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男

此
処
は
御
国
を
何
百
里

こ
と
ば
と
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
表
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
お
か
し
い
と
か
誤
用
だ
と
か
思
う

こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
思
う
の
は
、
そ
の
表
現
者
の
意
図
を
正

し
く
汲
み
と
り
、
そ
れ
な
ら
別
の
表
現
を
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
ら
か
な
誤
用
で
あ
っ
て
も
、
よ
ほ
ど
の
こ

と
で
な
い
か
ぎ
り
、
た
い
て
い
は
意
思
の
疏
通
が
で
き
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
小
さ
な
誤
用
が
重
な
っ
て
慣
用
に
な
る

と
、
新
し
い
表
現
と
し
て
定
着
し
、「
A
」
と
「
非
A
」
が
同
義
語

と
し
て
共
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
時
に
は
、
A
を
駆
逐
し
て
「
非

A
」
が
正
統
の
位
置
を
し
め
る
。
こ
う
し
て
こ
と
ば
は
絶
え
間
な
く

変
化
す
る
。

昨
夏
、
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
辛
坊
治
郎
さ
ん
が
、
盲
目
の
友

人
と
ヨ
ッ
ト
で
太
平
洋
横
断
の
途
に
つ
い
て
遭
難
し
た
。
救
助
要
請

を
う
け
た
海
上
自
衛
隊
の
救
難
飛
行
艇
は
、
強
風
と
荒
波
の
中
で
救

助
に
成
功
し
た
。
た
ま
た
ま
見
て
い
た
テ
レ
ビ
の
画
面
に
、
救
助
さ

れ
た
二
人
の
会
見
の
様
子
が
映
っ
た
（2013.6.22

）。
辛
坊
さ
ん
の
、

お
詫
び
に
続
く
感
想
「
こ
の
国
の
国
民
で
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」
に
わ

た
し
は
強
く
心
を
う
た
れ
た
。
だ
が
、
涙
な
が
ら
に
語
っ
た
「
た
っ

た
二
人
の
命
を
何
百
人
で
救
っ
て
く
れ
た
」
が
気
に
か
か
っ
た
。

本
節
の
題
は
、
真
下
飛
泉
の
詩
【
戦
友
】
第
一
節
、「
離
れ
て
遠

き
満
洲
の　

赤
い
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て　

友
は
野
末
の
石
の
下
」
と
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続
く
、
そ
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。「
何
百
里　

離
れ
て
」
は
少
し
お

か
し
な
歌
詞
で
あ
る
。
だ
が
、「
満
洲
」
の
語
か
ら
、
わ
た
し
た
ち

は
「
何
百
里
も
」
と
い
っ
た
意
味
を
補
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
と

思
う
。

明
治
四
十
年
の
中
等
教
育
唱
歌
、
犬い

ん

童ど
う

球
渓
の
詩
【
故
郷
の
廃

家
】
に
は
、「
幾
年
ふ
る
さ
と
、
来
て
見
れ
ば
、
咲
く
花
鳴
く
鳥
、

そ
よ
ぐ
風
、」
と
あ
る
。
こ
ち
ら
は
八
五
調
で
あ
る
が
、「
幾い

く

年と
せ

」

は
、
口
語
で
平
た
く
い
え
ば
、「
何
年
か
た
っ
て
」
と
か
「
数
年

た
っ
て
」
と
か
な
る
の
で
は
な
い
か
。

小
学
唱
歌
の
【
仰
げ
ば
尊
し
】
の
「
教
へ
の
庭
に
も
は
や
幾
年
」

の
下
に
、
わ
た
し
た
ち
は
「
も
過
ぎ
に
け
り
」
な
ど
を
補
っ
て
理
解

し
て
い
る
よ
う
だ
。
定
形
の
詩
に
は
そ
う
し
た
こ
と
が
多
い
よ
う
に

思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
何
ほ
ど
か
の
不
十
分
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、
わ
た

