身
分
〞
や
〝
階
級
〞

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
時
の
権
力
や
政
治
と
い
う
作
為
に
よ
っ
て
押

し
つ
け
ら
れ
て
来
た
だ
け
で
あ
る
。
人
は
自
ら
生
ま
れ
る
場
所
を
選
び
、
農
民
と

し
て
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
今
日
に
至
っ
て
身
分
や
階
級
を
表
す
名
称
で

は
な
い
の
だ
か
ら
、
歴
史
上
、「
衣
食
住
」
の
な
か
の
〝
食
〞
に
関
し
て
、
最
も

長
き
に
わ
た
り
携
わ
っ
て
来
た
職
業
人
こ
そ
が
農
民
で
あ
り
、
そ
の
職
業
の
〝
何

で
も
熟こ
な

す
〞
特
徴
か
ら
し
て
〝
百
姓
〞
と
呼
ば
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

私
は
「
年
々
歳
々
花
相
似
た
り
」
の
如
く
に
、
例
年
通
り
の
必
然
を
祈
念
し
希
求

す
る
習
性
を
「
百
姓
精
神
」
と
呼
び
、
貫
い
て
来
た
言
動
を
「
百
姓
思
想
」
の
具

現
で
あ
る
、
と
強
調
し
て
来
た
。

　

私
は
、
そ
の
特
異
な
「
百
姓
思
想
」
を
裏
づ
け
る
事
例
と
し
て
、〝
自
然
主
義

文
学
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
〞と
評
価
の
高
い
、長
塚
節
の
長
編
小
説『
土
』（
明

治
四
十
三
年
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
連
載
）
を
採
り
上
げ
、
そ
の
な
か
の
登
場
人

物
〝
勘
次
一
家
〞
の
人
々
に
つ
い
て
論
究
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
２
）。

そ
こ
で
教
え
ら
れ

た
こ
と
は
人
間
も
植
物
も
環
境
に
よ
っ
て
成
（
生
）
長
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
も
植
物
も
、
自
ら
が
自
ら
の
性
質
を
つ
く
り
、
人
間
と
な
り
植
物
と
な
る
。

な
る
ほ
ど
人
間
だ
け
で
は
な
く
植
物
も
、〝
性　

相
近
し
、
習　

相
遠
し
〞
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
孔
子
『
論
語
』
陽
貨
篇
）。
そ
れ
で
い
て
農
産
物
の
な
か

の
〝
植
物
〞
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
栽
培
さ
れ
商
品
化
さ
れ
る
。
農
業
は
人
為

的
な
生
業
の
別
称
で
あ
り
、
職
種
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
農
産
物
は
売
買
さ
れ
る

か
ら
安
全
や
安
心
で
、
栄
養
価
の
優
れ
た
品
質
を
求
め
て
栽
培
さ
れ
値
段
が
つ
け

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
農
産
物
の
な
か
の
〝
植
物
〞
を
〝
栽
培
〞
す
る
よ
う
に
、
賢

治
童
話
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
も
商
品
化
の
た
め
に
栽
培
、い
や
〝
飼
育
〞

さ
れ
る
と
い
う
、
動
物
の
〝
豚
〞
に
と
っ
て
「
つ
ら
い
話
（
注
３
）」

な
の
で
あ
る
。

　

農
産
物
の
な
か
の
植
物
は
、
植
え
つ
け
ら
れ
た
場
所
で
何
も
言
わ
ず
に
栽
培
さ

れ
る
が
、動
物
の
豚
は
不
本
意
な
の
で
不
満
を
訴
え
、不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
〝
飼

育
〞
さ
れ
る
。
飼
育
の
意
味
や
方
法
を
知
る
た
め
に
も
、
人
間
の
し
た
た
か
な
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
作
品
を
通
じ
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

豚
を
飼
育
す
る
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
」
の
、「
化
学
を
習
っ
た
一
年
生
の
、

生
徒
が
、
自
分
の
前
に
来
て
い
か
に
も
不
思
議
そ
う
に
し
て
、
豚
の
か
ら
だ
を
眺

め
て
居
た
。」
と
い
う
、「
そ
の
生
徒
が
云い

っ
た
。」
こ
と
は
、
次
の
通
り
で
あ（
注
４
）る。

　
 　

ず
い
ぶ
ん
豚
と
い
う
も
の
は
、
奇
体
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
水
や
ス
リ
ッ

パ
や
藁
を
た
べ
て
、
そ
れ
を
い
ち
ば
ん
上
等
な
、
脂
肪
や
肉
に
こ
し
ら
え
る
。

豚
の
か
ら
だ
は
ま
あ
た
と
え
れ
ば
生
き
た
一
つ
の
触
し
ょ
く

媒ば
い

だ
。
白
金
と
同
じ
こ

と
な
の
だ
。
無
機
体
で
は
白
金
だ
し
有
機
体
で
は
豚
な
の
だ
。
考
え
れ
ば
考
え

る
位
、
こ
れ
は
変
に
な
る
こ
と
だ
。
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こ
の
よ
う
に
「
化
学
を
習
っ
た
一
年
生
」
は
、「
豚
の
か
ら
だ
」
を
「
い
ち
ば

ん
上
等
な
、
脂
肪
や
肉
に
こ
し
ら
え
る
」
化
合
物
に
見
え
た
り
、「
白
銀
触
媒
」

の
こ
と
を
想
起
し
て
か
、「
白
金
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
」
と
喩
え
た
り
、「
有
機
体

で
は
豚
な
の
だ
」
な
ど
と
博
学
ぶ
り
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
化
学
的
な
説
明

を
展
開
し
て
い
る
。
思
わ
ず
「
な
る
ほ
ど
」
と
、
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
に
な
っ

た
の
だ
が
、こ
れ
は
〝
豚
〞
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
も
ま
た
、等
し
く
「
奇

体
な
こ
と
に
な
っ
て
」
お
り
、
多
種
多
様
な
も
の
を
食
べ
、
化
合
や
触
媒
と
は
言

わ
な
い
け
れ
ど
も
〝
消
化
吸
収
〞
を
促
し
、栄
養
を
摂
取
す
る
。
人
間
の
体
を
「
白

金
」
に
喩
え
た
ら
批
難
さ
れ
断
罪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
高
等
動
物
だ
と

い
う
。
掛
け
替
え
の
な
い
「
命
の
尊
厳
」
を
訴
え
同
調
を
求
め
る
。
確
か
に
複
雑

な
構
造
や
生
態
を
秘
め
て
お
り
、
な
か
な
か
正
体
を
現
さ
な
い
し
摑つ
か

め
な
い
。
心

情
や
個
性
と
い
う
「
奇
体
」
な
こ
と
に
翻
弄
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
身
の
た
め
に

小
賢
し
く
利
害
打
算
を
施
し
、
威
信
に
託
か
こ
つけ

た
言
葉
を
、
そ
れ
み
よ
が
し
に
多
用

す
る
。
そ
の
一
例
が
「
防
災
担
当
大
臣
」
や
「
災
害
復
興
担
当
大
臣
」
で
あ
り
、

あ
れ
こ
れ
並
べ
た
「
海
洋
政
策
・
領
土
問
題
、
国
土
強
靱
化
担
当
大
臣
」「
国
家

公
務
員
制
度
、
消
費
者
・
食
品
安
全
、
規
制
改
革
、
少
子
高
齢
化
、
男
女
共
同
参

画
社
会
担
当
大
臣
」
な
ど
に
加
え
、「
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
」

な
る
名
称
で
あ
ろ
う
。
新
た
に
「
地
方
創
生
大
臣
」
が
創
設
さ
れ
、「
安
全
保
障

法
制
」
に
関
す
る
任
務
も
加
え
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
命
名
や
言
葉
遣
い
こ

