
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

　
　
　
　
１

　
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
作
家
は
「
杜
会
の
生
産
場
面
を
執
物
に
回
避
し
」
、

「
殆
ど
人
問
の
労
働
を
描
い
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
蔵
原
惟
人
の
「
塾
術
的

方
法
に
つ
い
て
の
感
想
」
（
一
九
三
一
年
一
を
引
い
て
、
戦
後
、
中
野
重
治
が

書
い
て
い
る
。

　
「
多
く
の
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
人
間
の
、
日
本
の
人
民
の
労
働
を
描

い
た
文
学
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
「
サ
ル
ト
ル
そ
の
他
　
　
主
題

の
問
題
　
　
」
）

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
は
、
労
働
の
喜
び
と
苦
し
み
を
描
い
た
、
そ
の
数
少
な

い
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
擬
音
語
・
比
瞼
・
擬
人
法
の
目
立
つ
、
躍
動

的
な
文
体
で
労
働
を
描
い
て
い
た
。
が
、
同
時
に
、
作
中
に
転
向
作
家
の

「
私
」
が
登
場
し
、
聞
き
書
き
を
と
る
と
い
う
特
殊
な
構
成
を
と
っ
て
書
か
れ

て
も
い
た
。
七
節
の
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
半
分
近
く
が
、
作
者
自
身
と
読
め
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岸

建
　
　
　
台

イ
　
　
　
　
　
　
、
７

る
「
私
」
に
視
点
を
据
え
た
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
あ
る
日
見
知
ら
ぬ
人
が
私
を
た
ず
ね
て
き
た
。
そ
れ
が
鈴
木
君
だ
っ
た
。
」

　
突
然
訪
問
し
た
元
罐
焚
き
の
鈴
木
君
に
勧
め
ら
れ
て
、
「
私
」
は
罐
焚
き
を

書
一
」
う
と
思
い
始
め
る
。
そ
し
て
、
連
帯
感
の
回
復
を
実
感
す
る
。

　
「
私
は
汽
車
の
罐
焚
き
が
現
わ
れ
よ
う
と
は
か
っ
て
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ

た
。
い
ま
そ
れ
が
現
わ
れ
た
。
井
上
君
と
の
関
係
で
。
松
井
と
の
関
係
に
お
い

て
さ
え
。

　
私
は
、
人
々
が
私
を
取
り
ま
い
て
い
て
く
れ
る
の
を
感
じ
た
。
あ
る
人
は
下

獄
す
る
の
に
私
を
思
い
出
し
て
く
れ
た
。
私
を
取
り
ま
い
て
…
…
私
を
中
心
に

で
は
な
い
。
し
か
し
私
も
人
び
と
に
ま
じ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
を
取
り
ま
き
た
い
。

相
手
が
女
で
あ
っ
て
も
、
私
は
ぴ
た
り
と
肌
を
あ
て
る
だ
ろ
う
…
－
」

　
二
節
に
な
る
と
「
私
」
は
鈴
木
君
の
家
へ
出
か
け
、
模
型
投
炭
競
投
の
話
を

聞
く
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
三
節
は
一
転
し
て
「
鈴
木
君
の
話
は
大
体
こ
う
だ
っ
た
。
」
と
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書
き
出
さ
れ
る
客
観
描
写
の
世
界
と
な
る
。
鈴
木
君
の
家
で
聞
い
た
、
「
私
」

の
遠
縁
の
松
井
が
模
型
投
炭
競
技
の
練
習
中
に
喀
血
し
た
過
去
の
話
が
、
鈴
木

君
の
言
葉
と
し
て
で
な
く
、
独
立
し
た
物
語
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
四
、
五
節
は
再
び
「
私
」
の
視
点
に
戻
る
。
鈴
木
君
と
鉄
道
博
物
館
へ
行
き
、

鈴
木
君
か
ら
罐
焚
き
の
世
界
の
あ
れ
こ
れ
を
聞
い
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。

　
六
節
は
再
び
、
「
鈴
木
君
の
し
て
く
れ
た
模
型
競
技
の
話
は
だ
い
た
い
次
ぎ

の
よ
う
だ
っ
た
。
」
と
書
き
出
さ
れ
る
客
観
描
写
の
世
界
で
あ
る
。
福
井
・
金

沢
間
の
往
復
乗
務
の
後
、
模
型
投
競
技
会
で
シ
ョ
ベ
ル
を
火
室
に
落
と
し
た
鈴

木
君
の
過
去
が
、
三
節
と
同
じ
手
法
で
描
写
さ
れ
る
。
こ
こ
が
、
『
汽
車
の
罐

焚
き
』
の
中
心
部
分
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
私
」
に
視
点
に
据
え
た
短
い
叙
述
が
あ
っ
て
『
汽
車
の
罐
焚
き
』

は
終
わ
る
。

　
『
汽
軍
の
罐
焚
き
』
の
聞
き
書
き
形
式
は
、
発
表
直
後
か
ら
論
議
の
的
と
な

っ
て
い
た
。

　
森
山
啓
「
文
芸
時
評
」
（
「
新
潮
」
一
九
三
七
年
七
月
号
）
は
、
先
に
引
用
し

た
「
私
」
の
主
観
的
表
白
を
引
い
て
、
「
作
者
そ
の
人
の
感
想
で
あ
り
、
こ
れ

を
感
傷
や
思
ひ
付
き
と
見
る
こ
と
は
禍
で
あ
る
」
と
、
好
意
的
な
見
方
を
し
た
。

一
方
、
「
こ
の
作
品
は
中
野
重
治
と
い
ふ
文
壇
生
活
者
の
支
へ
捧
が
な
く
つ
て

一
人
歩
き
で
き
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
な
い
」
と
す
る
批
判
的
な
意
見
も
あ
っ
た
。

（
「
新
潮
」
一
九
三
七
年
十
月
号
の
桂
三
平
名
義
「
匿
名
批
評
」
）
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以
後
の
論
文
も
、
多
く
こ
の
「
聞
き
書
き
形
式
」
を
問
題
に
す
る
。
中
西
浩