し
た
ち
は
表
現
者
の
意
図
を
補
っ
て
解
釈
す
る
。
辛
坊
さ
ん
の
発
言

と
三
つ
の
歌
で
補
わ
れ
る
べ
き
助
詞
は
、「
も
」
や
「
か
」
だ
ろ
う

と
思
う
。本

稿
で
は
、
二
行
に
わ
た
る
引
用
は
斜
線
で
改
行
に
か
え
、

言
及
箇
所
に
傍
線
を
施
す
こ
と
も
あ
る
。

幾
と
何

「
幾い

く

」
と
「
何な
に

」
は
と
も
に
不
定
の
意
の
接
頭
辞
で
、
現
代
人
の

意
識
で
は
、「
何
」
は
口
語
的
、「
幾
」
は
文
語
的
と
い
え
よ
う
か
。

「
幾
」
が
使
わ
れ
る
の
は
、「
幾
つ
」「
幾
ら
」
の
ほ
か
は
、
少
し
改

ま
っ
た
文
脈
の
「
幾
ど
」「
幾
に
ち
」
な
ど
で
、
砕
け
た
文
脈
に
は

「
何
」
に
よ
る
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
み
た
「
い
く
と
せ
」
に
類
す
る
語
は
多
く
あ
る
。
近
年
、

最
も
頻
繁
に
耳
に
す
る
の
は
、
外
国
為
替
の
交
換
レ
ー
ト
、
株
価
の

変
動
に
関
す
る
報
道
の
、「
幾い

く

分ぶ
ん

値
下
が
り
し
た
」
な
ど
の
「
幾
分
」

で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
の
「
幾
分
」
は
、「
わ
ず
か
に
」
と
ほ
ぼ
同

義
と
お
ぼ
し
い
。
そ
の
語
義
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
以

下
、『
日
国
大
』
と
略
記
）
に
み
る
と
、「
①
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
け

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
分
け
ら
れ
た
部
分
。
一
部
分
。
ま
た
、
す
こ

し
。」「
②
い
く
ら
か
。
あ
る
程
度
。
す
こ
し
。」
と
あ
る
。
挙
例
を

み
る
と
、
①
と
②
は
一
括
で
き
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
に
は
わ
け

ず
に
ひ
く
。

こ
の
辞
書
の
掲
げ
る
「
い
く
ぶ
ん
」
の
初
出
例
は
、
伊
藤
特
派
全

権
大
使
復
命
書
附
属
書
類
（1885

）
の
「
我
兵
の
幾
分
を
駐
め
ざ
る

を
得
ず
」
で
、
続
く
用
例
は
国
木
田
独
歩
『
悪
魔
』（1903

）
の
「
反

抗
の
念
を
す
ら
幾イ

ク

分ブ
ン

曖
昧
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と
し
て
い
る
。「
幾
」
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の
訓
と
、「
分
」
の
音
と
の
《
音

－

訓
》
構
造
、
い
わ
ゆ
る
湯ゆ

桶と
う

読

み
な
の
で
、
由
緒
あ
る
語
で
は
あ
る
ま
い
。
初
出
時
期
に
近
い
、
ヘ

ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版
（1886

）、
大
槻
文
彦
の
『
言

海
』（1889

）
に
は
み
え
な
い
。
少
し
下
る
山
田
美
妙
『
日
本
大
辞

書
』（1892

）、
落
合
直
文
『
こ
と
ば
の
泉
』（1898

）
に
も
掲
出
し
て

い
な
い
。
よ
っ
ぽ
ど
新
し
い
用
法
で
、
辞
書
編
纂
者
は
載
録
を
た
め

ら
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
何
～
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
一
つ
、「
な
ん