そ
が
、
丁
寧
な
お
も
て
な
し

0

0

0

0

0

の
見
せ
か
け
で
あ
り
、
親
切
に
も
て
な
す

0

0

0

0

ど
こ
ろ
か
、

楽
し
い
予
告
や
明
る
い
予
報
に
期
待
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
、
多
く
の
情
報
に
振
り

回
さ
れ
が
ち
な
心
情
に
つ
け
込
ん
だ
御
為
ご
か
し
で
あ
る
。
し
か
も
真
実
や
責
任

を
装
っ
た
最
も
ら
し
い
言
葉
（
漢
語
と
い
う
音
読
み
の
漢
字
で
、
二
字
熟
語
を
並

べ
た
名
称
が
多
い
）
を
も
て
は
や
し

0

0

0

0

0

、
人
間
の
感
受
性
や
判
断
力
、
思
考
力
な
ど

の
低
下
を
蔓
延
さ
せ
、
社
会
の
低
俗
化
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
各

種
選
挙
の
低
い
投
票
率
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
民
主
制
や
民
主
主
義
と
は
名
ば
か

り
の
衆
愚
政
治
の
拡
大
に
寄
与
す
る
ば
か
り
で
あ
り
、
真
摯
な
言
葉
遣
い
を
も
て

0

0

あ
ま
し

0

0

0

、
自
由
を
謳う
た

う
言
葉
の
も
て
あ
そ
び

0

0

0

0

0

も
加
え
助
長
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

こ
う
し
て
豚
の
嘆
き
は
、
時
を
経
て
他ひ

人と

事ご
と

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
│
│
│ 

新
た
に
「
地
方
創
生
大
臣
」「
安
全
保
障
法
制
」
に
関
す
る
任
務
を
加
え
ら
れ
る

人
間
と
同
じ
よ
う
に
、「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
育
産
学
の
先
生
は
、
毎
日
来
て

は
鋭
い
眼
で
、
じ
っ
と
そ
の
生
体
量
を
、
計
算
し
て
帰
っ
て
行
っ
た
。」
と
あ
り
、

続
い
て
、

　

 　
「
も
少
し
き
ち
ん
と
窓
を
し
め
て
、
室へ
や

中
じ
ゅ
う

暗
く
し
な
く
て
は
、
脂
あ
ぶ
らが

う
ま

く
か
か
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
も
う
そ
ろ
そ
ろ
肥
育
を
や
っ
て
も
よ
か
ろ

う
な
、
毎
日
阿あ

麻ま

仁に

を
少
し
ず
つ
や
っ
て
置
い
て
呉
れ
な
い
か
。」
教
師
は
若

い
水
色
の
、
上
着
の
助
手
に
斯こ

う
云
っ
た
（
注
５
）。

　

と
語
ら
れ
て
い
る
。
い
よ
い
よ
そ
の
時

0

0

0

が
近
づ
い
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
と
こ
ろ
が
、
丁
度
そ
の
豚
の
、
殺
さ
れ
る
前
の
月
に
な
っ
て
、
一
つ
の
布

告
が
そ
の
国
の
、王
か
ら
発
令
さ
れ
て
い
た
。」
と
の
こ
と
で
、何
事
だ
ろ
う
か
と
、
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豚
で
な
く
と
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
で
続
け
た
い
。

　

 　

そ
れ
は
家
畜
撲
殺
同
意
調
印
法
と
い
い
、
誰
で
も
、
家
畜
を
殺
そ
う
と
い
う

も
の
は
、
そ
の
家
畜
か
ら
死
亡
承
諾
書
を
受
け
取
る
こ
と
、
又
そ
の
承
諾
書
に

は
家
畜
の
調
印
を
要
す
る
と
、
こ
う
云
う
布
告
だ
っ
た
の
だ
。

　

 　

さ
あ
、
そ
こ
で
そ
の
頃
は
、
牛
で
も
馬
で
も
、
も
う
み
ん
な
、
殺
さ
れ
る
前

の
日
に
は
、
主
人
か
ら
無
理
に
強し

い
ら
れ
て
、
証
文
に
ペ
タ
リ
と
印
を
押
し
た

も
ん
だ
。
ご
く
年
よ
り
の
馬
な
ど
は
、
わ
ざ
わ
ざ
蹄
鉄
を
は
ず
さ
れ
て
、
ぽ
ろ

ぽ
ろ
な
み
だ
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
、
そ
の
大
き
な
印
を
ぱ
た
っ
と
証
書
に
押
し
た

の
だ
。

　

と
い
う
、
何
と
も
不
思
議
な
「
家
畜
撲
殺
同
意
調
印
法
」
な
る
法
令
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
が
勝
手
に
解
釈
し

た
り
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
内
容
に
し
た
り
、
猶
予
な
し
で
強
制
執
行
の

可
能
な
法
令
に
違
い
な
い
。
家
畜
と
言
え
ど
も
ど
う
し
て
「
撲
殺
」
さ
れ
る
の
に

「
同
意
」
し
、
あ
る
い
は
「
死
亡
承
諾
書
」
に
「
調
印
」
す
る
だ
ろ
う
か
。
人
間

の
〝
死
刑
〞
と
は
異
な
り
、
何
の
罪
も
犯
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
賢
治
は
「
そ

の
教
師
の
語
気
に
つ
い
て
、
豚
が
直
覚
し
た
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
人
間
の
小

賢
し
さ
や
衒
言
（
げ
ん
ご
ん
）
ぶ
り
を
も
忘
れ
ず
に
つ
け
加
え
て
い
る
。
人
間
自

ら
創
設
、
造
語
し
た
「
家
畜
撲
殺
同
意
調
印
法
」
の
執
行
が
、
い
か
に
「
流
り
ゅ
う

暢
ち
ょ
う

な
人
間
語
」
を
話
し
、
明
確
な
意
識
を
持
つ
「
豚
」（
家
畜
）
に
と
っ
て
過
酷
な

仕
打
ち
か
を
承
知
し
、
配
慮
す
る
こ
と
を
も
忘
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
家

畜
（
豚
）
に
と
っ
て
は
人
間
の
陰
険
な
奸
策
で
あ
り
、
御
為
ご
か
し
の
甘
言
に
他

な
ら
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
下
心
を
隠
蔽
す
る
、
巧
み
な
二
枚
舌
ぶ
り
を
描

い
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
私
は
「
同
意
調
印
法
」
か
ら
当
世
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
、「
脳
死
」

を
人
の
死
と
認
め
る
か
ど
う
か
、に
つ
い
て
思
い
だ
し
た
の
だ
が
、生
前
か
ら
「
脳

死
」
状
態
に
な
っ
た
ら
と
い
う
条
件
つ
き
で
、「
臓
器
」
提
供
の
「
承
諾
書
」
を

求
め
た
り
、「
死
亡
承
諾
書
」
の
記
入
を
依
頼
し
た
り
す
る
こ
と
の
可
能
な
、「
脳0

死0

同
意
調
印
法
」
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
覚
え
る
。
無
意
識
の

状
態
だ
か
ら
と
い
う
判
断
で
「
撲
殺
」
さ
れ
兼
ね
な
い
強
権
や
強
制
の
怖
れ
も
あ

ろ
う
か
ら
、
と
。

　

 　

或
る
日
の
こ
と
、
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
校
長
が
、
大
き
な
黄
色
の
紙
を
持

ち
、
豚
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
。
豚
は
語
学
も
余よ

程ほ
ど

進
ん
で
い
た
の
だ
し
、

又
実
際
豚
の
舌
は
柔
ら
か
で
素
質
も
充
分
あ
っ
た
の
で
、
ご
く
流
り
ゅ
う

暢ち
ょ
うな

人
間

語
で
、
し
ず
か
に
校
長
に
挨
拶
し
た
。

　
　
「
校
長
さ
ん
、
い
い
お
天
気
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

　
　