「
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
お
ぼ
え
書
き
」
は
、
先
に
引
用
し
た
「
私
」
の
表
白
を

「
小
説
以
前
的
言
葉
」
と
し
て
、
批
判
的
な
見
方
を
と
っ
た
。
『
汽
車
の
罐
焚

き
』
は
「
客
観
的
な
一
つ
の
叙
事
詩
」
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
作
品
だ
っ
た
と

す
る
中
西
は
、
「
私
」
の
登
場
を
「
ロ
マ
ン
の
虚
構
性
か
ら
、
よ
り
事
実
性
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

す
が
ろ
う
と
す
る
私
小
説
的
よ
わ
さ
」
と
、
し
た
の
で
あ
る
。

　
対
照
的
に
、
そ
の
言
葉
に
「
根
本
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
読
み
取
っ
た
平
野
謙
の

　
　
　

「
解
説
」
は
、
聞
き
書
き
形
式
に
肯
定
的
な
理
解
を
示
し
、
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら

選
び
取
ら
れ
た
意
識
的
な
方
法
だ
っ
た
と
し
た
。
木
村
幸
雄
「
『
汽
車
の
罐
焚
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き
』
に
お
け
る
主
体
と
記
録
」
・
杉
野
要
吉
「
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
」
な
ど
も
、

異
な
る
角
度
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
肯
定
的
な
評
価
に
至
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
肯
定
・
否
定
の
評
価
を
下
す
前
に
、
な
ぜ
「
私
」
が
登
場
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
汽
車
の
罐
焚
き
』

は
、
作
中
に
書
き
込
ま
れ
た
様
な
経
過
を
辿
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
順
調
な
発
展
の
コ
ー
ス
の
上
に
で

き
上
が
っ
た
作
品
で
も
な
か
っ
た
。

　
以
下
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
が
ど
の
様
な
経
過
を
辿
っ
て
成
立
し
た
の
か
を

み
て
み
た
い
。



　
「
私
は
外
へ
出
て
行
き
た
い
。
自
分
の
け
ち
な
部
屋
で
机
に
か
じ
り
つ
い
て

い
る
こ
と
を
や
め
て
、
外
の
ひ
ろ
い
世
界
へ
、
多
数
者
の
動
く
生
活
の
な
か
へ

出
て
行
き
た
い
。
」
「
勤
労
者
の
多
く
の
産
業
に
お
け
る
生
活
、
そ
れ
が
時
勢
と

と
も
に
受
け
る
変
化
、
そ
の
変
化
の
な
か
に
育
っ
さ
ま
ざ
ま
の
人
問
タ
ィ
プ
、

一
」
う
い
う
も
の
を
描
く
た
め
に
私
は
　
　
主
観
的
を
言
葉
を
使
え
ば
　
　
勉
強

し
た
い
。
」

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
を
予
想
さ
せ
る
様
な
こ
れ
ら
の
言
葉
が
「
初
夏
雑
感
」

一
３
５
年
６
月
執
筆
。
以
下
の
年
月
も
同
じ
く
執
筆
時
を
示
す
。
）
に
書
か
れ
た
の

は
、
『
罐
焚
き
』
執
筆
の
二
年
前
で
あ
っ
た
。

　
一
．
九
三
四
年
五
月
の
転
向
か
ら
そ
れ
ま
で
に
、
中
野
は
『
第
一
章
』
（
３
４
年

ｕ
月
一
、
『
鈴
木
・
都
山
・
八
十
島
』
一
３
５
年
３
月
一
、
『
村
の
家
』
（
３
５
年
４
月
一

を
発
表
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
「
自
分
の
直
接
経
験
し
た
事
実
一
現
象
と
し

て
も
事
実
で
あ
っ
た
も
の
）
」
に
即
し
な
が
ら
、
み
じ
め
に
敗
北
し
て
い
っ
た

「
革
命
的
文
化
運
動
の
短
い
歴
史
」
を
描
一
」
う
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
一
「
『
現

在
可
能
な
創
作
方
法
』
と
い
う
こ
と
」
一

　
そ
れ
ら
三
作
を
書
き
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
連
作
を
続
け
て
い
く
作
業
と
は
別

の
、
も
う
一
つ
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
野
は
夢
み
始
め
て
い
た
。
「
『
現
在

可
能
な
創
作
方
法
』
と
い
う
こ
と
」
（
３
５
年
８
月
一
に
、
中
野
は
書
い
て
い
る
。
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「
私
一
個
の
こ
と
を
い
え
ば
、
私
に
は
題
材
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
」
「
私
は
私
の
知
っ
て
い
る
革
命
的
文
化
運
動
の
短
い
歴
史
を
書

い
て
行
く
つ
も
り
で
は
い
る
が
、
同
時
に
都
市
と
農
村
と
の
大
衆
の
生
活
を
書

い
て
行
き
た
い
。
」

　
同
趣
旨
の
、
次
の
よ
う
な
私
信
も
こ
の
時
期
（
３
５
年
８
月
）
に
出
さ
れ
て
い

る
。　

「
文
学
上
の
い
ろ
ん
な
冒
険
も
や
っ
て
み
る
つ
も
り
だ
。
」
「
わ
が
芸
術
的
生

涯
に
も
一
っ
の
転
換
が
来
ね
ば
な
ら
ぬ
ら
し
い
。
」

　
人
絹
の
織
り
場
を
見
た
り
、
機
工
場
の
話
を
聞
い
た
り
し
て
、
題
材
を
広
げ

よ
う
と
し
た
こ
と
も
公
刊
さ
れ
た
書
簡
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
題
材
探
し
も
結
局
は
「
俺
は
、
タ
ネ
拾
い
の
方
は
、
か
ら
駄

目
だ
ね
つ
」
と
い
う
嘆
き
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
問
、
中
野
が
書
け
た
の
は
身
辺

