
　
紹
　
　
　
介

　
　
　
　
　
　
ブ
レ
イ
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
航
海
」

　
　
　
　
　
　
　
B
r
a
y
｡

J
.
F
.
｡

A
v
o
y
a
g
e

f
r
o
m

U
t
o
p
i
a
｡

e
d
i
t
e
d

w
i
t
h

a
n

i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n

　
　
　
　
　
　
　
b
y

M
.
F
.

L
l
o
y
d
l
t
Z
n
y
a
a
ﾞ
r
o
β
a
o
?
}
c
S
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
　
野
　
　
　
　
格

　
一
九
五
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
一
冊
の
奇
妙
な
書
物
が
出
版
さ
れ
た
。
カ
バ
ー
に
は
、
鋭
い
く
ち
ば
し
と
蹴
爪
を
も
ち
蛇
の
躰
を
し

た
雄
雛
が
描
か
れ
て
お
り
、
本
文
の
見
出
し
に
は
’
　
　
　
Y
A
R
B
F
J
な
る
え
た
い
の
知
れ
ぬ
著
者
名
と
一
八
四
二
年
と
い
う
出
版
年
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
こ
そ
、
一
九
三
七
年
に
M
i
s
s

A
g
n
e
s

I
n
g
l
i
s
が
草
稿
を
発
見
し
、
以
後
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
公

刊
を
待
ち
わ
び
て
い
た
Ｊ
・
Ｆ
・
ブ
レ
イ
の
「
ュ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
航
海
」
で
あ
っ
た
。

　
　
旧
　
本
文
の
見
出
し
は
次
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
y
v
o
y
a
g
e

t
r
o
m

U
t
o
p
i
a
t
o

s
e
v
e
r
a
l
u
n
k
n
o
w
n

r
e
g
i
o
n
s
o
f

t
h
e

w
o
r
l
d
｡

b
y

　
　
　
Y
a
r
b
f
i
｡

t
r
a
n
s
l
a
t
e
df
r
o
m

t
h
e

A
m
e
r
i
c
a
n
｡

L
e
e
d
s
｡

1
8
4
2
｡

　
　
　
プ
レ
イ
、
「
ュ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
航
海
」
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s
e
v
e
r
a
l

u
n
k
n
o
w
n
r
e
g
i
o
n
sと
は
後
に
記
す
如
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
を
指
す
。
書
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
内

　
　
　
　
容
は
い
わ
ゆ
る
。
Ｉ
ト
ピ
ア
物
語
の
逆
を
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
照
応
し
て
、
筆
者
名
も
逆
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
ブ
レ
イ
は
初
期
英
国
社
会
主
義
の
中
で
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
の
位
置
に
立
つ
社
会
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
、
一
八
〇
九
年
に
七
人
兄

弟
の
長
男
と
し
て
ボ
ス
ト
ン
で
生
れ
た
。
父
は
り
ｌ
ズ
か
ら
移
住
し
て
き
た
歌
手
、
母
は
ア
メ
リ
カ
人
の
踊
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。

彼
は
一
八
二
二
年
に
渡
英
し
、
印
刷
職
人
と
し
て
各
地
を
旅
行
し
な
が
ら
次
第
に
社
会
問
題
に
目
を
開
い
て
ゆ
き
、
三
十
年
代
に
は
、

主
に
L
e
e
d
s
W
o
r
k
i
n
g

M
e
n
'
s
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
の
設
立
者
お
よ
び
理
論
的
指
導
者
と
し
て
活
動
し
た
。
彼
の
主
著
「
労
働
の
受
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
不
法
行
為
と
労
働
の
救
済
策
」
は
、
こ
の
協
会
の
た
め
に
行
っ
た
三
回
の
講
義
T
r
W
o
r
k
i
n
g
c
F
s
-
t
h
e
i
r

t
r
u
e
w
３
凛

～
d
t
n
e
i
r

t
r
u
er
e
m
e
d
y
｡
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ブ
レ
イ
の
こ
の
書
物
は
表
現
の
非
常
に
改
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

さ
れ
た
「
オ
ウ
エ
ン
主
義
・
プ
ラ
ス
・
ホ
ジ
ス
キ
ン
」
で
あ
り
、
「
反
資
本
主
義
経
済
学
と
オ
ウ
エ
ン
主
義
協
同
社
会
の
学
説
の
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

ム
ス
ン
に
よ
る
綜
合
を
一
層
発
展
さ
せ
た
」
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ル
の
か
か
る
評
価
は
、
「
リ
カ
ー
ド
派
社
会
主
義
」
に
お
け
る
ブ

レ
イ
の
位
置
を
正
し
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
ブ
レ
イ
は
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
、
ト
ム
ス
ン
ら
と
同
じ
く
労
働
と
資

本
の
間
の
不
等
価
交
換
を
批
判
し
、
ト
ム
ス
ン
と
同
じ
く
現
存
の
社
会
を
不
等
価
交
換
に
基
ず
く
階
級
支
配
の
社
会
と
把
え
、
政
府

・
議
会
・
法
律
が
こ
の
支
配
を
維
持
す
る
た
め
の
諸
制
度
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
未
来
像
は
オ
ウ
エ
ン
の
協

同
組
合
社
会
ｌ
正
し
く
は
ト
ム
ス
ン
的
な
そ
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
Ｉ
と
同
じ
発
想
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
産
力
の
現

状
の
把
え
方
は
ト
ム
ス
ン
は
も
と
よ
り
オ
ウ
エ
ン
よ
り
も
鋭
く
、
し
か
も
、
変
革
の
主
体
を
労
働
者
階
級
と
把
え
る
そ
の
仕
方
も
、

（
そ
う
把
え
る
こ
と
自
体
が
、
オ
ウ
エ
ン
を
超
え
て
い
る
の
は
勿
論
）
、
啓
蒙
宣
伝
に
過
大
な
期
待
を
よ
せ
る
ト
ム
ス
ン
と
は
質
を
異

に
し
て
い
る
。
嘗
て
な
い
程
の
富
の
生
産
が
約
束
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
収
奪
に
よ
る
困
窮
が
限
度
に
達
し
て
い
る
と
い
う
状
況
、
社
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会
構
成
員
全
員
が
」
日
四
乃
至
五
時
間
も
働
け
ば
十
分
豊
か
な
生
活
が
送
れ
る
程
に
生
産
力
が
高
ま
り
な
が
ら
、
労
働
者
階
級
の
み

が
十
二
時
間
も
の
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
、
こ
れ
が
、
い
わ
ば
階
級
の
自
覚
を
促
し
、
社
会
革
命
を
必
然
な
ら
し
め