校
長
は
そ
の
黄
色
な
証
書
を
だ
ま
っ
て
小
わ
き
に
は
さ
ん
だ
ま
ま
、
ポ
ケ
ッ

ト
に
手
を
入
れ
て
、
に
が
わ
ら
い
し
て
斯こ

う
云
っ
た
。

　
　
「
う
ん
ま
あ
、
天
気
は
い
い
ね
。」

　

 　

豚
は
何
だ
か
、
こ
の
語
こ
と
ばが

、
耳
に
入
っ
て
、
そ
れ
か
ら
咽の

ど喉
に
つ
か
え
た
の

だ
。
お
ま
け
に
校
長
が
じ
ろ
じ
ろ
と
豚
の
か
ら
だ
を
見
る
こ
と
は
全
く
あ
の
畜

産
の
、
教
師
と
お
ん
な
じ
こ
と
な
の
だ
。
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豚
は
か
な
し
く
耳
を
伏
せ
た
。
そ
し
て
こ
わ
ご
わ
斯
う
云
っ
た
。

　
　
「
私
は
ど
う
も
、
こ
の
ご
ろ
は
、
気
が
ふ
さ
い
で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。」

　
　

校
長
は
又
に
が
わ
ら
い
を
、
し
な
が
ら
豚
に
斯こ

う
云
っ
た
。

　

 　
「
ふ
ん
。
気
が
ふ
さ
ぐ
。
そ
う
か
い
。
も
う
世
の
中
が
い
や
に
な
っ
た
か
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
か
い
。」
豚
が
あ
ん
ま
り
陰
気
な
顔
を
し
た
も
の

だ
か
ら
、
校
長
は
急
い
で
取
り
消
し
ま
し
た
。

　

 　

そ
れ
か
ら
農
学
校
長
と
、
豚
と
は
し
ば
ら
く
し
い
ん
と
し
て
に
ら
み
合
っ
た

ま
ま
立
っ
て
い
た
。
た
だ
一
言
も
云
わ
な
い
で
じ
い
っ
と
立
っ
て
居お

っ
た
の

だ
。
そ
の
う
ち
に
と
う
と
う
校
長
は
、
今
日
は
証
書
は
諦
め
て
、

　

 　
「
と
に
か
く
よ
く
休
ん
で
お
い
で
。
あ
ん
ま
り
動
き
ま
わ
ら
ん
で
ね
。」
例
の

黄
い
ろ
な
大
き
な
証
書
を
、
小
わ
き
に
か
こ
い
こ
ん
だ
ま
ま
、
向
こ
う
の
方
へ

行
っ
て
し
ま
う
。

　

 　

豚
は
そ
の
あ
と
で
、
何
べ
ん
も
、
校
長
の
今
の
苦
笑
や
、
い
か
に
も
底
意
の

あ
る
語
こ
と
ばを

、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
し
て
見
て
、
身
ぶ
る
い
し
な
が
ら
ひ
と
り
ご

と
し
た
。

　

 　
『
と
に
か
く
よ
く
休
ん
で
お
い
で
。
あ
ん
ま
り
動
き
ま
わ
ら
ん
で
ね
。』と
は
、

一
体
こ
れ
は
ど
う
云
う
事
か
。
あ
あ
つ
ら
い
つ
ら
い
。
豚
は
斯
う
考
え
て
、
ま

る
で
あ
の
梯て
い
け
い形

の
、
頭
も
割
れ
る
よ
う
に
思
っ
た
。

　

と
あ
り
、
賢
治
は
「
つ
ら
い
豚
」
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
る
も
の
の
、
豚
な

る
が
ゆ
え
の
運
命
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
次
の
日
の
こ
と
、
畜
産
学

の
教
師
が
又
や
っ
て
来
て
例
の
、
水
色
の
上
着
を
着
た
、
顔
の
赤
い
助
手
と
い
つ

も
の
す
る
ど
い
眼
付
き
し
て
、
じ
っ
と
豚
の
頭
か
ら
、
耳
か
ら
背
中
か
ら
尻し
つ
ぽ尾

ま

で
、
ま
る
で
ま
る
で
食
い
込
む
よ
う
に
眺
め
て
か
ら
、
尖と
が

っ
た
指
を
一
本
立
て
て
、

『
毎
日
阿あ

ま

に
麻
仁
を
や
っ
て
あ
る
か
ね
。』『
や
っ
て
あ
り
ま
す
』『
そ
う
だ
ろ
う
。
も

う
明
日
だ
っ
て
明あ
さ
っ
て

後
日
だ
っ
て
、
い
い
ん
だ
か
ら
。
早
く
承
諾
書
を
と
れ
ぁ
い
い

ん
だ
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
、
昨
日
校
長
は
、
た
し
か
に
証
書
を
わ
き
に
挟は
さ

ん
で

こ
っ
ち
の
方
へ
来
た
ん
だ
が
。』」
な
ど
と
い
う
会
話
を
聞
い
た
豚
は
、

　

 　

そ
の
あ
と
の
豚
の
煩
悶
さ
、（
承
諾
書
と
い
う
の
は
、
何
の
承
諾
書
だ
ろ
う
、

何
を
一
体
し
ろ
と
云
う
の
だ
、
や
る
前
の
日
に
は
、
な
ん
に
も
飼
料
を
や
っ

ち
ゃ
い
け
な
い
、や
る
前
の
日
っ
て
何
だ
ろ
う
。
一
体
何
を
さ
れ
る
ん
だ
ろ
う
。

ど
こ
か
遠
く
へ
売
ら
れ
る
の
か
。
あ
あ
こ
れ
は
つ
ら
い
つ
ら
い
。）
豚
の
頭
の

割
れ
そ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
日
も
同
じ
だ
。
そ
の
晩
、
豚
は
あ
ん
ま
り
に
神
経

が
興
奮
し
過
ぎ
て
よ
く
睡ね
む

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
ど
と
、
嘆
き
悲
し
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
と
こ
ろ
が
次
の

朝
に
な
っ
て
、
や
っ
と
太
陽
が
昇
っ
た
頃
、
寄
宿
舎
の
生
徒
が
三
人
、
げ
た
げ
た

笑
っ
て
小
屋
へ
来
た
。」と
あ
り
、そ
し
て「
又
も
や
厭い
や

な
会
話
を
聞
か
せ
た
の
だ
。」

と
い
う
「
会
話
」
を
続
け
て
い
る
。

　
　
「
い
つ
だ
ろ
う
な
あ
、
早
く
見
た
い
な
あ
。」

　
　
「
僕
は
見
た
く
な
い
よ
。」

　
　

 「
早
い
と
い
い
な
あ
、
囲
っ
て
置
い
た
葱ね
ぎ

だ
っ
て
、
あ
ん
ま
り
永
い
と
凍こ
お

っ
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ち
ま
う
。」

　
　
「
馬ば

鈴れ
い

薯し
ょ

も
し
ま
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。」

　

 　
「
し
ま
っ
て
あ
る
よ
。
三
斗と

し
ま
っ
て
あ
る
。
と
て
も
僕
た
ち
だ
け
で
食
べ

ら
れ
る
も
ん
か
。」

　

 　
「
今
朝
は
ず
い
ぶ
ん
冷
た
い
ね
え
。」
一
人
が
白
い
息
を
手
に
吹
き
か
け
な
が

ら
斯こ

う
云
い
ま
し
た
。

　

 　
「
豚
の
や
つ
は
暖
か
そ
う
だ
。」
一
人
が
斯
う
答
え
た
ら
、
三
人
共
ど
っ
と
ふ

き
出
し
ま
し
た
。

　