雑
記
風
の
小
品
『
同
窓
会
』
一
篇
だ
け
で
あ
る
。

　
皮
肉
な
こ
と
に
、
「
タ
ネ
拾
い
の
方
は
、
か
ら
駄
目
だ
ね
。
」
と
書
き
つ
け
た

一
九
三
五
年
九
月
二
十
二
日
付
け
の
郷
理
か
ら
の
書
簡
に
、
元
罐
焚
き
、
加
藤

秀
雄
の
突
然
の
訪
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
こ
れ
が
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
に

書
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
元
罐
焚
き
の
突
然
の
訪
問
は
、
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
夢
み
な
が
ら
、
題
材

を
見
出
せ
な
い
で
い
た
中
野
に
と
っ
て
、
刺
激
的
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
に
取
り
か
か
っ
た
形
跡
は
窺
え
な
い
。
新
し
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い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
踏
み
出
せ
な
か
っ
た
中
野
は
、
以
前
か
ら
の
連
作
に
戻
っ
て

＝
つ
の
小
さ
い
記
録
』
（
３
５
年
１
２
月
）
『
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
』
（
３
５
年
１
２

月
）
を
執
筆
し
て
年
を
越
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
連
作
が
一
応
完
結
し
た
今
、
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
踏
み
出
し

て
行
く
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
。
一
九
三
六
年
三
、
四
月
頃
、
中
野

は
「
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
全
体
的
な
創
作
コ
ー
ス
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
」
と

か
、
「
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
ヘ
ン
な
話
で
な
く
、
小
説
ら
し
い
、
面
白
い
物
語

が
書
け
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と
書
簡
に
記
し
な
が
ら
、
新
し
い
題
材
と
し
て
、
ミ

ノ
ム
シ
騒
動
（
百
姓
一
撲
）
を
し
き
り
と
追
い
か
け
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
結

局
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
三
六
年
中
、
中
野
は
小
説
ら
し
い
小
説
が
ほ

と
ん
ど
書
け
な
か
っ
た
。

　
そ
の
間
の
一
九
三
六
年
三
月
に
、
や
は
り
郷
里
に
あ
っ
た
中
野
か
ら
次
の
よ

う
な
書
簡
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
「
本
棚
に
あ
る
原
稿
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
一
番
部
厚
な
奴
で
、
題
は
汽
車
も

し
く
は
鉄
道
従
業
員
に
関
係
あ
る
や
っ
で
、
加
藤
秀
雄
と
い
う
人
の
小
説
が
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
書
留
開
封
で
送
っ
て
下
さ
い
。
」

　
以
前
に
加
藤
か
ら
預
か
っ
て
い
た
原
稿
を
、
返
却
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
そ
の
後
も
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
気
配
は

な
い
。
前
述
し
た
ミ
ノ
ム
シ
騒
動
の
材
料
探
し
を
始
め
た
の
は
、
そ
の
直
後
な

の
で
あ
る
。
八
月
に
は
「
福
井
の
加
藤
君
ほ
か
一
人
酒
を
一
舛
下
げ
て
来
」
る
、
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の
書
簡
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
（
「
中
央
公
論
」
一
九
三
七

年
六
月
号
に
発
表
）
の
執
筆
は
、
恐
ら
く
、
一
九
三
七
年
に
入
っ
て
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。
最
初
の
加
藤
の
訪
問
か
ら
、
そ
の
間
、
一
年
半
の
月
日
が
流
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
は
、
運
命
的
な
出
会
い
か
ら
、
一
潟
千
里
に
で
き
上
が

っ
た
作
品
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
い
く
つ
か
の
試
み
が
袋
小
路

に
入
り
込
ん
で
捨
て
ら
れ
た
後
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
古
い
カ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
執
筆
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
、

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
構
成
が
時
間
を
か
け
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
そ
れ
自
体
も
難
産
で
あ
っ
た
『
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
』
に
、
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

　
主
人
公
の
転
向
作
家
は
、
書
く
も
の
に
困
っ
て
田
川
一
族
の
話
を
書
こ
う
と

す
る
。
が
、
す
ぐ
に
っ
ま
っ
て
し
ま
う
。
小
説
か
ら
細
か
い
事
実
を
拾
わ
れ
、

田
川
一
族
の
人
た
ち
に
迷
惑
が
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
は

無
論
、
中
野
自
身
、
田
川
の
モ
デ
ル
は
、
西
田
信
春
で
あ
る
。

　
諦
め
た
高
吉
は
新
し
い
タ
ネ
を
探
し
に
、
工
場
へ
話
を
聞
き
に
行
く
。
だ
が
、

そ
れ
も
「
何
度
目
に
か
『
お
れ
に
や
工
場
の
こ
と
な
ん
か
書
け
ぬ
！
』
と
思
い

こ
ん
」
で
拾
て
て
し
ま
う
。
工
場
で
の
体
験
を
持
た
な
い
主
人
公
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



　
『
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
』
の
主
人
公
の
苦
し
み
は
、
こ
の
時
期
の
中
野
の

苦
し
み
で
あ
り
、
困
難
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
が
書
か
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
三
っ
の
困
難
が

克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
っ
は
、
モ
デ
ル
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ

う
な
配
慮
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
全
く
知
ら
な
い
世
界
を
書
く
方
法
を
見

出
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ど
ん
な
資
格
で
、
ど
ん
な
立
場

に
立
っ
て
書
く
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
方
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
中
野
は
「
自
分
の
直
接
経
験
し
た
事
実
」
を
描
い
て
き
た
。
そ

こ
か
ら
、
労
働
者
を
描
く
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
移
ろ
う
と
す
る
時
、
現
在
の

自
分
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
な
作
業
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
「
人
の
先
に
立
っ
て
あ
あ
の
一
」
う
の
い
う
」
た
一
『
村
の
家
』
）
挙
げ
句

に
「
革
命
の
党
を
裏
切
り
、
そ
れ
に
対
す
る
人
民
の
信
頼
を
裏
切
っ
た
」

一
「
『
文
学
者
に
就
て
』
に
つ
い
て
」
一
転
向
者
だ
っ
た
。

　
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
語
っ
た
「
『
現
在
可
能
な
創
作
方
法
』
と
い
う
こ
と
」