る
、
と
ブ
レ
イ
は
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
ウ
エ
ン
的
社
会
が
そ
の
先
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
か
る
ブ
レ
イ

の
主
張
も
、
ま
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
的
な
あ
る
い
は
「
リ
カ
ー
ド
派
社
会
主
義
」
的
な
文
脈
で
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て

は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
レ
イ
が
、
初
期
英
国
社
会
主
義
の
枠
の
中
で
可
能
な
極
限
に
ま
で

社
会
主
義
思
想
を
高
め
た
存
在
と
し
て
把
え
う
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
半
ア
メ
リ
カ
九
」
で
あ
り
、
初
期
英
国
社
会
主
義
者
の
中
で

は
例
外
的
な
労
働
者
出
身
の
思
想
家
で
あ
り
、
三
十
年
代
に
英
国
で
活
動
し
た
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
初
期
社
会
主
義
に

多
く
見
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
期
待
、
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
、
ホ
ジ
ス
キ
ン
ら
の
武
器
な
き
無
政
府
主
義
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
レ
ー
ス
ら
の

改
良
主
義
、
オ
ウ
エ
ン
、
ト
ム
ス
ン
ら
の
協
同
組
合
社
会
主
義
な
ど
の
歴
史
的
諸
経
験
を
批
判
的
に
克
服
し
て
社
会
主
義
の
理
論
と

運
動
を
新
し
い
次
元
に
高
め
る
可
能
性
を
彼
が
秘
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
遺
産
を
継
承
し
、
批
判
し
、
進
歩
さ
せ
る

点
で
彼
は
か
な
り
わ
れ
わ
れ
の
期
待
に
応
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
飛
躍
さ
せ
、
次
元
を
高
め
る
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
「
オ
ウ

エ
ン
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
の
反
資
本
主
義
経
済
学
説
を
最
も
よ
く
綜
合
」
し
た
社
会
主
義
者
、
初
期
英
国
社
会
主
義
の
ミ
ネ
ル
ヴ
″
の

梟
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
ｇ
　
　
　
B
r
a
y
｡

J
.
F
y
L
a
b
o
u
r
'
s

w
r
o
n
e
s

a
n
d

l
a
b
o
u
r
'
s

r
e
m
e
d
y

;

o
r

t
h
e

a
c
e

o
f

m
i
g
h
t

a
n
d
t
h
e

a
g
e

o
f

r
i
g
h
t
｡

L
e
e
d
s
｡

　
　
　
　
1
8
3
9
｡
こ
れ
は
Ｌ
・
ｓ
・
Ｅ
の
｝
″
召
「
Ｆ
’
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
書
名
中
の
L
a
b
o
u
r
な
る
語
は
L
a
b
o
u
r
i
品
ｃ
Ｆ
ｓ
（
又
は

　
　
　
　
W
o
r
k
i
n
g
c
一
ａ
乙
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
書
名
の
意
味
を
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
は
、
「
労
働
者
階
級
力
う
げ
て
い
る
不
法
行
為
と
労

　
　
　
　
働
者
階
級
の
救
済
策
、
又
は
、
力
の
時
代
と
正
義
の
時
代
」
と
で
も
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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Ｇ
＾
i
S
S

C
o
l
e
｡

G
.
D
.
H
.
｡

S
o
c
i
a
l
i
s
t

t
h
o
u
g
h
t

;

t
h
e

f
o
r
e
r
u
n
n
e
r
s

1
7
8
9
-
1
8
5
0
｡

L
o
n
d
o
n
｡

1
9
5
5
｡

P
.

1
3
3
｡
1
1
8
｡
1
3
2
.

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
古
典
的
な
位
置
に
あ
る
彼
の
主
著
も
経
済
的
に
は
著
者
の
救
済
に
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
苦
難
を
増
し
た
だ
け

で
あ
っ
た
。
主
張
は
大
体
の
と
こ
ろ
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
中
に
は
、
空
想
的
で
実
行
不
可
能
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
批
判
に
答
え
て
ゝ
（
先
の
主
著
の
内
容
の
正
し
さ
を
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
具
体
的
な
社
会
批
判
に
よ
っ
て

立
証
せ
ん
と
し
た
の
が
こ
こ
に
取
上
げ
た
「
ュ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
航
海
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
難
破
し
た
ュ
Ｉ
ト
ピ
ア
人
が
救
わ
れ

て
B
r
y
d
o
n
e
の
首
都
L
o
n
d
o

。

に
行
き
、
更
に
A
m
r
i
c
o
｡

F
r
a
n
c
o
｡
な
る
国
々
に
も
旅
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
不
正
、
野

蛮
、
無
智
を
克
明
に
記
録
ナ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
ｉ
：
；
　
　
　
B
r
a
y
｡
J
.
F
.
｡

V
o
y
a
g
e
｡

p
.
3
5
.
「
一
八
七
三
年
二
月
―
こ
れ
は
一
八
四
〇
年
と
一
八
四
一
年
の
間
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
書
か
れ
た
ｌ
一

　
　
　
　
八
四
二
年
の
始
め
に
私
は
そ
こ
を
去
っ
た
の
で
。
今
は
ミ
シ
ガ
ン
に
い
る
！
　
一
八
七
三
年
。
批
評
家
共
が
私
を
U
t
o
p
i
a
n
だ
と
考
え

　
　
　
　
た
の
で
、
私
は
U
t
o
p
i
a
の
外
に
は
一
体
何
が
あ
る
か
を
示
す
た
め
に
こ
れ
を
書
い
た
の
だ
。
」

　
　
　
　
プ
レ
イ
（
一
八
九
七
年
没
）
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
付
さ
れ
た
ロ
イ
ド
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
序
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
三

　
　
　
　
田
学
会
雑
誌
5
5
巻
１
号
～
４
号
に
遊
部
久
蔵
氏
が
プ
レ
イ
の
発
見
史
、
同
著
述
及
び
研
究
文
献
目
録
、
評
伝
を
よ
せ
て
お
ら
れ
る
。

　
本
書
は
「
ュ
ー
ト
ピ
ア
語
」
か
ら
英
語
へ
の
飜
訳
者
Ｊ
・
Ｆ
・
ブ
レ
イ
の
序
文
と
十
章
か
ら
な
る
本
文
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

各
章
に
は
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
大
体
、
次
の
如
き
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
ｇ
乱
ｏ
の
印
象
、
ｙ
ロ
孔
ｏ
人
社
会
の
奇
妙
な
階
級
構
成
、
政
府
・
議
会
の
役
割
。