 　
「
豚
の
や
つ
は
脂
肪
で
で
き
た
、
厚
さ
一
寸
の
外が
い
と
う套

を
着
て
い
る
ん
だ
も
の
、

暖
か
い
さ
。」

　
　
「
暖
か
そ
う
だ
よ
。
ど
う
だ
。
湯
気
さ
え
ほ
や
ほ
や
と
立
っ
て
い
る
よ
。」

　

豚
は
あ
ん
ま
り
悲
し
く
て
、
辛つ
ら

く
て
よ
ろ
よ
ろ
し
て
し
ま
う
。

　

と
あ
り
、
や
が
て
「
三
人
は
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
小
屋
を
出
た
。
そ
の
あ
と
の
豚

の
苦
し
さ
、（
見
た
い
、
見
た
く
な
い
、
早
い
と
い
い
、
葱
が
凍
る
、
馬
鈴
薯
三
斗
、

食
い
き
れ
な
い
。
厚
さ
一
寸
の
脂
肪
の
外
套
、
お
お
恐
い
、
ひ
と
の
体
を
ま
る
で

観み

透と
お

し
て
る
お
お
恐
い
。
恐
い
。
け
れ
ど
も
一
体
お
れ
と
葱
と
、
何
の
関
係
が
あ

る
だ
ろ
う
。
あ
あ
つ
ら
い
な
あ
。）そ
の
煩
悶
の
最
中
に
校
長
が
又
や
っ
て
来
た
。」

と
い
う
よ
う
に
、
賢
治
は
「
つ
ら
い
、
つ
ら
い
」
と
「
煩
悶
」
す
る
豚
の
気
持
ち

を
、
重
ね
て
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
校
長
は
「
入
り
口
で
ば
た
ば
た
雪
を
落
と

し
て
、
例
の
あ
い
ま
い
な
苦
笑
を
し
な
が
ら
前
に
立
つ
。」
と
あ
り
、
豚
の
「
死

亡
承
諾
書
」
を
取
得
す
べ
く
下
心
を
秘
め
、
豚
の
心
境
を
損
ね
な
い
よ
う
に
配
慮

し
な
が
ら
、
穏
や
か
に
語
り
か
け
る
の
だ
っ
た
。

　
　
「
ど
う
だ
い
。
今
日
は
気
分
は
い
い
か
い
。」

　
　
「
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

　
　
「
い
い
の
か
い
。
大
へ
ん
結
構
だ
。
た
べ
も
の
は
美お

い味
し
い
か
い
。」

　
　
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
へ
ん
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

 　
「
そ
う
か
い
。
そ
れ
は
い
い
ね
、
と
こ
ろ
で
実
は
今
日
は
お
前
と
、
内
内
相

談
に
来
た
の
だ
が
ね
、
ど
う
だ
頭
は
は
っ
き
り
か
い
。」

　
　
「
は
あ
。」
豚
は
声
が
か
す
れ
て
し
ま
う
。

　

 　
「
実
は
ね
、
こ
の
世
界
に
生
き
て
る
も
の
は
、
み
ん
な
死
な
な
け
ぁ
い
か
ん

の
だ
。
実
際
も
う
ど
ん
な
も
ん
で
も
死
ぬ
ん
だ
よ
。
人
間
の
中
の
貴
族
で
も
、

金
持
で
も
、
又
私
の
よ
う
な
、
中
産
階
級
で
も
、
そ
れ
か
ら
ご
く
つ
ま
ら
な
い

乞こ
じ
き食

で
も
ね
。」

　
　
「
は
あ
、」
豚
は
声
が
咽の

ど喉
に
つ
ま
っ
て
、は
っ
き
り
返
事
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

 　
「
ま
た
人
間
で
な
い
動
物
で
も
ね
、
た
と
へ
ば
馬
で
も
、
牛
で
も
、
鶏
で
も
、

な
ま
ず
で
も
、
バ
ク
テ
リ
ア
で
も
、
み
ん
な
死
な
な
け
ぁ
い
か
ん
の
だ
。
蜉か
げ
ろ
う蝣

の
ご
と
き
は
あ
し
た
に
生
ま
れ
、
夕
べ
に
死
す
る
、
た
だ
一
日
の
命
な
の
だ
。

み
ん
な
死
な
な
け
ぁ
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
お
前
も
私
も
い
つ
か
、
き
っ
と

死
ぬ
の
に
き
ま
っ
て
る
。」

　
　
「
は
あ
。」
豚
は
声
が
か
す
れ
て
、
返
事
も
な
に
も
で
き
な
か
っ
た
。

　

 　
「
そ
こ
で
実
は
相
談
だ
が
ね
、
私
た
ち
の
学
校
で
は
、
お
前
を
今
日
ま
で
養
っ

て
来
た
。
大
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
学
校
と
し
て
は
出
来
る
だ
け
、
ず
い



－ 168 －

千　葉　　　貢

ぶ
ん
大
事
に
し
た
は
ず
だ
。
お
前
た
ち
の
仲
間
も
あ
ち
こ
ち
に
、
ず
い
ぶ
ん
あ

る
し
又
私
も
、
ま
あ
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
で
そ
う
云
っ
ち
ゃ
可お

か笑
し
い

が
、
ま
あ
私
の
処
と
こ
ろぐ

ら
い
、
待
遇
の
よ
い
処
は
な
い
。」

　

 　
「
は
あ
。」
豚
は
返
事
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
前
に
た
べ
も
の
が
、
み
ん

な
咽
喉
へ
つ
か
え
て
て
ど
う
し
て
も
声
が
出
て
来
な
か
っ
た
。

　

 　
「
で
ね
、
実
は
相
談
だ
が
ね
、
お
前
が
も
し
も
少
し
で
も
、
そ
ん
な
よ
う
な

こ
と
が
、
あ
り
が
た
い
と
云
う
気
が
し
た
ら
、
ほ
ん
の
小
さ
な
頼
み
だ
が
承
知

を
し
て
は
貰も
ら

え
ま
い
か
。」

　
　
「
は
あ
。」
豚
は
声
が
か
す
れ
て
、
返
事
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
。

　

 　
「
そ
れ
は
ほ
ん
の
小
さ
な
こ
と
だ
。
こ
こ
に
斯
う
云
う
紙
が
あ
る
、
こ
の
紙

に
斯
う
書
い
て
あ
る
。
死
亡
承
諾
書
、
私
儀ぎ

永
々
御ご

恩お
ん

顧こ

の
次し

第だ
い

に
有
こ
れ
あ
り
そ
う
ろ
う

之
候

儘ま
ま

、
御ご

都つ

合ご
う

に
よ
り
、
何い

つ時
に
て
も
死
亡
仕
つ
か
ま
つる

べ
く
候
年
月
日
フ
ラ
ン
ド
ン

畜
舎
内
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
イ
ヤ
、
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
長
殿　

と
こ
れ
だ
け
の
こ

と
だ
が
ね
。」
校
長
は
も
う
云
い
出
し
た
の
で
、
一い
つ

瀉し
ゃ

千せ
ん

里り

に
ま
く
し
か
け
た
。

　

 　
「
つ
ま
り
お
前
は
ど
う
せ
死
な
な
け
ぁ
い
か
な
い
か
ら
、
そ
の
死
ぬ
と
き
は

も
う
潔
い
さ
ぎ
よく

、
い
つ
で
も
死
に
ま
す
と
斯
う
云
う
こ
と
で
、
一
向
何
で
も
な
い

こ
と
さ
。
死
な
な
く
て
も
い
い
う
ち
は
、
一
向
死
ぬ
こ
と
も
要い

ら
な
い
よ
。
こ

こ
の
処
と
こ
ろへ

た
だ
ち
ょ
っ
と
お
前
の
前ま
え

肢あ
し

の
爪つ
め

印い
ん

を
、
一
つ
押
し
て
お
い
て
貰
い

た
い
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。」

　

 　