に
中
野
は
書
い
て
い
た
。

　
「
勤
労
す
る
多
数
者
の
日
常
生
活
を
知
る
こ
と
、
そ
れ
に
た
い
し
て
自
分
を

棚
に
上
げ
て
お
か
ぬ
貢
任
あ
る
態
度
で
対
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
描
写
を
引
き

だ
す
こ
と
が
現
在
痛
切
な
欲
望
で
あ
る
。
」

　
「
自
分
を
棚
に
上
げ
て
お
か
ぬ
」
た
め
の
、
資
格
審
査
が
ど
う
し
て
も
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

　
そ
れ
ら
全
て
の
困
難
を
同
時
に
乗
り
越
え
る
方
法
が
、
聞
き
書
き
形
式
と
、

事
実
の
一
部
改
変
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
を
見
出
し
た
時
、
よ
う
や
く
、
『
汽

車
の
罐
焚
き
』
は
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。

３

鈴
木
君
が
母
親
の
病
気
見
舞
い
に
福
井
へ
行
く
の
を
幸
い
、
そ
こ
で
井
上
君

の
下
獄
の
送
別
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
「
井
上
君
か
ら
手
紙
が
来
て
、

つ
い
で
に
あ
な
た
に
よ
ろ
し
く
い
っ
て
く
れ
と
い
っ
て
き
た
も
ん
で
す
か
ら

、
」　

初
対
面
の
鈴
木
君
は
、
「
私
」
に
い
き
な
り
の
訪
問
理
由
を
そ
う
説
明
す
る
。

　
井
上
君
は
、
「
私
」
が
転
向
・
出
獄
し
た
三
年
前
に
、
「
多
数
派
」
に
連
絡
を

つ
け
に
家
へ
来
た
こ
と
が
あ
る
。
「
問
題
は
め
い
め
い
の
仕
事
場
で
何
を
具
体

的
に
す
る
か
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
、
井
上
君
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
多
数

派
の
新
聞
だ
つ
て
そ
れ
以
上
知
つ
て
い
な
い
」
と
考
え
る
「
私
」
は
や
み
く
も

に
中
央
部
へ
結
び
っ
一
」
う
と
す
る
井
上
君
の
頼
み
を
断
わ
っ
た
。

　
「
多
数
派
」
と
は
、
非
合
法
下
の
日
本
共
産
党
が
壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
一
九

三
四
・
五
年
頃
に
活
動
し
て
い
た
分
派
で
あ
る
。
中
野
の
転
向
は
一
九
三
四
年

だ
か
ら
、
こ
の
辺
り
は
ま
る
で
事
実
通
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
の
雑
談
中
に
、
鈴
木
君
が
罐
焚
き
だ
っ
た
と
わ
か
り
、
「
私
」
は
そ

の
体
験
を
書
け
と
勧
め
る
。
自
分
で
書
く
の
は
、
「
か
ら
し
き
駄
目
」
だ
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

う
鈴
木
君
は
、
逆
に
「
私
」
に
勧
め
始
め
る
。
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
に
は
そ
う

あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
辺
り
の
叙
述
が
事
実
通
り
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
に
明
ら

か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
時
と
場
所
と
が
移
さ
れ
て
い
る
。
元
罐
焚
き
、
加
藤
の
突
然
の
訪
問

は
、
一
九
三
七
年
で
な
く
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
執
筆
の
一
年
以
上
も
前
の
一

九
三
五
年
九
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
場
所
も
ま
た
、
「
私
」
の
住
む
東
京
と
は
違

い
、
福
井
県
坂
井
郡
高
椋
村
に
帰
省
中
の
中
野
を
加
藤
は
訪
問
し
た
の
だ
っ
た
。

加
藤
は
福
井
在
住
の
青
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
書
簡
に
は
、
訪
れ
た
加
藤
が
「
全
協
や
党
は
健
在
な
の
だ
ろ
う
か
？

大
分
弱
く
な
っ
て
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
全
国
的
連
絡
は
う
ま
く
行
っ
て
る
の
だ

ろ
う
か
？
」
と
、
尋
ね
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
中
野
の
答
え
は
、

「
自
分
で
、
ひ
と
に
頼
ら
ず
に
仕
事
を
築
き
上
げ
て
行
か
ね
ば
、
た
と
え
中
央

が
ど
う
で
あ
っ
て
も
は
か
ど
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
や
り
と
り
が
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
井
上
君
と
の
会
話
の
原
型
だ
っ

た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
鈴
木
君
の
モ
デ
ル
が
元
罐
焚
き
の
加
藤
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
井
上
君
の
モ
デ
ル
も
ま
た
、
加
藤
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
「
私
」

の
表
白
中
の
核
と
も
言
う
べ
き
、
「
あ
る
人
は
下
獄
す
る
の
に
私
を
思
い
出
し

て
く
れ
た
。
」
と
い
う
一
文
は
、
事
実
と
し
て
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

　
時
．
場
所
の
移
し
替
え
や
、
鈴
木
君
と
は
別
に
井
上
君
を
設
定
し
た
こ
と
は

無
論
、
加
藤
や
、
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
人
々
へ
の
配
慮
が
働
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
モ
デ
ル
ヘ
の
気
配
り
は
、
労
働
運
動
に
筆
が
及
ぶ
時
の
著
し
い
省
略

と
も
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
ら
の
事
実
離
れ
は
、
単
に
モ
デ
ル
ヘ
の
配
慮
と
い
う
だ
け
で
な

か
っ
た
。
事
実
離
れ
が
別
に
、
ま
だ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
井
上
君
に
っ
い
て
の
微
妙
な
事
実
離
れ
が
あ
る
。
実
際
に
加
藤
が
尋
ね

た
の
は
党
．
全
協
と
言
う
正
統
だ
っ
た
。
そ
れ
が
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
で
は

「
多
数
派
」
と
い
う
分
派
に
置
き
換
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
書
簡
に
は
な
い
「
刷

新
派
」
の
例
ま
で
中
野
は
出
す
の
で
あ
る
。
「
情
勢
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
る
に