べ
ん
（
何
遍
）」
も
湯
桶
読
み
の
語
で
あ
る
。『
日
国
大
』
は
や
は
り

二
分
し
、「
①
不
明
、
あ
る
い
は
不
定
な
回
数
。」
に
、
宮
沢
賢
治

『
春
と
修
羅
』
の
「
小
岩
井
農
場
」（1924

）
か
ら
、「
往
っ
た
り
き

た
り
な
ん
べ
ん
し
た
か
わ
か
ら
な
い
」
を
あ
げ
、「
②
多
い
回
数
。

た
び
た
び
。
し
ば
し
ば
。」
に
は
三
つ
の
用
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ

れ
は
、『
三
体
詩
素
隠
抄
』（1622

）
の
「
か
か
る
時
分
に
、
張
衡
が

四
愁
の
詩
を
、
う
ち
か
へ
う
ち
か
へ
、
な
ん
べ
ん
も
、
吟
じ
た
ぞ
」、

杉
風
あ
て
松
尾
芭
蕉
書
簡
の
「
何
篇
も
あ
ら
た
め
」、
尾
崎
紅
葉
の

「
二
人
む
く
助
」
の
「
何
遍
懲
さ
れ
て
も
」
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
た

し
に
は
こ
の
記
述
は
納
得
し
が
た
い
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
②
の
三
つ
の
用
例
の
「
な
ん
べ
ん
」
は
、
い
ず
れ
も
下
に
「
も
」

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
と
仰
々
し
い
が
、『
国
語
学
大
辞
典
』（1975

）
の
「
疑
問
詞
」

（
工
藤
浩
執
筆
）
の
項
の
「
用
法
」
か
ら
要
点
と
用
例
の
一
部
を
ひ
く
。

②
助
詞
カ
・
ヤ
ラ
を
伴
っ
て
、
不
定
を
表
わ
す
。「
だ
れ
か○

に

会
い
た
い
」「
だ
れ
や○

ら○

に
頼
ま
れ
た
そ
う
だ
」

③
助
詞
モ
・
デ
モ
を
伴
っ
て
、
全
称
（
す
べ
て
の
も
の
ご
と
）

を
表
わ
す
。
い
わ
ゆ
る
全
面
肯
定
・
全
面
否
定
。「
ど
こ
も○

満
員
だ
」「
ど
ん
な
人
に
も○

親
切
だ
」「
だ
れ
も○

知
ら
な
い
」

『
日
国
大
』
の
②
の
記
述
は
、「
な
ん
べ
ん
も
」
に
つ
い
て
で
あ
っ

て
、「
な
ん
べ
ん
」
に
つ
い
て
で
は
な
い
。「
も
」
の
有
無
に
よ
っ
て

意
味
が
大
き
く
異
な
る
の
に
、
こ
の
辞
典
で
は
一
緒
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
か
か
る
扱
い
は
他
の
項
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
日
本

語
を
母
語
と
す
る
人
間
な
ら
み
ん
な
知
っ
て
い
る
の
で
実
害
は
な
い

だ
ろ
う
が
、
日
本
最
大
の
国
語
辞
書
と
し
て
は
い
か
が
な
も
の
か
。

か
つ
て
三
上
章
が
、『
現
代
語
法
序
説　
シ
ン
タ
ク
ス
の
試
み
』（
刀

江
書
院　

1953

）
に
お
い
て
、
疑
問
詞
に
「
か
」
の
つ
い
た
「
何
か
」

「
誰
か
」「
い
つ
か
」
な
ど
を
、「
不
定
詞
」
と
呼
ぼ
う
と
か
い
て
い

た
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
る
（p.349

）。

宣
長
の
苦
言

本
居
宣
長
の
『
玉
あ
ら
れ
』
は
、
文
語
表
現
で
誤
り
易
い
百
十
項
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目
に
つ
い
て
、
歌
と
文
に
わ
け
て
か
い
た
短
章
集
で
あ
る
（1792

刊
）。
そ
の
歌
の
部
に
「
い
く
」
の
項
が
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
筑