豚
は
眉ま
ゆ

を
寄
せ
て
、
つ
き
つ
け
ら
れ
た
証
書
を
、
じ
っ
と
し
ば
ら
く
眺な
が

め
て

い
た
。
校
長
の
云
う
通
り
な
ら
何
で
も
な
い
が
、
つ
く
づ
く
と
証
書
の
文
句
を

読
ん
で
見
る
と
、
ま
っ
た
く
大
へ
ん
に
恐こ
わ

か
っ
た
。
と
う
と
う
豚
は
こ
ら
え
か

ね
て
ま
る
で
泣
き
声
で
こ
う
云
っ
た
。

　
　
「
何
時
に
て
も
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
も
と
い
う
こ
と
で
す
か
。」

　

校
長
は
ぎ
く
っ
と
し
た
が
、
気
を
と
り
な
お
し
て
こ
う
云
っ
た
。

　

 　
「
ま
あ
そ
う
だ
。
け
れ
ど
も
今
日
だ
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て
な
い

よ
。」

　
　
「
で
も
明
日
で
も
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
。」

　

 　
「
さ
あ
、
明
日
な
ん
て
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
急
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
い
つ

で
も
、
い
つ
か
と
い
う
よ
う
な
、
ご
く
あ
い
ま
い
な
こ
と
な
ん
だ
。」

　

 　
「
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
一
人
で
死
ぬ
の
で
す
か
。」
豚
は
又ま
た

金
切

声
で
斯
う
聞
い
た
。

　
　
「
う
ん
、
す
っ
か
り
そ
う
で
も
な
い
な
。」

　

 　
「
い
や
で
す
、
い
や
で
す
、
そ
ん
な
ら
い
や
で
す
。
ど
う
し
て
も
い
や
で
す
。」

豚
は
泣
い
て
叫
ん
だ
。

　

 　
「
い
や
か
い
。
そ
れ
で
は
仕
方
が
な
い
。
お
前
も
あ
ん
ま
り
恩
知
ら
ず
だ
。

犬
猫ね
こ

に
さ
え
劣お
と

っ
た
や
つ
だ
。」

　
　

校
長
は
ぷ
ん
ぷ
ん
怒
り
、
顔
を
ま
っ
赤
に
し
て
し
ま
い
証
書
を
ポ
ケ
ッ
ト
に

　

手
早
く
し
ま
い
、
大お
お
ま
た股

に
小
屋
を
出
て
行
っ
た
。

　

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
再
び
読
み
な
が
ら
考
え
た
。
例
え
ば
「『
い
つ
か
』
死

ぬ
と
知
る
こ
と
と
『
何
時
に
て
も
』
死
ぬ
と
い
う
『
承
諾
』
と
の
間
、『
み
ん
な
死
』

ぬ
と
い
う
一
般
性
と
『
私
が
一
人
で
死
ぬ
』
と
い
う
覚
悟
の
間
、
そ
こ
に
は
越
え

難
い
断
絶
が
あ
る
。
支
え
手
を
抜
き
に
し
た
無
責
任
な
言
葉
と
、
主
体
と
し
て
背
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負
わ
さ
れ
る
実
存
と
の
落
差
だ
と
も
言
え
る（
注
６
）。」

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
校
長
の

言
動
こ
そ
が
「
法
」
を
笠
に
着
て
強
制
執
行
し
兼
ね
な
い
、
権
力
者
の
詭
弁
で
あ

り
象
徴
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
環
境
（
地
球
）
に
や
さ
し
い

○
○
」「
安
全
で
安
心
な
△
△
」「
持
続
可
能
な
□
□
」
な
ど
と
、
臆
面
も
な
く
大

言
壮
語
を
繰
り
返
す
商
人
（
あ
き
な
い
ひ
と
）
が
い
た
り
、「
熱
中
症
防
止
情
報
」

「
紫
外
線
情
報
」「
花
粉
情
報
」
な
ど
と
い
う
、
御
為
ご
か
し
の
「
情
報
」
を
、
ま

こ
と
し
や
か
に
し
た
り
顔
で
説
明
す
る
「
予
報
士
」
が
い
た
り
す
る
。
だ
か
ら
他

人
の
言
動
に
依
存
し
た
り
振
り
回
さ
れ
た
り
し
が
ち
な
社
会
に
な
り
、
益
々
自
力

で
判
断
す
る
と
い
う
地じ

力り
き

が
低
下
し
、
あ
る
い
は
劣
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
こ
で
豚
と
校
長
の
会
話
を
、
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
今
日
の
社
会

状
況
を
、
ま
る
で
予
期
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
生
き
写
し
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、
渋
滞
の
解
消
や
安
全
の
向
上
の
た
め
と
称
す
る
、
道
路
の
建
設
や
拡

幅
の
工
事
、
安
定
し
た
水
源
の
確
保
や
水
害
か
ら
流
域
を
防
止
し
、
水
利
の
便
を

拡
充
さ
せ
る
た
め
に
、
な
ど
と
掲
げ
る
多
目
的
ダ
ム
の
建
設
、
そ
の
他
、
国
民
の

安
全
や
安
心
を
優
先
し
、
合
理
的
で
効
率
的
な
〝
公
共
工
事
〞
を
謳
う
「
経
済
活

動
」
と
同
類
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
経
済
」
と
い
う
熟
語
は
、「
経
世

済
民
」
の
略
語
だ
と
教
え
ら
れ
た
。
辞
書
に
も
「
①
国
を
治
め
人
民
を
救
う
こ
と
。

経
世
済
民
。
政
治
。
②
（econom

y

）
人
間
の
共
同
生
活
の
基
礎
を
な
す
物
質

的
財
貨
の
生
産
・
分
配
・
消
費
の
行
為
・
過
程
、
並
び
に
そ
れ
を
通
じ
て
形
成
さ

れ
る
人
と
人
と
の
社
会
関
係
の
総
体
。
↓
理
財
。（
注
７
）

」
と
い
う
説
明
が
施
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
果
た
し
て
「
国
を
治
め
人
民
を
救
う
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
、
そ
の

通
り
に
実
施
さ
れ
、
貢
献
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
物

質
的
財
貨
の
生
産
・
分
配
・
消
費
の
行
為
・
過
程
」
を
経
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

損
得
、
大
小
、
高
低
、
強
弱
、
多
少
、
出
来
不
出
来
な
ど
に
伴
う
差
別
や
序
列
を

浮
き
彫
り
に
し
た
「
格
差
社
会
」
を
つ
く
り
出
し
、「
そ
れ
を
通
じ
て
形
成
さ
れ

る
人
と
人
と
の
社
会
関
係
」
が
、
無
機
質
な
モ
ノ
を
介
在
す
る
だ
け
で
、
つ
な
が

り
の
希
薄
な
「
無
縁
社
会
」
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
モ
ノ
に
対
す
る
欲
望

の
肥
大
が
加
速
し
、
歪
み
の
多
い
「
関
係
の
総
体
」
と
い
う
べ
く
自
己
矛
盾
に
満

ち
た
社
会
的
状
況
に
陥
り
、
ま
た
し
て
も
脱
皮
を
図
り
克
服
す
べ
く
改
革
や
改
善

に
関
す
る
計
画
、
想
定
、
予
告
、
予
想
な
ど
に
希
望
や
期
待
を
包
ん
で
謳
う
御
為

ご
か
し
の
文
言
、
無
責
任
な
言
動
を
氾
濫
さ
せ
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
う

の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。

　

経
済
と
は
、「
経
世
済
民
」
の
こ
と
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
む
し
ろ

語
義
通
り
の
「
経
世
」
か
ら
遠
ざ
か
り
、「
済
民
」
を
叶
え
ら
れ
な
い
の
は
ど
う

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
経
済
と
い
う
言
葉
を
、
経
済
的
な
○
○
、
△
△
が
経
済
的