　
第
二
章
A
r
i
s
t
o
c
s
（
貴
族
階
最
）
ｃ
ｏ
ヨ
∃
ｓ
（
労
働
貧
民
）
の
生
活
と
？
ｙ
（
警
官
）
の
役
割
、
宗
教
。
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第
三
章
　
宗
教
の
教
義
（
迷
信
）
と
そ
れ
か
ら
の
解
放
の
動
き
。

　
第
四
章
　
諸
階
級
の
発
生
原
因
と
現
状
、
支
配
・
寄
生
階
級
の
相
互
の
役
割
、
戦
争
論
。

　
第
五
章
　
法
・
裁
判
の
性
質
と
S
h
a
r
k
o
s
　
（
裁
判
官
、
弁
護
士
）
の
役
割
、
政
治
犯
の
法
廷
で
の
名
演
説
、
体
制
維
持
と
植
民
地

　
　
　
　
　
獲
得
の
た
め
の
P
e
s
t
o
s
（
牧
師
）
の
役
割
、
E
r
i
n
o
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
問
題
。

　
第
六
章
　
婦
人
問
題
、
出
版
物
と
階
級
支
配
お
よ
び
解
放
運
動
の
関
係
、
社
会
革
命
の
予
測
。

　
第
七
章
　
社
会
生
活
・
風
俗
・
習
慣
、
治
安
当
局
お
よ
び
政
府
の
役
割
。

　
第
八
章
　
A
m
r
i
c
o
の
社
会
問
題
、
黒
人
問
題
。

　
第
九
章

F
r
a
n
c
o
　
の
社
会
問
題
、
大
革
命
の
成
果
と
欠
陥
、
三
国
の
印
象
の
総
括
、
機
械
の
発
達
と
そ
の
影
響
。

　
第
十
章
　
三
国
の
歴
史
の
教
訓
　
社
会
革
命
へ
の
展
望
。

　
以
下
、
ブ
レ
イ
の
叙
述
を
、
一
、
市
民
生
活
の
貧
困
、
二
、
階
級
構
成
、
三
、
階
級
支
配
の
実
態
、
に
分
け
て
要
約
す
る
。

　
一
、
市
民
生
活
の
貧
困
。
ュ
ー
ト
ピ
ア
人
は
、
ま
ず
、
千
七
百
万
人
が
ひ
し
め
く
小
さ
な
島
国
叩
y
d
o
§
の
港
に
着
く
。
こ
の

国
に
は
ｙ
ﾛ
吼
o
人
が
住
ん
で
い
る
。
港
で
彼
は
ま
ず
そ
の
混
乱
ぶ
り
に
驚
く
。
船
員
た
ち
は
全
く
身
勝
手
で
、
故
意
に
他
の
船
の

妨
害
を
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
は
し
け
に
乗
る
と
税
関
の
役
人
が
荷
物
の
検
査
を
す
る
。
外
国
か
ら
有
害
な
品
物
が
送
り
込

ま
れ
る
の
を
防
ぐ
の
か
と
思
う
と
、
実
は
こ
れ
が
専
ら
密
輸
取
締
り
で
あ
っ
て
、
関
税
を
払
っ
て
い
る
物
品
な
ら
、
タ
バ
コ
、
火
酒
な

ど
と
い
う
有
害
こ
の
上
な
い
代
物
で
も
無
制
限
に
通
し
て
し
ま
う
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
物
品
に
は
重
い
輸
入
税
が
課
さ
れ
て
お

り
、
政
府
は
こ
れ
で
巨
額
の
国
庫
収
入
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
g
o
d
o
は
、
百
万
を
超
す
そ
の
住
民
が
世
界
最
大
を
誇
る
こ
の

国
の
首
都
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
大
小
様
々
の
家
屋
が
密
集
し
、
朝
か
ら
晩
ま
で
騒
音
が
渦
巻
い
て
い
る
。
道
路
は
狭
く
曲
り
く
ね
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り
、
降
れ
ば
ど
ろ
沼
晴
れ
れ
ば
ほ
こ
り
に
悩
ま
さ
れ
る
。
町
に
は
花
も
小
鳥
も
甘
い
微
風
も
な
く
、
貧
民
街
で
は
路
上
い
た
る
と
こ

ろ
に
汚
わ
い
の
山
と
汚
水
の
た
ま
り
が
出
来
て
い
て
、
そ
の
毒
ガ
ス
で
住
民
は
病
気
に
な
る
程
で
あ
る
。
車
馬
の
交
通
は
は
げ
し

く
、
老
人
子
供
の
歩
行
は
危
険
き
わ
ま
り
な
く
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
は
大
変
な
数
に
達
し
て
い
る
。
住
居
条
件
は
甚
だ
不
平

等
で
、
大
邸
宅
が
あ
る
反
面
、
大
多
数
は
小
さ
な
家
に
住
み
、
し
か
も
家
賃
な
る
も
の
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
獣
の
巣
に
似
た

穴
蔵
に
住
む
者
も
多
く
、
ま
た
、
ア
パ
ー
ト
で
部
屋
借
り
し
て
い
る
者
も
多
い
が
、
お
互
い
は
全
く
他
人
で
、
ま
る
で
数
マ
イ
ル
も

離
れ
て
住
ん
で
い
る
か
の
如
く
疎
遠
で
あ
る
。
目
貫
き
通
り
に
は
商
店
が
軒
を
つ
ら
ね
て
お
り
、
様
々
な
商
品
を
陳
列
し
て
い
る

が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
商
品
は
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
人
々
の
手
に
殆
ん
ど
入
ら
な
い
。
そ
れ
は
貨
幣
と
引
換
え
で
な
け
れ

ば
入
手
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
必
要
と
し
て
い
る
連
仲
の
大
部
分
は
貨
幣
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
街
中
い
た
る
と
こ
ろ
に

ボ
ロ
を
ま
と
い
飢
え
た
人
々
が
や
た
ら
と
い
る
が
、
誰
も
そ
れ
を
変
だ
と
思
わ
ず
、
そ
の
原
因
を
知
っ
て
も
い
な
い
。
罪
は
当
人
に

あ
る
、
と
飢
え
て
な
い
連
仲
が
了
解
し
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
家
に
鍵
を
か
け
る
と
い
う
奇
妙
な
習
慣
が
こ
の
国
を
は
じ
め
全

て
の
国
に
は
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
値
打
ち
の
あ
る
物
を
根
こ
そ
ぎ
盗
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
が
、
た
し
か
に
、
こ
れ
ほ
ど
惨
め