し
ろ
、
別
組
織
を
つ
く
る
の
は
組
織
論
上
の
ま
ち
が
い
だ
。
」
と
「
私
」
に
言

わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
「
多
数
派
」
は
党
中
央
に
対
す
る
分
派
で
あ
っ
た
。
同

様
に
、
「
刷
新
派
」
も
ま
た
、
極
左
冒
険
主
義
に
陥
っ
た
指
導
部
に
対
抗
す
る

た
め
の
全
協
の
分
派
だ
っ
た
。
正
統
派
支
持
の
「
私
」
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
野
は
、
自
分
が
ど
こ
と
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
こ
こ

に
は
っ
き
り
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
統
派
支
持
を
こ
の
時
期
に

明
確
に
表
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
新
し
い
戦
い
の
始
ま
り
を
意
味

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
更
に
大
き
な
事
実
離
れ
が
、
冒
頭
場
面
に
あ
る
。
実
在
の
加
藤
は
「
渡
辺
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
の
グ
ル
ー
プ
に
接
し
て
短
歌
を
書
」
き
、
小
説
も
書
こ
う
と
い
う
青
年
だ
っ



た
。
加
藤
の
小
説
原
稿
を
中
野
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
で
書
く
の
は

「
か
ら
し
き
駄
目
」
だ
か
ら
、
「
私
」
に
書
け
と
勧
め
る
よ
う
な
こ
と
が
そ
の
時

に
事
実
あ
っ
た
と
は
、
到
底
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
離
れ
な
し
に
、
前
述
し
た
「
私
」
の
表
白
が
導
き
出
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
多
く
の
論
者
が
「
私
」
の
思
い
を
、
作
者
自
身
の
主
観
的
表
白

と
読
ん
だ
。
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
経
過
の
叙
述
は
、
事
実
離
れ
に
よ
っ
て
再
構

成
さ
れ
た
、
創
ら
れ
た
世
界
だ
っ
た
。
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
、

あ
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
観
的
表
白
も
ま
た
、
創
ら
れ
た
感
動
、
創
ら
れ
た
連

帯
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
事
実
、
加
藤
の
訪
問
を
知
ら
せ
る
当
時
の
書
簡
の
調
子
は
実
に
淡
々
と
し
て

い
て
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
高
ぶ
り
は
全
く
感
じ
と
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
昨
夜
福
井
の
人
が
一
人
た
ず
ね
て
来
た
。
も
と
汽
車
の
火
夫
。
ず
っ
と
前

に
『
戦
旗
』
の
支
局
を
や
っ
て
い
て
い
ま
名
古
屋
で
服
役
し
て
い
る
人
が
あ
る

が
、
そ
の
人
の
細
君
で
ハ
タ
オ
リ
エ
場
に
い
る
人
で
詩
を
書
い
て
い
る
人
が
あ

る
の
で
、
出
来
た
ら
、
こ
の
も
と
火
夫
の
人
と
い
っ
し
ょ
に
逢
い
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
」

　
し
か
も
、
そ
の
直
後
に
中
野
は
、
「
俺
は
、
タ
ネ
拾
い
の
方
は
、
か
ら
駄
目

だ
ね
。
し
か
し
お
の
ず
か
ら
種
子
拾
い
に
な
っ
て
は
い
る
が
。
」
と
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
加
藤
の
訪
問
は
、
連
帯
感
を
実
感
さ
せ
、
一
気
に
罐
焚
き
を
書

く
方
向
へ
駆
り
立
て
る
よ
う
な
決
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

　
杉
野
要
吉
の
前
掲
書
は
、
「
労
働
者
と
の
あ
い
だ
の
連
帯
感
の
回
復
と
い
う

こ
と
を
、
ま
ず
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
わ
が
も
の
と
し
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な

　
　
　
　
＠

ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
創
ら
れ
た
連
帯
感
の
追
体
験

を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
野
は
む
し
ろ
、
す
が
る
よ
う
に
し
て
こ
う

書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
転
向
に
よ
っ
て
一
度
潰
え
た
自
我
の
再
生
は
、

た
だ
一
筋
の
道
を
通
し
て
の
み
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
立
っ

て
い
た
地
点
へ
も
う
一
度
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
無
理
に
も
そ
こ
へ
と
自

己
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
生
き
方
と
文
学
を
一

直
線
に
繋
い
で
き
た
中
野
の
様
な
作
家
に
と
っ
て
、
そ
の
文
字
の
救
抜
も
ま
た
、

全
く
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
を
執
筆
し
た
頃
、
中
野
は
し
き
り
に
「
肉
感
性
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
た
。
そ
れ
は
「
対
象
の
実
在
性
と
、
そ
こ
に
出
て
い
る
作
者
自

身
の
思
想
と
に
か
か
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
（
「
創
り
手
と
受
け
手
と
の

関
係
」
一

　
こ
こ
で
言
う
「
思
想
」
が
、
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
転
向
以
前
の
そ
れ
と

連
続
す
る
特
定
な
も
の
を
指
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
か
つ
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
雑
感
」
（
３
５
年
３
月
）
に
中
野
は
書
い
て
い

た
。

　
「
作
品
に
肉
づ
け
ら
れ
る
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に

表
現
さ
れ
る
題
材
の
杜
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
よ
る
と
同
時
に
、
こ
の
杜
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
た
い
す
る
作
者
の
働
き
か
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
も
よ
る
。
」

　
中
野
に
と
っ
て
、
自
己
の
再
生
を
図
る
道
と
、
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

「
肉
づ
け
る
」
方
法
と
は
一
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
は
、
自
己
の
生
き
方
と
文
学
と
を
新
た
な
戦
い
の
戦
列

に
立
た
せ
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
。
「
私
」
の
表
白
の
切
迫
し
た
息
遣
い
は
、

そ
の
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

４

　
「
私
」
の
設
定
に
は
、
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
理
由
も
あ
っ
た
。

　
罐
焚
き
の
世
界
が
全
く
知
ら
な
い
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
野
自
身
が
繰