だ
、
□
□
だ
か
ら
不
経
済
だ
、
な
ど
と
多
用
す
る
も
の
の
、
そ
の
真
意
や
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
自
分
に
よ
る
、
自
分
の
た
め
の
自
治
、
自
給
（
救
）
で
あ
り
、
利

害
打
算
や
損
得
に
拘
泥
す
る
〝
自
力
救
済
〞
の
た
め
の
活
動
に
固
執
す
る
ば
か
り

で
、
弱
い
立
場
の
「
人
民
を
救
う
こ
と
」
と
い
う
政
治
的
な
配
慮
に
欠
け
、
む
し

ろ
乖
離
す
る
社
会
状
況
な
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
す
る
の
だ
が
、
杞
憂
で
あ
ろ
う

か
。

　

人
間
は
自
救
権
や
自
救
行
為
と
称
す
る
自
力
救
済
を
、
優
先
的
に
主
張
し
、
そ

の
活
動
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、豚
は
「
家
畜
撲
殺
同
意
調
印
法
」
に
基
づ
く
、
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「
死
亡
承
諾
書
」
を
拒
否
す
べ
く
自
救
権
は
も
と
よ
り
、
自
救
行
為
も
不
可
能
で

あ
る
。
人
間
と
豚
を
一
緒
に
す
る
と
は
何
事
だ
、
所
詮
無
理
で
は
な
い
か
、
な
ど

と
お
叱
り
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
校
長
が
話
し
た
通
り
、

　

 　
「
実
は
ね
、
こ
の
世
界
に
生
き
て
る
も
の
は
、
み
ん
な
死
な
な
け
ぁ
い
か
ん

の
だ
。
実
際
も
う
ど
ん
な
も
ん
で
も
死
ぬ
ん
だ
よ
。
人
間
の
中
の
貴
族
で
も
、

金
持
で
も
、
又
私
の
よ
う
な
、
中
産
階
級
で
も
、
そ
れ
か
ら
ご
く
つ
ま
ら
な
い

乞
食
で
も
ね
。」

　
　
「
は
あ
、」
豚
は
声
が
咽
喉
に
つ
ま
っ
て
、は
っ
き
り
返
事
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

 　
「
ま
た
人
間
で
な
い
動
物
で
も
ね
、
た
と
え
ば
馬
で
も
、
牛
で
も
、
鶏
で
も
、

な
ま
ず
で
も
、（
中
略
）
だ
か
ら
お
前
も
私
も
い
つ
か
、
き
っ
と
死
ぬ
の
に
き

ま
っ
て
る
。」

　

と
い
う
死
生
観
は
、『
三
宝
絵
』
の
な
か
の
「
鹿
王
」
も
、

　

 　

 

此
ノ
王
ノ
奉
た
て
ま
つル

ニ
ハ
次つ
い

デ
ニ
当
レ
ル
鹿し

シ
ニ
涙
ダ
ヲ
垂た

レ
テ
誘こ
し

ラ
ヘ
テ
云

フ
、

　
　

 　

命
有
ル
物
ハ
皆
死
ヌ
。
誰
カ
是こ
れ

ヲ
免
ま
ぬ
かレ

ム
。
道み
ち

々
ニ
仏
ヲ
念
ゼ
ヨ
。
恨う
ら

ミ

ノ
心
ヲ
成な

シ
テ
人
ニ
向
フ
ナ
。

　
　

ト
教
ヘ
テ
遣や

ル
。

　

と
述
べ
て
お
り
、
私
に
は
同
じ
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。「
フ

ラ
ン
ド
ン
農
学
校
」
の
校
長
に
は
、「
道
々
ニ
仏
ヲ
念
ゼ
ヨ
。
恨
ミ
ノ
心
ヲ
成
シ

テ
人
ニ
向
フ
ナ
」
と
い
う
慰
藉
も
、諭
す
た
め
の
配
慮
や
言
葉
も
な
い
。
豚
で
も
、

先
刻
承
知
し
て
い
る
「
生
者
必
滅
」
の
「
条
理
」
を
、
威
嚇
や
狡
猾
な
様
相
を
抑

え
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
「
死
亡
承
諾
書
」
を
得
る
た
め
の
説
教
を
、「
一
瀉
千
里

に
ま
く
し
か
け
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

校
長
は
じ
め
、
教
師
や
生
徒
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
の
経
済
的
な
打
算
を
展
開

し
、
豚
は
「
物
質
的
財
貨
」
と
呼
ば
れ
る
販
売
商
品
で
あ
り
、
生
死
一
体
の
有
機

物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
「
有
機
体
で
は
豚
な
の
だ
」
と
い
う
分
別
者

ら
し
い
生
徒
の
知
見
を
紹
介
し
た
が
、「
飼
育
」
さ
れ
た
豚
、「
肥
育
器
」
に
か
け

ら
れ
た
豚
は
、「
撲
殺
」
さ
れ
る
の
を
待
つ
他
は
な
い
。
豚
を
含
め
た
家
畜
に
は
、

病
で
死
ぬ
こ
と
は
あ
っ
て
も
自
救
権
は
な
い
。
自
力
救
済
を
願
い
な
が
ら
自
ら
死

ぬ
こ
と
も
叶
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
豚
は
寿
命
を
待
た
ず
に
死
ぬ
他
は
な
い
。
豚
は

自
ら
の
運
命
を
承
知
し
て
お
り
、
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。「
撲
殺
」
さ
れ
る

こ
と
を
拒
否
し
な
が
ら
も
、
や
が
て
死
ぬ
時
を
覚
悟
す
る
の
だ
っ
た
。

　

 　
「
お
お
い
、
い
よ
い
よ
急
が
な
き
ゃ
な
ら
な
い
よ
。
先せ
ん
こ
ろ頃

の
死
亡
承
諾
書
ね
、

あ
い
つ
へ
今
日
は
ど
う
し
て
も
、
爪
判
を
押
し
て
貰
い
た
い
。
別
に
大
し
た
事

じ
ゃ
な
い
。
押
し
て
呉
れ
。」

　
　
「
い
や
で
す
、
い
や
で
す
。」
豚
は
泣
く
。

　
 　

「
厭い
や

だ
？　

お
い
。
あ
ん
ま
り
勝
手
を
云
う
ん
じ
ゃ
な
い
、
そ
の
身か
ら
だ体

は
全

体
み
ん
な
、
学
校
の
お
陰
で
出
来
た
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
だ
っ
て
毎
日
麦
の
ふ
す

ま
二
合
、
阿
麻
仁
二
合
と
玉
蜀
黍
の
、
粉
五
合
ず
つ
や
る
ん
だ
ぞ
、
さ
あ
い
い

加
減
に
判
を
つ
け
、
さ
あ
つ
か
な
い
か
。」

　
　

な
る
ほ
ど
斯こ

う
怒お
こ

り
出
し
て
見
る
と
、
校
長
な
ん
と
い
う
も
の
は
、
実
際
恐
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い
も
の
な
ん
だ
。
豚
は
す
っ
か
り
お
び
え
て
了し
ま

い
、

　
　
「
つ
き
ま
す
。
つ
き
ま
す
。」
と
、
か
す
れ
た
声
で
云
っ
た
の
だ
。

　

 　
「
よ
ろ
し
い
、
で
は
。」
と
校
長
は
、
や
っ
と
の
こ
と
に
機き

嫌げ
ん

を
直
し
、
手
早

く
あ
の
死
亡
承
諾
書
の
、
黄
い
ろ
な
紙
を
取
り
出
し
て
、
豚
の
眼
の
前
に
ひ
ろ

げ
た
の
だ
。

　
　
「
ど
こ
へ
つ
け
ば
い
い
ん
で
す
か
。」
豚
は
泣
き
な
が
ら
尋た
ず

ね
た
。

　