な
人
間
が
多
け
れ
ば
そ
の
危
険
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
生
活
を
思
い
お
こ
さ
せ
ら

れ
る
如
き
叙
述
は
全
篇
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
今
日
の
生
活
を
思
い
お
こ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
ブ
レ
イ
の
批
判
が
、
貧
困

の
単
な
る
摘
出
に
留
ら
ず
、
そ
れ
に
起
因
す
る
人
間
の
疎
外
さ
れ
た
状
況
、
価
値
観
の
転
倒
と
い
う
ま
さ
に
現
代
的
な
問
題
に
焦
点

を
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
）

　
二
、
階
級
構
成
。
こ
の
国
の
人
間
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
階
級
か
ら
な
る
。
一
方
は
、
住
民
の
大
部
分
を
占
め
る
c
a
r
r
y
i
n
g

c
l
a
s
s
で
8
m
m
o
ｓ
と
よ
ば
れ
る
。
他
は
そ
れ
に
荷
わ
れ
て
い
る
階
級
で
あ
る
°
　
A
n
g
l
o
人
に
限
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
野
蛮
な
他
の
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国
々
の
人
間
も
、
ュ
ー
ト
ピ
ア
人
と
本
来
は
同
じ
人
間
な
の
だ
が
、
現
実
に
は
そ
の
大
多
数
が
甚
だ
ゆ
が
ん
だ
肺
つ
き
を
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
背
中
に
8
n
s
t
i
t
u
t
o
w
F
d
‘
r
9
ま
た
は
s
u

b
s
t
a
n
t
i
a
l
-
n
o
t
h
i
n
g
と
呼
ば
れ
る
重
い
羊
皮
の
袋
を
六
個
荷
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
目
に
は
見
え
る
が
触
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
肉
体
の
一
部
に
さ
え
な
っ
て
い
て
死
ん
で
も
と
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

社
会
構
造
に
由
来
す
る
も
の
で
　
六
種
類
の
人
間
―
支
配
・
抑
圧
階
級
－
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
全
体
が
他
人
の
労
働
に
寄
生
す
る

と
い
う
共
通
の
性
頁
を
持
ち
、
重
な
る
順
序
の
変
る
こ
と
は
あ
る
が
決
し
て
分
離
す
る
こ
と
は
な
い
。
頂
上
に
位
す
る
の
は
獅
子
と

豚
を
一
つ
に
し
た
太
っ
た
顔
で
、
主
支
配
者
K
i
n
-
k
i
n
（
時
に
は
£
§
?
i
g
）
を
あ
ら
わ
す
。
次
は
雄
牛
と
豚
の
合
成
で
小
支

配
者
A
n
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
で
あ
る
。
第
三
は
豚
と
ハ
イ
エ
ナ
の
合
成
で
P
e
s
t
o
’
出
生
か
ら
死
後
の
法
事
ま
で
人
を
喰
い
物
に
す
る
連
仲
で
あ

る
（
名
称
は
p
e
s
t
と
p
r
i
e
s
t
か
ら
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
第
四
は
豚
と
狐
の
混
合
で
鬼
火
の
如
く
無
気
味
な
b
h
a
r
k
o
.
又
の

名
を
７
名
句
｛
４
ｊ
口
吻
と
い
う
（
こ
れ
は
裁
判
官
お
よ
び
弁
護
士
を
あ
ら
わ
す
。
彼
ら
は
被
告
の
袖
の
下
と
弁
護
料
の
額
で
動
く
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
Ｉ

ま
り
s
h
a
r
e
と
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
が
そ
の
原
則
で
あ
り
、
し
か
も
さ
め
の
如
く
｜
s
h
a
r
k
―
強
欲
だ
と
い
う
の
が
名
称
の
意
味
で
あ
ろ

う
）
。
こ
れ
が
主
要
な
階
級
で
あ
っ
て
、
共
に
聖
な
る
象
徴
＝
豚
h
o
g
を
持
っ
て
い
る
。
第
五
位
は
梟
と
さ
め
の
結
合
で
金
の
目
と

紙
の
羽
毛
（
つ
ま
り
金
貨
と
紙
幣
）
を
持
つ
ぎ
d
o
‐
8
ﾖ
ﾖ
o
、
又
の
名
を
L
a
s
h
o
'

S
q
u
e
e
z
o
と
も
い
う
（
労
働
者
を
鞭
打
ち
、

絞
り
あ
げ
る
こ
と
か
ら
後
二
者
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
。
最
後
は
青
と
赤
に
彩
ら
れ
た
雄
鶏
と
蛇
の
結
合
、

S
o
l
d
o
｡P
o
l
o
で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
種
の
重
い
袋
を
荷
っ
て
い
る
c
o
ﾖ
ﾖ
o
（
労
働
貧
民
）
が
、
こ
の
重
荷
を
投
出
し
た
い
な
ど
と

ほ
ん
の
一
寸
で
も
考
え
よ
う
も
の
な
ら
、
こ
の
化
物
は
即
座
に
そ
の
頭
に
毒
牙
を
突
込
む
。
w
i
n
d
-
b
a
g
s
全
体
の
安
全
は
直
接
に
は

こ
の
階
層
の
働
き
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
w
‘
乱
'
r
l
が
８
ヨ
ヨ
９
の
背
に
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
長
い
歴
史
が
あ
る
。
今
で
は
探
る
こ
と
さ
え
無
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意
味
な
あ
る
理
由
に
よ
っ
て
、
ま
ず
ａ
ｎ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｓ
が
、
本
来
は
全
住
民
の
共
有
財
産
だ
っ
た
土
地
を
私
有
し
た
。
8
m
m
o
ｓ
　
　
＾
一
部

は
生
活
の
た
め
に
a
n
s
t
o
c
s
か
ら
土
地
を
借
り
そ
の
代
償
に
地
代
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｓ
が
こ
う
し
て

富
裕
な
8
m
m
o
s
の
背
に
乗
っ
た
。
次
に
、
土
地
を
借
り
る
力
の
な
い
他
の
８
ョ
ョ
Ｏ
Ｓ
が
、
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｓ
へ
の
地
代
と
富
裕
な
８
ｍ
ョ
９

へ
の
食
料
を
代
償
に
そ
こ
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て
、
8
m
m
o
ｓ
に
分
化
が
お
こ
り
、
一
方
が
他
方
の
背
に
乗
っ
て
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s

に
な
っ
た
。
や
が
て
、
家
屋
、
道
具
、
船
、
衣
服
そ
の
他
の
商
品
に
つ
い
て
も
土
地
と
同
じ
こ
と
が
お
こ
り
、
富
を
得
た
r
i
d
o
-