り
返
し
書
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
単
行
本
前
書
き
に
言
う
。

　
「
こ
れ
は
、
私
が
一
人
で
書
い
た
も
の
と
は
い
え
ぬ
よ
う
な
も
の
で
も
あ

る
。
」

　
実
際
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
は
加
藤
の
存
在
な
し
に
は
成
立
し
得
な
か
っ
た

作
品
だ
っ
た
。

　
戦
後
の
選
集
「
は
し
が
き
」
に
は
、
一
」
う
も
書
い
て
い
る
。

　
「
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
は
わ
た
し
と
し
て
は
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
相
当
出

来
あ
が
っ
た
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
友
人
が
あ
っ
て
書
け
た
。
」

　
「
相
当
出
来
あ
が
っ
た
材
料
」
と
言
う
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
加
藤
の
小
説

原
稿
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

　
平
野
謙
は
前
掲
「
解
説
」
に
、
国
鉄
労
働
者
の
実
状
を
「
再
確
認
す
る
と
こ

ろ
か
ら
出
発
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
作
者
の
、
二
枚
一
枚
め

く
っ
て
ゆ
く
と
き
の
一
種
新
鮮
な
お
ど
ろ
き
」
が
聞
き
形
式
を
生
ん
だ
と
し
て

い
る
。
確
か
に
、
鈴
木
君
か
ら
の
聞
き
書
き
部
分
に
は
そ
う
し
た
張
り
を
感
じ

さ
せ
る
力
が
あ
る
。
や
や
説
明
的
な
叙
述
ま
で
も
が
、
読
者
を
引
き
込
む
力
を

持
っ
の
は
、
見
聞
き
し
て
い
る
「
私
」
の
気
分
の
高
揚
に
そ
れ
が
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
前
述
し
た
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
成
立
事
情
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
事

実
に
即
し
た
「
お
ど
ろ
き
」
の
表
現
で
は
な
く
、
長
い
期
間
に
加
藤
を
通
し
て

見
聞
き
し
た
も
の
が
整
理
さ
れ
、
確
か
め
ら
れ
な
が
ら
追
体
験
さ
れ
て
い
っ
た

時
の
緊
張
と
高
揚
だ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。

　
聞
き
書
き
形
式
は
、
全
く
知
ら
な
い
世
界
を
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
わ
な
い

よ
う
に
し
て
描
く
た
め
の
方
法
で
も
あ
っ
た
。
先
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
雑
感
」
の

「
働
き
か
け
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
」
を
、
こ
こ
で
も
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、
客
観
描
写
に
は
到
底
盛
り
込
め
な
い
膨
大
な
情
報
を
書
き
入
れ
る

こ
と
も
可
能
な
方
法
で
あ
っ
た
。
機
関
車
の
構
造
、
乗
務
員
の
昇
進
制
度
、
偽

慢
的
な
共
済
組
合
、
官
製
現
業
委
員
会
の
実
態
等
々
、
中
野
は
実
に
様
々
な
事

柄
を
聞
き
書
き
と
し
て
書
き
込
ん
で
い
る
。

　
聞
き
書
き
形
式
は
、
ま
た
、
作
者
の
主
張
が
直
接
に
提
示
で
き
る
形
式
で
も

あ
っ
た
。



　
六
節
の
客
観
描
写
に
は
、
「
ひ
つ
こ
ん
だ
眼
は
す
つ
か
り
落
ち
こ
ん
で
」
「
頬

は
こ
そ
げ
た
よ
う
に
こ
け
て
」
や
っ
と
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
罐
焚
き
の
過
酷

な
労
働
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
労
働
に
は
、
「
水
た
ま
り
が
き
ら
り
と
光
」

る
の
を
見
な
が
ら
「
気
持
ち
い
い
振
動
」
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
快
感
な
ど
、
特
有

の
喜
び
も
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ら
を
混
然
と
描
く
客
観
描
写
に
先
立
っ
て
、
中
野
は
予
め
、
鈴
木
君
の

言
葉
と
し
て
、
次
の
様
に
書
き
つ
け
て
お
く
の
で
あ
る
。

　
「
煤
煙
、
緊
張
　
　
緊
張
し
な
い
と
命
が
危
な
い
で
す
か
ら
。
　
　
振
動
、

騒
音
、
苦
熱
、
睡
眠
不
足
」
。
そ
の
結
果
、
鉄
道
は
死
亡
年
齢
が
一
般
よ
り
も

ず
っ
と
早
い
。

　
こ
こ
で
概
括
さ
れ
た
苦
痛
の
全
て
が
、
客
観
描
写
で
肉
感
的
に
描
き
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
予
備
の
鈴
木
君
は
寝
入
っ
た
と
こ
ろ
で
起
こ
さ
れ
、
明
早
朝
の
乗
務
を
命
じ

ら
れ
る
。
出
勤
ま
で
に
あ
と
四
時
間
し
か
な
い
。
「
睡
眠
不
足
」
を
お
か
し
て

鈴
木
君
は
乗
務
す
る
。
雪
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
鈴
木
君
は
「
全
身
汗
ぐ
っ
し

ょ
り
に
な
」
っ
て
罐
を
焚
く
。
「
火
の
粉
が
は
じ
け
な
が
ら
飛
ん
で
く
る
」
「
苦

熱
」
の
中
で
。
ト
ン
ネ
ル
に
入
れ
ば
、
「
も
の
す
ご
く
反
響
す
る
ド
ラ
フ
ト
の

騒
音
」
に
悩
ま
さ
れ
る
。
「
煙
突
の
上
の
口
へ
顔
を
突
っ
こ
ん
で
い
る
よ
う
な

苦
し
い
幾
秒
」
か
が
続
く
「
煤
煙
」
と
の
戦
い
。
無
我
夢
中
で
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
空
転
時
の
「
緊
張
」
。
そ
し
て
、
薬
罐
が
こ
ろ
げ
落
ち
、
「
胃
や
腸