摩
書
房
版
の
全
集
第
五
巻
か
ら
三
分
し
て
ひ
く
（
原
著
に
あ
る
二
重
傍

線
以
外
の
記
号
は
現
代
風
に
か
え
る
）。

い
く
は
、
其
数
の
知
れ
ざ
る
を
、
疑
ひ
て
問フ

意
の
詞
な
れ
ば
、

上
下
の
趣
て
に
を
は
の
は
こ
び
な
ど
も
、
其
意
を
以
て
よ
む
べ

き
こ
と
な
る
に
、
近
世
人
は
、
た
ゞ
多
き
こ
と
と
心
得
て
、

「
い
く
千
世
」
な
ど
い
ふ
を
、
千
世
の
数
多
き
事
に
定
め
て
よ

む
は
、
ひ
が
ご
と
也
。「
い
く
千
世
」
と
い
ふ
は
、
千
世
の
数

の
知
れ
ざ
る
を
、
い
く
ら
ば
か
り
の
千
世
ぞ
、
と
問フ

意
な
る
を

や
。

「
上
下
の
趣
」
は
、
文
脈
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
て
に
を
は
の
は

こ
び
」
は
、
ど
ん
な
助
詞
が
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

続
く
記
述
は
、
そ
の
「
て
に
を
は
」
の
具
体
例
で
あ
る
。

但
し
「
い
く
千
世
も
」
な
ど
い
へ
ば
、
も
に
て
数
の
多
き
意
に

な
る
を
、
も
と
い
は
で
は
、
其
意
に
は
な
り
が
た
し
。
こ
は
今

の
世
に
も
い
ふ
平
語
に
て
も
よ
く
分
れ
た
る
こ
と
ぞ
か
し
。
た

と
へ
ば
日
の
数
を
い
は
む
に
、「
い
く
か
も
」
と
い
へ
ば
、
日

を
重
ね
て
多
き
こ
と
に
な
る
を
、
も
と
い
は
ず
、
た
ゞ
「
い
く

か
」
と
の
み
に
て
は
、
其
数
の
知
れ
ぬ
を
、
疑
ひ
て
と
ふ
詞
に

あ
ら
ず
や
。

「
も
」
が
つ
く
と
数
の
多
さ
を
意
味
す
る
こ
と
は
、「
今
の
世
」
の

「
平
語
」、
す
な
わ
ち
宣
長
時
代
の
日
常
語
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い

う
。「
い
く
か
も
」
は
全
称
、
現
代
語
の
「
何
日
も
」
に
あ
た
る
こ

と
、
先
に
『
国
語
学
大
辞
典
』
の
記
述
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

結
論
は
次
の
一
文
で
あ
る
。

こ
れ
を
以
て
す
べ
て
い
く
と
い
ふ
言
の
つ
か
ひ
ざ
ま
を
こ
ゝ
ろ

え
わ
く
べ
し
。

こ
の
条
に
の
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
疑
問
表
現
の
用
法
を

わ
き
ま
え
よ
、
と
宣
長
は
い
う
の
で
あ
る
。

和
歌
の
実
例

宣
長
は
歌
の
実
例
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
う
考
え
る
べ
き

か
、
わ
た
し
は
悩
ん
だ
。
歌
に
は
掛
詞
や
縁
語
な
ど
技
巧
を
こ
ら
す

し
、
音
数
律
の
制
約
に
よ
る
省
略
も
多
く
、
疑
問
詞
の
係
り
と
そ
れ

の
受
け
な
ど
は
曖
昧
模
糊
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
の

和
歌
は
、
わ
た
し
の
読
み
な
れ
な
い
世
界
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
に
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
選
び
、
手
始
め

に
八
代
集
を
読
ん
で
み
た
。
そ
し
て
詞
花
和
歌
集
で
和
泉
式
部
の
歌

に
出
あ
っ
た
（
表
記
に
は
少
し
手
を
加
え
る
）。
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幾
か
へ
り
つ
ら
し
と
人
を
み
熊
野
の
う
ら
め
し
な
が
ら
恋
し
か