8
m
m
o
s
は
土
地
を
買
入
れ
て
a
r
i
s
t
o
c
s
の
仲
間
入
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
関
係
が
変
ら
ぬ
限
り
彼
ら
は
い

つ
ま
で
も
背
に
乗
っ
て
、
8
ｮ
m
o
s
を
苦
し
め
続
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
乗
っ
て
い
る
連
仲
に
も
不
安
は
あ
る
。
8
ｮ
ｮ
O
S

の
反
乱
は
最
も
危
険
で
あ
り
、
ま
た
、
富
を
得
れ
ば
8
m
m
o
ｓ
が
他
人
の
背
に
の
れ
る
が
、
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s
や
a
n
s
t
o
c
s
も
富
を

失
え
ば
8
ｮ
m
o
s
に
転
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
更
に
、
K
i
n
-
k
i
n
も
い
つ
他
の
a
r
i
s
t
o
c
s
に
蹴
落
さ
れ
る
か
し
れ
な
い
。
か
く
し

て
、
社
会
に
は
常
に
不
安
が
絶
え
ず
、
現
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
宗
教
、
法
律
、
警
察
及
び
軍
隊
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
三
、
階
級
支
配
の
実
態

　
ａ
、
国
家
機
関
。
こ
の
国
は
君
主
制
で
あ
っ
て
、
K
i
n
-
k
i
n
｡
　

a
r
i
s
t
o
c
s
及
び
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s
か
ら
な
る
m
i
x
e
d

g
o
v
e
r
n
m
-

e
n
t
で
統
治
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s
は
実
質
上
a
r
i
s
t
o
c
s
で
あ
る
か
ら
、
K
i
n
-
k
i
n
と
a
r
i
s
t
o
c
s
が
統
治
機
関

を
構
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
ら
は
統
治
す
る
と
称
し
て
実
は
搾
り
取
っ
た
莫
大
な
金
で
飲
み
食
い
踊
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

政
府
の
目
的
は
人
民
を
重
税
で
苦
し
め
、
そ
れ
を
政
府
に
関
与
し
て
い
る
a
r
i
s
t
o
c
s
の
間
で
分
け
取
る
こ
と
に
ば
か
り
向
け
ら
れ

て
い
て
、
生
産
と
分
配
を
規
制
し
て
全
人
民
の
福
祉
を
保
障
す
る
こ
と
な
ど
全
然
眼
中
に
な
い
。
統
治
に
当
る
a
r
i
s
t
o
c
s
の
数
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
税
収
は
莫
大
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
い
く
ら
浪
費
し
て
も
高
が
知
れ
て
お
り
、
残
り
の
大
部
分
は
、
侵
略
と
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国
内
弾
圧
の
た
め
の
陸
海
軍
維
持
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
役
人
に
は
上
か
ら
下
ま
で
全
部
富
を
持
つ
者
だ
け
が
選
ば
れ
る
。
そ
の
為

十
二
人
中
十
一
人
ま
で
は
最
低
の
人
間
で
、
自
分
の
仕
事
な
ど
何
一
つ
知
ら
ず
、
上
に
は
へ
つ
ら
い
、
下
に
は
残
忍
無
情
で
あ
る
。

　
議
会
は
二
院
制
で
、
r
'
d
o
‐
8
ﾖ
ﾖ
S
が
構
成
す
る
一
院
は
a
r
i
s
t
o
c
s
以
外
の
全
社
会
を
代
表
す
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
が
、
住

民
の
大
半
を
占
め
る
８
ヨ
ヨ
Ｏ
Ｓ
に
は
選
挙
権
も
な
い
の
で
、
実
際
に
は
代
表
で
は
な
い
。
法
律
は
全
部
議
会
で
審
議
さ
れ
る
。

8
m
m
o
ｓ
を
搾
取
し
奴
隷
化
す
る
た
め
に
a
n
s
t
o
c
s
が
制
定
し
た
法
律
は
無
数
に
あ
る
。
時
に
は
8
m
m
o
ｓ
を
安
心
さ
せ
る
た
め

に
、
a
r
i
s
t
o
c
s
の
特
権
を
削
り
8
m
m
o
ｓ
に
特
権
を
与
え
る
よ
う
な
法
案
が
提
出
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
何
年
も
審
議
が

く
り
か
え
さ
れ
る
ば
か
り
で
成
立
し
た
た
め
し
が
な
い
。
審
議
で
は
演
説
と
怒
号
が
渦
巻
く
が
、
そ
れ
は
「
ギ
ャ
ー
ギ
ヤ
ｌ
、
ブ
ー

ブ
ー
、
ニ
ャ
ー
ュ
ャ
ー
、
ワ
ン
ワ
ン
、
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」
と
い
っ
た
さ
っ
ぱ
り
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
に

も
、
y
ﾛ
弘
o
人
た
ち
は
こ
う
し
た
統
治
機
構
を
え
い
智
の
結
晶
で
周
囲
の
国
々
の
羨
望
の
的
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ｂ
、
宗
教
°
　
A
n
g
l
o
人
は
日
曜
ご
と
に
教
会
に
ゆ
き
、
そ
こ
で
p
a
{
o
の
説
教
を
聞
き
、
献
金
を
す
る
。
彼
ら
は
F
l
o
c
u
s
o
と

い
う
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
馬
鹿
げ
た
話
を
妄
信
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
全
能
の
神
７
は
七
日
に
し
て
無
か
ら
意
志
の

力
の
み
で
全
世
界
を
創
造
し
、
人
間
を
創
り
、
後
に
自
分
の
し
っ
ぽ
を
少
々
切
り
と
っ
て
吻
ｏ
を
作
り
、
そ
れ
に
人
間
の
罪
を
救
わ

せ
た
。
但
し
、
こ
の
全
能
の
神
が
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
住
民
達
は
、
礼
拝
し
p
e
s
t
o
に

献
金
す
れ
ば
死
後
B
l
e
s
s
o
に
昇
れ
る
が
、
そ
れ
を
怠
っ
た
り
w
F
d
‐
r
9
の
安
全
を
お
び
や
か
し
た
り
す
る
と
、
B
l
a
z
o
に
落
ち

て
永
劫
の
苦
痛
に
あ
え
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
神
は
r
で
あ
る
が
同
時
に
哨
ｏ
で
あ
り
、
又
F
u
m
（
聖
霊
）