　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

が
腹
の
な
か
で
い
っ
し
ょ
く
た
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ

ど
」
の
「
振
動
」
　
　
。

　
作
者
は
、
労
働
の
苦
し
さ
・
つ
ら
さ
を
確
実
に
伝
え
る
た
め
に
、
予
め
聞
き

書
き
形
式
で
そ
れ
ら
を
概
括
し
、
予
告
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

　
伏
せ
シ
ョ
ベ
ル
・
模
型
投
炭
競
技
に
つ
い
て
、
先
に
鈴
木
君
の
言
葉
と
し
て

説
明
し
て
お
い
た
作
者
は
、
疲
労
し
て
帰
っ
た
鈴
木
君
を
そ
の
ま
ま
、
模
型
投

炭
競
技
会
に
直
行
さ
せ
る
。

　
「
フ
ァ
イ
ヤ
ホ
ー
ル
ヘ
投
げ
こ
ん
だ
瞬
問
、
シ
ョ
ベ
ル
を
く
る
り
と
伏
せ
る
」

と
鈴
木
君
が
説
明
す
る
伏
せ
シ
ョ
ベ
ル
は
、
実
際
に
も
「
苦
し
い
」
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
六
年
後
、
一
九
四
三
年
に
な
っ
て
も
、

ま
だ
次
の
よ
う
な
報
告
が
国
鉄
内
部
で
な
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。

　
「
こ
の
方
法
は
石
炭
の
火
床
へ
の
撒
布
も
よ
く
、
且
つ
粉
炭
の
飛
散
も
少
な

く
な
り
ま
し
て
成
績
は
非
常
に
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
投
炭
の
都
度
手
首
を

捻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
機
関
助
士
に
は
相
当
の
苦
痛
で
あ
り
ま
し
て
思
う
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

に
実
績
は
挙
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」

　
乗
務
の
後
、
鈴
木
君
ら
は
石
炭
超
過
の
理
由
書
を
書
か
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
も
、
こ
れ
も
、
鈴
木
君
が
言
う
よ
う
に
「
効
率
は
あ
げ
て
焚
く
量
は
減
ら
そ

う
」
と
い
う
一
連
の
動
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
「
大
戦
終
了
に
伴
う
事
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
平
静
化
に
よ
っ
て
、
（
石
炭
の
）
購
入
単
価
は
半
減
」
し
て
い
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
執
働
に
追
求
さ
れ
た
の
は
、
不
況
と
戦
争
が
あ
っ
た
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
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『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
野
は
そ
の
こ
と
を
正
確
に
見
抜
き
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』

に
書
き
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
山
場
の
模
型
投
炭
競
技
会
で
の
、
鈴
木
君

の
失
敗
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
「
シ
ョ
ベ
ル
を
落
と
し
た
な
！
　
失
格
だ
ツ
！
」

　
「
シ
ョ
ベ
ル
を
落
し
た
場
合
は
、
実
際
の
乗
務
で
シ
ョ
ベ
ル
を
火
の
な
か
へ

取
ら
れ
た
の
と
同
じ
意
味
で
失
格
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
兵
隊
が
銃
を

投
げ
出
し
た
の
と
同
じ
だ
っ
た
。
」

　
シ
ョ
ベ
ル
を
火
室
内
に
落
と
し
た
ら
、
本
当
に
失
格
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
に
は
、
「
投
炭
練
習
の
基
準
は
鉄
道
局
に
よ
っ
て
多

　
　
　
　
　
　
　
　

少
の
相
違
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
東
京
の
あ
る
機
関
士
Ｏ
Ｂ
は
、
次
の
よ
う

に
回
想
し
て
い
る
。

　
「
足
元
に
石
炭
を
こ
ぼ
す
と
十
グ
ラ
ム
で
○
・
一
点
の
減
点
、
時
間
が
遅
れ

る
と
一
秒
ご
と
に
○
・
五
点
の
減
点
、
火
室
内
に
シ
ョ
ベ
ル
を
投
げ
こ
ん
だ
ら
、

こ
れ
は
も
う
機
関
助
士
見
習
と
し
て
は
致
命
的
で
一
回
で
五
十
点
も
減
点
さ
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
他
、
火
室
内
を
特
に
の
ぞ
け
ば
十
点
の
減
点
だ
し
、
シ
ョ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ル
を
落
と
せ
ば
十
点
減
点
さ
れ
る
」
。

　
火
室
内
に
シ
ョ
ベ
ル
を
投
げ
こ
む
こ
と
は
、
致
命
的
で
は
あ
っ
た
が
、
失
格

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
京
都
の
競
技
会
規
則
で
も
、
シ
ョ
ベ
ル
を
落
と
し

た
時
は
す
ぐ
に
拾
い
上
げ
て
競
技
を
続
行
す
る
こ
と
と
あ
っ
て
、
失
格
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
模
型
競
技
の
得
点
表
の
採
点
項
目
は
、
「
火
床
・
時
問
・
焚
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

げ
・
撒
乱
炭
の
量
」
の
四
つ
に
、
「
動
作
」
の
五
つ
で
あ
る
。
そ
の
「
動
作
」

の
中
の
一
項
目
と
し
て
「
シ
ョ
ベ
ル
を
火
床
内
に
投
入
の
時
」
が
あ
る
。
「
伏

せ
シ
ョ
ベ
ル
を
使
は
な
い
時
」
「
シ
ョ
ベ
ル
の
刃
先
を
突
当
て
た
時
」
「
シ
ョ
ベ

ル
を
落
と
し
た
時
」
「
火
室
内
を
特
に
覗
い
た
時
」
「
服
装
姿
勢
が
特
に
悪
い

時
」
「
不
適
当
な
行
動
を
し
た
時
」
「
其
の
他
」
が
、
「
動
作
」
の
全
項
目
で
あ

る
。　

こ
の
断
ち
切
る
よ
う
な
幕
切
れ
の
部
分
は
、
「
兵
隊
が
銃
を
投
げ
だ
し
た
の

と
同
じ
だ
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
を
書
き
込
む
た
め
の
事
実
離
れ
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
こ
こ
に
失
敗
す
る
鈴
木
君
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
野
は
戦
争
を
正
確
に
撃
ち
抜
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
無
論
、
「
戦
争
」
は
こ
こ
に
初
め
て
出
て
来
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
聞
き
書
き
部
分
で
機
関
車
の
プ
レ
ー
ト
が
、
Ｃ
や
Ｄ
，
Ｅ
Ｄ
等
に
変
更
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
作
者
は
鈴
木
君
に
「
機
関
車
の
総
数
が
わ
か
る
と
い
け
な