と
い
う
。
や
が
て「『
う
は
ん
。
よ
ろ
し
い
。
こ
れ
で
い
い
。』校
長
は
紙
を
引
っ

ぱ
っ
て
、
よ
く
そ
の
判
を
調
べ
て
か
ら
、
機
嫌
を
直
し
て
こ
う
云
っ
た
。」
と
の

こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
「
戸
口
で
待
っ
て
い
た
ら
し
く
、
あ
の
意
地
の
わ
る
い
畜

産
の
教
師
が
、
い
き
な
り
や
っ
て
来
た
。」
う
え
に
、「
教
師
は
『
さ
あ
、
い
ず
れ

模
様
を
見
ま
し
て
、
鶏
や
あ
ひ
る
で
す
と
、
き
っ
と
間
違
い
な
く
肥ふ
と

り
ま
す
が
、

斯
う
云
う
神
経
過
敏
な
豚
は
、
或
あ
る
いは

強
制
肥
育
で
は
甘う
ま

く
行
か
な
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。』『
そ
う
か
。
な
る
ほ
ど
。
と
に
か
く
し
っ
か
り
や
り
給
え
。』
そ
し
て
校

長
は
帰
っ
て
行
っ
た
。」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

豚
は
、
人
間
の
奸
策
に
屈
し
、
運
命
に
殉
ず
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
「
死
亡
承
諾
書
」
の
話
を
聞
き
、か
つ
「
黄
い
ろ
な
紙
」
だ
と
い
う
「
死

亡
承
諾
書
」
を
見
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
不
安
や
苦
悩
、
恐
怖
の
あ
ま
り
、「
神

経
過
敏
な
豚
」
は
「
神
経
性
栄
養
不
良
」
に
陥
り
、
肥
育
器
に
か
け
ら
れ
、
さ
ら

に
は
「
強
制
肥
育
」
を
強
い
ら
れ
、「
豚
は
い
く
ら
吞の

む
ま
い
と
し
て
も
、
ど
う

し
て
も
咽
喉
で
負
け
て
し
ま
い
、
そ
の
練
っ
た
も
の
が
胃
の
中
に
入
っ
て
、
だ
ん

だ
ん
腹
が
重
く
な
る
。
こ
れ
が
強
制
肥
育
だ
っ
た
。
豚
の
気
持
ち
の
悪
い
こ
と
、

ま
る
で
夢む
ち
ゅ
う中

で
一
日
泣
い
た
。」
と
あ
る
。
あ
　ゝ

学
校
は
、
い
や
人
間
は
か
く

も
小
賢
し
く
、
傲
慢
無
礼
な
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
物
語
は
、
家
畜
だ
と
い
う
豚
を
飼
育
す
る
「
農
学
校
」
だ
か
ら
、
当
然
の

こ
と
だ
と
し
て
、
少
し
ば
か
り
豚
の
運
命
に
同
情
を
寄
せ
、
人
間
と
豚
の
関
わ
り

と
会
話
の
も
た
ら
す
諧
謔
、「
家
畜
撲
殺
同
意
調
印
法
」「
死
亡
承
諾
書
」「
肥
育
器
」

「
強
制
肥
育
」
な
ど
の
奇
抜
な
発
想
や
造
語
、
物
語
の
皮
肉
な
展
開
な
ど
に
興
味

関
心
を
抱
き
な
が
ら
読
む
人
が
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
、
そ
れ
に
加
え
「
農
学

校
」
に
限
ら
な
い
「
学
校
」
で
、豚
と
同
じ
哺
乳
類
だ
と
い
う
人
間
で
あ
る
園
児
、

児
童
、
生
徒
、
学
生
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
た
人
々
を
、「
肥
育
器
」
よ
り
大
き
い

と
思
わ
れ
る
「
教
室
」
で
、「
畜
産
学
」
と
は
限
ら
な
い
各
種
の
専
門
科
目
を
修

め
た
と
い
う
教
員
が
、
飼
育
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
勉
強
や
学
問
と
称
し
て
、

あ
る
い
は
躾
や
教
育
と
い
う
名
の
も
と
で
、
国
政
を
司
る
為
政
者
や
行
政
を
担
う

官
僚
な
ど
が
求
め
る
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
づ
く
り
に
荷
担
し
、
指
導
に
余
念

が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
画
策
ぶ
り
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
ど

う
だ
ろ
う
。
二
言
目
に
は
「
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
」「
個
性
を
尊
重
し
確
立
を

目
指
す
」「
明
る
く
楽
し
い
学
校
に
」
な
ど
と
い
う
目
標
を
掲
げ
な
が
ら
、「
い
じ

め
」
や
「
登
校
拒
否
」「
学
級
崩
壊
」
な
ど
が
〝
撲
滅
〞
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

賢
治
は
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
」
の
も
と
、
豚
を
例
に
「
家
畜
撲
殺
同
意
調
印

法
」
な
る
奇
抜
な
法
令
を
創
出
し
、「
死
亡
承
諾
書
」
を
め
ぐ
っ
て
物
語
を
展
開

し
た
も
の
の
、
豚
は
商
品
と
し
て
飼
育
さ
れ
、
結
局
「
撲
殺
」
を
強
い
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
私
た
ち
人
間
は
、同
じ
哺
乳
類
で
も
豚
と
異
な
る
〝
高
等
動
物
で
あ
る
〞

と
自
称
し
、
高
等
教
育
機
関
の
設
置
や
機
会
を
整
え
、
多
く
の
こ
と
を
学
び
教
授
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さ
れ
な
が
ら
、「
国
を
治
め
、
人
民
を
救
う
」
た
め
の
経
済
活
動
で
は
な
く
、
自

救
権
の
行
使
と
い
う
自
力
救
済
に
拘
泥
し
た
行
為
に
追
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
残
業
を
重
ね
「
働
き
過
ぎ
」
で
あ
っ
て
も
「
単
身
赴
任
」

を
強
い
ら
れ
、「
過
労
死
」
や
「
う
つ
病
」
が
増
え
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

行
政
は
「
国
際
化
」
を
掲
げ
、「
自
由
化
」「
規
制
緩
和
」
を
謳
い
、「
働
き
方
の

多
様
化
」、
い
や
「
多
様
な
働
き
方
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と

い
う
無
責
任
な
甘
言
を
放
ち
、
非
正
規
雇
用
者
の
増
大
に
至
る
口
実
や
要
因
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
不
都
合
な
事
実
は
、「
選
択
の
自
由
」
に
甘
ん

じ
た
結
果
で
あ
り
「
自
己
責
任
だ
」
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
仕
組
み
│
│
│
だ

か
ら
人
間
は
、
自
ら
が
「
自
力
救
済
」
の
死
闘
に
よ
っ
て
「
撲
殺
」
さ
れ
兼
ね
な

い
無
類
の
困
難
を
回
避
し
た
り
、
過
酷
な
試
練
を
克
服
し
た
り
、
不
断
の
努
力
を

怠
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
豚
に
限
ら
ず
家
畜
の
死
と
言
え
ど
も

他
人
事
で
は
な
い
、
と
い
う
「
可あ
た
ら惜

」
命
い
の
ちの

精
神
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

人
間
は
〝
豚
に
真
珠
〞
と
い
う
慣
用
句
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
豊

か
さ
を
享
受
す
る
た
め
に
無
機
質
な
モ
ノ
の
生
産
と
消
費
を
繰
り
返
し
、
自
然
の

生
態
系
を
狂
わ
せ
た
り
壊
し
た
り
し
て
、
自
己
満
足
の
た
め
に
荷
担
し
て
来
た
の

で
あ
る
。
も
う
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
だ
け
で
は
な
く
、
海
や
山
に
生
息
し
て
い

る
「
生
物
多
様
性
」
と
称
さ
れ
る
多
く
の
命
の
関
わ
り
や
〝
絆
（
き
づ
な
）〞
を

断
ち
、
自
然
の
〝
お
も
て
な
し
〞
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
（
注
８
）。