で
も
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
Ｆ
e
-
f
o
-
f
u
m
と
呼
ば
れ
、
三
位
一
体
で
あ
る
と
い
う
（
か
か
る
宗
教
を
も
た
ぬ
ュ
ト
ー
ピ
ア
人
、
に
は
こ
の

話
は
遂
に
何
の
こ
と
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
）
。
こ
う
し
た
迷
信
を
説
く
の
が
p
e
s
t
o
s
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
生
の
慶
弔
禍
福
か
ら
、
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死
後
の
法
事
ま
で
一
切
の
行
事
を
司
ど
り
常
に
多
額
の
献
金
を
強
い
る
。
強
欲
な
a
n
s
t
o
c
s
｡

r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s
も
こ
の
占
Ｊ
で
は

p
e
s
t
o
s
に
遠
く
及
ば
な
い
。
彼
ら
の
社
会
的
役
割
は
8
∃
m
o
’
を
社
会
秩
序
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
生

れ
た
子
を
前
に
し
て
両
親
に
そ
の
子
を
現
秩
序
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
命
じ
、
成
人
す
る
と
本
人
に
そ
れ
を
督
わ
せ
、
死
刑
因
に
教
海

し
、
戦
場
で
は
味
方
の
勝
利
を
神
に
祈
り
（
両
陣
営
で
同
じ
神
に
祈
る
か
ら
さ
ぞ
神
様
が
困
る
だ
ろ
う
、
と
ュ
ー
ト
ピ
ア
人
は
考
え

る
）
、
海
外
布
教
と
称
し
て
民
衆
か
ら
大
金
を
集
め
て
は
黒
人
の
住
む
未
開
地
に
赴
い
て
土
地
・
財
産
・
奴
隷
用
黒
人
を
奪
い
と
り
、

そ
こ
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
社
会
悪
を
持
込
む
。
次
に
軍
隊
が
侵
入
し
て
そ
の
地
を
植
民
地
と
す
る
の
が
い
つ
も
の
順
序
で
あ
る
。
全

能
の
神
は
一
人
な
の
に
、
そ
の
教
え
に
従
う
と
称
す
る
宗
派
は
無
数
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
神
が
宿
る
と
称
す
る
教
会
な
る
建
物
も
無

数
に
あ
り
、
僕
た
る
p
e
s
t
o
s
―
出
身
は
元
来
は
a
r
i
s
t
o
c
s
で
あ
っ
た
が
現
在
は
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
’
か
ら
も
多
い
ー
も
数
が
多
い
。
彼

ら
を
養
う
た
め
に
8
m
m
o
ｓ
は
大
変
な
重
労
働
を
行
い
、
身
心
と
も
に
最
低
の
条
件
に
お
か
れ
て
い
る
。
一
寸
で
も
考
え
て
み
れ

ば
こ
の
不
合
理
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
付
い
て
い
る
者
も
少
く
な
い
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
p
e
s
t
o
は
婦
人
を
把
ん
で
お
り
、

育
児
・
家
庭
教
育
を
通
し
て
p
e
s
t
o
へ
の
盲
信
が
年
々
再
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
改
革
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
迷
信
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
運
動
も
一
部
に
は
お
こ
っ
て
い
る
。

　
ｃ
、
裁
判
と
刑
罰
。
法
律
を
犯
し
た
者
は
裁
か
れ
様
々
な
刑
に
服
す
る
。
奇
怪
な
こ
と
に
、
死
刑
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
a
n
s
-

t
o
e
s
は
夜
毎
酔
っ
て
は
街
で
乱
暴
を
働
き
、
8
ﾖ
m
o
s
の
家
を
こ
わ
し
た
り
、
婦
人
に
暴
行
し
た
り
す
る
が
、
日
潔
ｏ
’
（
治
安
判

事
）
は
同
じ
階
級
の
者
で
あ
り
p
o
l
o
s
（
警
官
）
は
専
ら
a
n
s
t
o
c
s
の
生
命
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る

乱
暴
者
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
一
方
、
8
m
m
o
ｓ
に
は
、
法
律
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
も
知
ら
さ
れ
ぬ
の
で
、
何
か
と

い
ぇ
ば
重
い
罪
に
処
せ
ら
れ
、
し
か
も
一
度
そ
う
さ
れ
る
と
、
刑
を
お
え
て
も
、
何
ら
更
生
の
道
が
な
い
た
め
一
生
を
だ
め
に
さ
れ
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て
し
ま
う
。

　
こ
の
社
会
の
法
律
の
大
半
は
8
m
m
o
ｓ
の
自
由
と
幸
福
を
犯
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
次
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
①

∃
a
g
o
s
｡
s
o
l
d
o
s
｡p
o
l
o
s
が
8
m
m
o
に
与
え
る
不
幸
に
逆
う
な
、
②
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
が
背
に
の
る
の
を
妨
げ
る
な
、
③
ｐ
ｅ
ｓ
ｔ
ｏ

に
従
い
、
き
ち
ん
と
献
金
せ
よ
、
④
a
r
i
s
t
o
c
を
う
や
ま
い
、
裕
福
に
暮
さ
せ
、
打
た
れ
て
も
蹴
ら
れ
て
も
俄
慢
せ
よ
、
⑤
５
？

r
n
を
最
高
に
お
そ
れ
か
し
こ
め
、
彼
は
8
m
m
o
同
士
を
国
の
内
外
で
戦
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
一
切
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
、

⑥
法
は
す
べ
て
a
n
s
t
o
c
s
と
K
i
n
-
k
i
n
に
よ
る
以
外
に
は
決
し
て
変
更
で
き
な
い
。

　
こ
う
し
た
法
の
下
で
、
疑
い
を
も
た
れ
た
8
m
m
o
は
未
決
に
入
れ
ら
れ
、
半
年
以
上
も
留
置
さ
れ
、
無
罪
に
な
っ
て
も
補
償

も
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
法
的
・
宗
教
的
状
態
の
下
で
も
、
社
会
の
不
合
理
を
認
識
し
歴
史
の
研
究
に
よ
っ
て
人
類
の
進
歩

へ
の
確
信
を
得
た
若
者
は
次
第
に
同
胞
の
解
放
を
公
然
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
ュ
ー
ト
ピ
ア
人
は
、
こ
う
し
た
政
治
犯
の
一
人

が
、
s
h
a
r
k
o
に
よ
る
弁
護
を
断
っ
て
、
自
ら
法
廷
で
そ
の
主
張
を
堂
々
と
開
陳
す
る
の
を
傍
聴
し
感
激
す
る
。
こ
の
青
年
は
、
裁