い
ん
で
、
そ
う
い
う
軍
事
的
な
意
味
も
あ
る
ん
だ
な
ん
て
い
う
人
が
い
ま
す
」

な
ど
と
言
わ
せ
て
い
る
。
一
九
二
八
年
の
車
両
称
号
規
程
の
改
正
は
そ
う
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
中
野
は
こ
こ
で
、
戦
争
の
影
を
感
じ
と
ら
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
兵
隊
が
乗
っ
て
稽
古
し
て
い
る
」
鉄
道
連
隊
に

っ
い
て
鈴
木
君
に
語
ら
せ
た
挙
げ
句
に
、
先
の
「
兵
隊
が
銃
を
投
げ
だ
し
た
の

と
同
じ
だ
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
は
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
鈴
木
君
の
言
葉
を
書
き
込
み
、
鈴
木
君
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
汽



車
の
罐
焚
き
』
は
、
知
ら
な
か
っ
た
労
働
者
の
実
状
を
描
き
、
一
方
で
戦
争
を

正
確
に
撃
ち
抜
こ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
十
五
年
戦
争
は
長
く
続
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
発

表
の
直
後
に
は
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が

壊
滅
し
、
明
日
に
も
日
中
戦
争
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
時
期
に
、
『
汽
車
の
罐
焚

き
』
は
、
時
代
の
刻
印
を
刻
み
込
み
な
が
ら
、
時
代
を
越
え
、
時
代
を
先
取
り

す
る
文
学
と
し
て
書
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
度
戦
い
に
破
れ
た
者
が
挑
ん
だ
孤

独
な
戦
い
の
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
聞
き
書

き
形
式
と
事
実
離
れ
の
方
法
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
聞
き
書
き
形
式
は
一
度
限
り
の
も
の
で
も

あ
っ
た
。
既
に
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
の
中
に
も
、
無
理
が
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
・
六
節
の
客
観
描
写
は
、
「
鈴
木
君
の
話
は
大
体
こ
う
だ
っ
た
。
」
「
だ
い
た

い
次
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
。
」
と
い
う
枠
に
は
ま
り
き
れ
な
い
部
分
を
含
ん
で
い

る
。
と
り
わ
け
、
六
節
に
な
る
と
矛
盾
は
拡
が
り
、
鈴
木
君
が
乗
務
中
で
そ
こ

に
は
い
な
い
は
ず
の
模
型
投
炭
競
技
会
の
様
子
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
年
の
暮
れ
、
「
自
分
の
こ
と
と
一
般
の
こ
と
」
に
、
中
野
は
書
い
た
。

　
「
『
罐
焚
き
』
を
書
い
た
こ
と
は
、
今
後
の
客
観
的
な
作
品
　
　
こ
の
言
葉
は

粗
雑
だ
が
　
　
を
書
き
た
い
と
い
う
決
心
の
よ
う
な
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ

た
。
」

　
　
　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

　
中
野
が
最
も
多
く
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
時
期
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
後
に
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
を
単
行
本
に
収
録
す

る
時
、
中
野
は
当
時
を
回
想
し
て
書
い
て
い
る
。

　
「
そ
の
と
き
は
そ
の
と
き
で
、
こ
の
物
語
を
も
含
め
た
一
つ
の
大
き
な
物
語

を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
汽
車
の
っ
ぎ
に
は
私
は
船
を
書
く
っ
も
り
で
い

た
。
」

　
こ
の
「
ド
ッ
ク
」
は
、
客
観
的
な
小
説
と
し
て
書
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
発
表
の
半
年
後
に
は
、
内
務
省
警
保
局
に
よ
る
執

筆
禁
止
の
処
置
が
下
さ
れ
る
。
長
い
沈
黙
の
時
が
、
中
野
を
訪
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

注
　
中
野
重
治
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
新
版
『
中
野
重
治
全
集
』
一
筑
摩
書
房
一

に
拠
っ
た
。
雑
誌
稿
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
と
全
集
本
と
の
問
に
本
質
的
な
異
同
は
見
ら

れ
な
い
。
ま
た
、
書
簡
か
ら
の
引
用
は
全
て
、
『
愛
し
き
者
へ
　
下
』
一
中
央
公
論
杜
）

に
拠
っ
た
。

¢　　＠＠＠
旧
版
『
中
野
重
治
全
集
』
（
筑
摩
書
房
一
別
巻
所
収
、

旧
版
『
中
野
重
治
全
集
』
第
四
巻
解
説
。

『
中
野
重
治
論
　
作
家
と
作
晶
』
一
桜
楓
杜
）
所
収
。

『
中
野
重
治
の
研
究
』
（
笠
問
書
房
一
所
収
。

『
中
野
重
治
全
集
』
第
二
巻
後
記
、
五
〇
六
頁
。

注
＠
に
同
じ
、
四
六
三
頁
。

二
二
〇
頁
。

一
四
九



¢＠　＠ 　
　
　
『
汽
車
の
罐
焚
き
』
論
ノ
ー
ト

　
今
村
一
郎
「
我
国
蒸
気
機
関
車
発
達
の
歴
史
』
（
日
本
鉄
道
運
転
協
会
）
、

頁
。　

『
日
本
陸
運
二
十
年
史
』
（
日
本
国
有
鉄
道
）
、
四
七
六
頁
。

　
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
（
日
本
国
有
鉄
道
）
、
八
巻
、
五
六
八
頁
。

　
向
坂
唯
雄
『
機
関
車
に
想
か
れ
た
四
十
年
』
（
草
思
社
）
、
六
四
頁
。

二
二
八

五
〇
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