人
間
は
、
後
天
的
に

身
に
つ
け
た
知
識
を
試た
め

す
か
の
よ
う
に
モ
ノ
づ
く
り
に
勤
し
ん
で
来
た
。
そ
の
た

め
儲
け
の
神
様
の
信
者
と
な
り
、
モ
ノ
に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
生
活
を
享
受
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
命
は
、
モ
ノ
化
に
等
し
い
無
機
質
な
状
況
に
追

い
込
ま
れ
た
り
、
個
別
化
や
孤
立
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
諸も
ろ

々
の
命
の
つ
な

が
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
喩
え
ら
れ
る
〝
縁
起
〞
を
忘
れ
、
目
に
見
え
な
い
〝
赤
い
糸
〞
が
か
細
く

0

0

0

衰

退
、
脆
弱
に
な
り
、
そ
の
存
在
や
意
味
さ
え
分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
か
、
何
も
か
も
最
新
だ
と
い
う
文
明
の
利
器
を
活
用
し
、
人

工
的
に
創
出
、
量
産
、
再
生
を
試
み
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
子
ど
も
が
授
か
っ
た
」
と
言
わ
ず
に
、「
子
ど
も
を
つ
く
る
」「
子
ど
も
を
も
う

け
た
」
と
い
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
「
な
め
と
こ
山
」
に
限

ら
な
い
里
山
や
裏
山
、
鎮
守
の
森
な
ど
を
塒
（
ね
ぐ
ら
）
と
し
て
田
圃
や
畑
、
湿

地
帯
な
ど
に
生
息
し
「
子
ど
も
を
授
け
た
」
と
い
う
〝
コ
ウ
ノ
ト
リ
（
鸛
）〞
に

見
放
さ
れ
、
飛
来
し
な
く
な
っ
た
の
が
原
因
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

人
間
は
、
真
珠
の
美
し
さ
を
希
求
す
る
あ
ま
り
「
改
良
改
善
」
を
究
め
、
人
工

的
な
作
為
に
よ
っ
て
何
も
か
も
創
り
出
せ
る
と
い
う
傲
慢
な
強
迫
観
念
に
駆
ら

れ
、
矛
盾
の
な
か
を
生
き
急
い
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
〝
豚

に
真
珠
〞
に
等
し
い
皮
肉
で
あ
り
、
愚
の
骨
頂
、
豊
か
さ
の
陥
穽
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
辛
い
日
々
の
向
こ
う
に
幸
せ
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
の
の

道
理
や
真
実
は
、
学
校
の
教
員
だ
け
が
教
え
ら
れ
る
も
の
で
も
、
か
つ
ま
た
教
え

て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
も
持
た
れ
な
く
な
っ
た
。
賢
治
は
、
豚
の
生
死
を

通
し
て
「
可あ
た
ら惜

」
命
い
の
ちの

真
実
と
必
然
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
賢
治
は
、
多

く
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
掛
け
替
え
の
な
い
〝
死
〞
を
残
し
、
豚
も
ま
た
〝
死
〞

を
残
し
た
。
私
た
ち
は
、
た
く
さ
ん
の
〝
死
〞
を
戴
い
て
生
き
て
い
る
、
と
い
う

「
可あ
た
ら惜

」
命
い
の
ちの

尊
厳
を
自
覚
し
、
や
は
り
〝
死
〞
を
残
す
た
め
に
生
き
て
学
ぶ
他
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宮澤賢治童話の “生死” 考（２）

は
な
い
。

（
ち
ば　

み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

〈
注
〉

（
１
）　

国
際
化
の
な
か
の
「
自
給
率
」
に
つ
い
て
、「
生
産
の
概
念
と
消
費
の
概
念
を
混
同
し
て
自

給
率
を
論
じ
た
り
、
外
国
産
を
規
制
す
れ
ば
国
内
産
が
増
加
す
る
か
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た

り
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。」
そ
こ
で
「
国
産
品
と
輸
入
品
の
代
替
関
係
」
に
基
づ
い
て
分
析
し
、

導
か
れ
る
「
国
産
化
率
」
の
正
統
性
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
農
林
水
産
省
が
公
表
し

て
い
る
「
食
料
自
給
率
」
は
、
そ
の
算
出
方
法
や
定
義
が
一
種
類
で
は
な
い
の
で
「
品
目
別
食

料
自
給
率
」「
穀
物
食
料
自
給
率
」「
供
給
熱
量
総
合
食
料
自
給
率
」「
金
額
ベ
ー
ス
の
総
合
食

料
自
給
率
」
な
ど
が
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
の
が
実
状
だ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
総
合
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
。

　
　
　

以
上
、
茂
木
創
『
食
料
自
給
率
と
い
う
幻 
│
│
│
誰
の
た
め
の
農
業
政
策
な
の
か
』（
唯
学

書
房
、
二
〇
一
一
年
九
月
三
十
日
第
一
版
第
一
刷
発
行
）
を
参
照
し
た
。
是
非
、
一
読
を
お
願

い
し
た
い
。

（
２
）　

拙
著
『
百
姓
思
想
の
研
究
│
│
│ 

近
代
文
学
試
論
』（
高
文
堂
出
版
社
、
昭
和
五
十
五
年
一

月
十
五
日
初
版
第
一
刷
発
行
）
に
て
、
長な
が

塚つ
か

節た
か
しの
唯
一
の
長
編
小
説
『
土
』
を
中
心
に
、
画
家

の
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
の
手
紙
や
絵
画
、
そ
し
て
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
百
姓
た
ち
』

な
ど
を
通
し
て
、「
百
姓
」
の
「
精
神
」
や
「
思
想
」
に
つ
い
て
論
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
３
）　
「
つ
ら
い
話
」
と
は
、
小
沢
俊
郎
「
つ
ら
い
『
豚
』
の
話
」
と
い
う
論
考
を
参
照
し
た
。
小

沢
俊
郎
『
宮
澤
賢
治
論
集
』（
有
精
堂
、
一
九
八
七
年
三
月
十
四
日
初
版
第
一
刷
発
行
）

一
四
九
〜
一
六
二
頁
。

（
４
）　
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
の
引
用
は
、『
新
編　

風
の
又
三
郎
』（
新
潮
文
庫
、
平
成
八

年
六
月
十
日
刊
）
に
拠
っ
た
。
一
五
五
〜
一
七
四
頁
。

（
５
）　
「
阿
麻
仁
」
と
は
、「
阿
麻
の
種
子
。
油
を
搾
っ
て
食
用
と
す
る
。」
と
、「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学

校
の
豚
」
の
な
か
の
注
に
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
注
４
の
文
庫
本
、
三
一
四
頁
。

（
６
）　

栗
原
敦
『
宮
澤
賢
治

│
透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』（
新
宿
書
房
、
初
版
第
一
刷
発
行
）

の
な
か
の
一
六
二
頁
、「『
か
な
し
い
生
物
』
の
物
語

│
『
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
』
考
」

よ
り
引
用
し
た
。

（
７
）　
『
新
村
出
編　

広
辞
苑　

第
四
版
』（
岩
波
書
店
）
七
八
六
頁
。

（
８
）　

畠
山
重
篤
『
森
は
海
の
恋
人
』（
北
斗
出
版
、一
九
九
四
年
十
月
二
十
五
日
初
版
第
一
刷
発
行
、

二
〇
〇
三
年
一
月
二
十
五
日
初
版
十
七
刷
発
行
）
を
参
照
し
た
。
生
物
多
様
性
と
は
、「
森
と

海
と
の
奏
で
る
物
語
」
と
教
え
ら
れ
た
。
何
と
素
敵
な
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
是
非
、
一
読
を

お
願
い
し
た
い
。