判
が
単
に
強
者
の
弱
者
に
対
す
る
不
正
で
し
か
な
く
、
今
裁
い
て
い
る
者
は
、
次
の
時
代
に
自
分
達
に
加
え
ら
れ
る
裁
き
の
先
例
を

自
ら
の
手
で
作
っ
て
い
る
の
だ
と
非
難
し
、
日
々
社
会
を
改
革
し
て
い
る
。
時
間
‘
と
い
う
名
の
最
大
の
政
治
犯
に
は
裁
き
の
手
が

及
ば
ぬ
で
は
な
い
か
と
嘲
笑
し
、
自
分
の
や
っ
た
こ
と
は
、
た
か
だ
か
、
こ
の
。
時
間
‘
が
明
日
や
り
と
げ
る
こ
と
を
今
日
や
ろ
う

と
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
権
利
の
侵
害
に
抵
抗
す
る
の
は
自
由
を
愛
す
る
者
の
義
務
で
あ
る
と
説
き
、
後
に
続
く
者
の
あ
る
こ
と
を

信
じ
て
い
る
と
結
ぶ
。
こ
の
青
年
は
勿
論
死
刑
に
な
る
が
、
最
後
ま
で
p
e
s
t
o
の
教
誨
を
受
入
れ
な
か
っ
た
。

　
ｄ
、
婦
人
問
題
。
こ
の
国
の
結
婚
生
活
は
殆
ん
ど
が
不
幸
そ
の
も
の
で
あ
る
。
女
は
知
的
肉
体
的
に
男
に
劣
り
、
男
に
頼
ら
ね
ば

生
き
て
ゆ
け
ぬ
と
い
う
誤
っ
た
通
念
の
下
に
教
え
育
て
ら
れ
、
実
際
は
男
と
同
じ
能
力
を
も
っ
た
人
間
な
の
に
、
法
的
に
も
全
く
無
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権
利
で
あ
る
。
そ
の
た
め
女
は
、
男
の
気
を
ひ
こ
う
と
し
て
、
化
粧
し
、
軽
薄
な
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
。
男
は
だ
ま
さ
れ
て
結
婚

す
る
が
、
得
物
を
手
に
し
た
女
達
は
す
ぐ
に
自
ら
化
の
皮
を
は
い
で
し
ま
う
の
で
、
夫
婦
の
愛
情
は
何
ケ
月
も
た
た
ぬ
う
ち
に
冷
え

き
っ
て
し
ま
う
。
富
裕
な
階
級
は
慰
謝
料
を
払
え
る
か
ら
、
離
婚
し
て
、
別
の
結
婚
生
活
を
営
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
8
ﾖ
ﾖ
O
S
に

は
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
。
男
の
仕
事
は
一
日
十
二
時
間
も
の
長
さ
で
、
疲
れ
て
本
も
読
め
な
い
が
、
と
に
か
く
一
定
の
時
間
を
す
ぎ
れ

ば
自
由
に
な
る
か
ら
、
飲
み
に
ゆ
く
ぐ
ら
い
は
で
き
る
。
一
方
、
女
は
、
娘
時
代
の
女
中
奉
公
も
結
婚
し
て
か
ら
の
家
事
労
働
も
（
大

部
分
は
下
ら
ぬ
雑
事
で
あ
る
が
）
、
朝
お
き
て
か
ら
夜
ね
る
ま
で
の
べ
つ
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
知
的
向
上
ど
こ
ろ
か
娯
楽
の
暇

も
な
い
。
だ
か
ら
、
夫
に
は
ま
す
ま
す
家
が
お
も
し
ろ
く
な
く
な
り
、
夜
毎
酒
を
飲
み
に
出
て
、
家
庭
が
父
を
必
要
と
し
金
に
困
っ

て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
帰
宅
せ
ず
に
浪
費
し
て
し
ま
う
。
女
の
唯
一
の
楽
し
み
は
、
教
会
で
女
同
士
が
見
た
り
見
ら
れ
た
り
し
、

又
p
e
s
t
o
の
説
教
に
感
激
す
る
こ
と
で
あ
る
p
e
s
t
o
は
、
海
外
布
教
報
告
と
称
し
て
、
黒
人
の
女
性
は
、
不
幸
に
も
男
と
同
じ

重
労
働
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
教
え
る
。
黒
人
女
性
の
重
労
働
と
は
、
実
は
、
農
作
業
な
ど
の
生
産
的
労
働
（
植
民
地
化
さ
れ
る

前
の
健
全
な
肉
体
労
働
）
の
こ
と
で
、
女
性
が
二
人
前
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
白
人
の
女
達

は
、
黒
人
の
女
性
が
恐
怖
で
目
を
吊
り
あ
げ
そ
う
な
下
ら
ぬ
仕
事
で
日
夜
あ
く
せ
く
し
て
い
る
く
せ
に
、
白
人
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ

た
と
胸
を
な
で
お
ろ
す
。
か
く
し
て
、
女
性
は
、
軛
を
抛
つ
か
わ
り
に
す
べ
て
を
耐
え
し
の
ぶ
よ
う
に
な
り
、
育
児
を
通
し
て
、
迷

信
と
現
状
に
安
ん
ず
る
よ
ど
ん
だ
精
神
と
が
代
々
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
婦
人
た
ち
も
遠
か
ら
ず
こ
う
し
た
長
い
間
の

苦
役
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
で
に
少
数
の
目
覚
め
た
婦
人
達
は
そ
の
た
め
の
活
動
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ｅ
、
解
放
へ
の
道
。
8
m
m
o
ｓ
は
男
女
と
も
こ
の
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
が
、
9
y
d
o
n
Q
で
は
実
際
は
も
う
そ
の
よ
う
な
苦
役
は

不
要
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
国
は
す
で
に
ご
『
{
o
p
F
に
殆
ん
ど
劣
ら
ぬ
程
に
発
達
し
た
機
械
と
肥
沃
な
土
地
を
持
っ
て
お
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り
、
住
民
が
平
等
に
四
～
五
時
間
も
働
け
ば
十
分
豊
か
な
生
活
が
出
来
る
筈
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
社
会

と
政
治
の
制
度
が
誤
っ
て
い
て
働
く
階
級
と
寄
生
す
る
階
級
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
a
n
s
t
o
c
s
ら
も
時
々
は
社
会
改
革
を
口
に
す

る
が
、
８
ヨ
m
o
ｓ
は
度
々
彼
ら
に
あ
ざ
む
か
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
今
で
は
専
ら
、
苦

し
み
悩
ん
で
い
る
8
m
m
o
ｓ
の
み
が
社
会
の
よ
り
よ
い
姿
を
探
り
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
国
に
は
多
く
の
刊
行
物
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
体
が
夫
々
各
階
級
の
利
益
を
代
弁
し
て
い
る
。
日
刊
・
週
刊
の
刊
行
物
の
大
部

分
は
全
く
無
資
格
な
連
仲
の
手
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
ま
る
で
、
下
ら
ぬ
仕
事
で
オ
ベ
ｙ
刀
を
つ
か
っ
た
り
ゆ
す
っ
た
り
す
る
の
が

本
業
の
如
く
で
あ
る
。
も
っ
と
刊
行
期
間
の
長
い
刊
行
物
は
ず
っ
と
ま
し
な
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
人
達
の

意
見
は
な
か
な
か
聞
か
れ
な
い
。
こ
う
し
た
刊
行
物
の
政
治
的
社
会
的
問
題
の
扱
い
方
に
は
三
通
り
あ
る
。
第
一
は
a
r
i
s
t
o
c
s
の

側
に
た
つ
も
の
で
’
　
K
i
n
-
k
i
n
と
a
r
i
s
t
o
c
s
は
神
の
定
め
た
秩
序
に
基
い
て
存
在
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
８
ヨ
m
o
ｓ
は
従
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
第
二
は
8
m
m
o
s
の
側
の
も
の
で
、
a
r
i
s
t
o
c
s
の
言
い
分
を
嘲
笑
す
る
が
、
大
体
は
、
弾
圧
を
お
そ

れ
て
現
状
肯
定
に
な
る
。
し
か
し
中
に
は
、
1
4
0
ａ
に
、
搾
取
を
少
く
せ
ぬ
と
背
か
ら
振
落
す
ぞ
と
脅
か
す
も
の
も
い
る
。
第
三

は
力
よ
り
欺
瞞
の
方
が
安
全
だ
と
考
え
る
a
r
i
s
t
o
c
s
と
、
a
r
i
s
t
o
c
s
に
憧
れ
る
r
i
d
o
-
c
o
m
m
o
s
の
代
弁
。
こ
れ
は
8
m
m
o
s
と

も
う
ま
く
や
ろ
う
と
す
る
の
で
社
会
的
に
は
広
い
層
を
対
象
に
持
つ
が
、
先
の
両
者
か
ら
は
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
。
正
義
は
8
m
m
o
s

の
側
に
あ
る
の
で
、
刊
行
物
を
通
し
て
の
争
い
に
（
事
実
上
は
二
対
一
の
争
い
で
あ
る
が
）
8
m
m
o
s
は
不
正
な
手
段
を
と
る
必
要

が
な
い
。

　
8
m
m
o
ｓ
は
労
働
以
外
に
は
何
も
持
た
ぬ
の
で
、
職
を
失
っ
た
ら
飢
え
て
死
ぬ
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
ｉ
ｙ
ｄ
ｏ
ｇ
で
は
、
8
m
-

m
o
ｓ
は
、
搾
取
さ
れ
る
か
さ
も
な
け
れ
ば
飢
え
て
死
ぬ
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
よ
う
に
、
社
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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8
m
m
o
s
に
は
、
も
う
、
そ
う
し
た
こ
と
が
か
な
り
わ
か
っ
て
き
て
お
り
、
社
会
革
命
に
よ
る
大
改
革
が
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
8
m
m
o
s
は
苦
し
さ
に
刺
戟
さ
れ
て
た
ち
あ
が
り
、
ュ
ー
ト
ピ
ア
が
初
期
に
経
験
し
た
と
同
じ
く
、
試
行
錯
誤
を
く
り
か

え
し
な
が
ら
、
次
第
に
そ
の
あ
り
方
を
正
し
く
き
め
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
鋭
い
観
察
と
批
判
を
行
っ
た
の
ち
、
ュ
ー
ト
ピ
ア
人
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
悲
惨
な
状
況
、
即
ち
、
住
民
は
肥
沃
な

土
地
に
恵
ま
れ
な
が
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貴
族
に
搾
取
さ
れ
て
飢
え
て
お
り
、
生
活
で
き
ぬ
農
民
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
移
住
し
て
産
業
予
備
軍
の
役
割
を
果
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
労
働
者
と
鋭
く
対
立
し
、
そ
の
た
め
、
共
通
の
敵
を
認
識
で
き

ず
、
自
ら
の
悲
惨
を
一
層
強
め
て
い
る
状
態
を
指
摘
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
第
二
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱

い
て
行
く
の
だ
が
、
実
は
そ
れ
も
イ
ギ
リ
ス
に
酷
似
し
て
お
り
、
黒
人
奴
隷
の
存
在
が
白
人
奴
隷
の
状
態
を
も
日
増
し
に
悪
く
し
て

い
る
だ
け
な
の
を
知
る
。
ラ
ラ
ン
ス
を
取
上
げ
た
の
は
、
大
革
命
を
経
験
し
た
国
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
あ
れ
が
単
な
る
政
治
革
命
で

社
会
革
命
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
社
会
は
革
命
以
前
に
逆
も
ど
り
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
知
る
。
大
革
命
の
失
敗
は
、
破
壊
の
み

を
知
っ
て
次
に
何
を
作
り
あ
げ
る
べ
き
か
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
だ
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
は
大
体
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
不
幸
に
も
、
お
そ
ら
く
は
経
済
的
困
難
と
批
判
が
あ
ま
り
に
も
急
進
的
で
あ
る
こ
と

と
の
故
に
、
本
書
は
出
版
さ
れ
ず
、
草
稿
の
ま
ま
百
二
十
年
近
く
埋
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
も
し
刊
行
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
非
常
に
高
い
地
位
を
社
会
思
想
史
上
に
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ト
ム
ス
ン
の
割
愛
し
た
百

㈲
頁
が
依
然
と
し
て
発
見
さ
れ
ぬ
現
在
で
は
、
本
書
は
、
初
期
英
国
社
会
主
義
者
の
、
社
会
を
全
体
と
し
て
把
え
具
体
的
に
批
判
し
た

文
献
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
入
手
し
う
る
最
良
の
書
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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励
　
拙
稿
「
タ
ム
ス
ン
の
｀
富
の
分
配
」
」
成
城
大
学
経
済
研
究
第
十
四
号
一
八
〇
頁
参
照
。
ト
ム
ス
ン
、
プ
レ
イ
と
も
社
会
批
判
の
出
版
を

　
　
中
止
し
た
こ
と
は
、
一
八
二
〇
？
四
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
未
だ
そ
れ
だ
け
の
自
由
が
社
会
的
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
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