る
ら
ん

「
幾
か
へ
り
」
の
下
に
「
も
」
が
ほ
し
い
と
直
感
し
た
が
、
作
者
は

こ
れ
で
理
解
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
だ
ろ
う
。
校
注
者
に
よ
る
大

意
で
は
、
初
句
に
相
当
す
る
部
分
を
「
繰
り
返
し
」
と
し
て
い
る
。

「
幾
か
へ
り
も
」
の
意
で
解
し
た
の
で
あ
る
。
他
の
注
釈
、『
詞
花
和

歌
集
全
釈
』（
笠
間
書
院　

1983
）
に
は
「
何
度
も
」、
和
歌
文
学
大

系
本
（
明
治
書
院　

2006

）
の
注
に
は
「
何
回
も
」
と
あ
る
。
い
ず
れ

も
「
も
」
を
補
っ
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

続
け
て
、
同
大
系
の
『
近
世
歌
文
集　
上
』
に
見
い
だ
し
た
山
名

光
豊
の
歌
を
ひ
く
。

い
く
と
ま
り
ね
ぬ
夜
も
さ
す
が
旅
な
れ
て
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
夢

も
は
か
な
し

江
戸
の
尼
僧
了
然
が
諸
家
の
歌
を
集
め
て
あ
み
、
戸
田
茂
睡
に
託
し

た
『
若
む
ら
さ
き
』
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
校
注
者
の
解
に
は
「
旅

に
出
て
幾
夜
か
過
ぎ
た
。
云
々
」
と
あ
る
。

幕
臣
石
野
廣
通
が
江
戸
堂
上
派
武
家
歌
人
の
作
を
集
め
た
『
霞
関

集
』
か
ら
も
磯
田
正
隆
の
一
首
。

い
く
千
里
民
の
と
ゞ
ま
る
所
得
て
都
し
め
た
る
国
の
ひ
さ
し
き

校
注
者
の
解
に
は
「
幾
千
と
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
里
の
云
々
」
と
あ

る
。
宣
長
の
考
え
で
は
、「
い
く
千
里
も
の
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
い
く
」
以
外
の
疑
問
詞
の
例
と
し
て
、『
近
世
歌
文
集　
下
』
か

ら
、
宣
長
の
論
敵
・
上
田
秋
成
の
「
藤つ

づ
ら簍
冊ぶ

子み 

一
」（1805

刊
）
の

歌
を
ひ
く
。

春
の
野
の
鵙も

ず

の
草
ぐ
き
誰
見
ね
ど
お
ど
ろ
き
顔
に
鶯
の
な
く

校
注
者
は
第
三
句
の
大
意
を
「
誰
の
目
に
も
と
ま
ら
な
い
が
」
と
し

て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
こ
の
た
ぐ
い
な
ら
古
今
集
に
も
あ
る
こ

と
を
思
い
出
し
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
、
巻

第
四
・
秋
上
の
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
で
あ
る
。

昨
日
こ
そ
さ
な
へ
と
り
し
か
い
つ
の
間
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風

の
吹
く
（172

）

第
三
句
以
下
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
大
意
は
、「
い
っ
た
い

い
つ
の
間
に
、
稲
葉
が
そ
よ
そ
よ
と
そ
よ
い
で
、
こ
ん
な
に
秋
風
が

吹
く
の
か
。」
と
あ
る
。
傍
線
で
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
末
尾
に
「
か
」

を
補
っ
て
い
る
。

多
く
の
注
釈
者
は
無
頓
着
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
唯
一
、
全
対
訳

日
本
古
典
新
書
の
『
古
今
和
歌
集
』（
創
英
社　

1980

）
の
片
桐
洋
一

さ
ん
の
、「
い
つ
の
間
に
」
に
関
す
る
注
が
あ
る
。

一
四
〇
の
よ
う
に
「
ら
む
」
と
呼
応
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
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も
「
ら
む
」
は
な
く
て
も
、
あ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
訳
し
た
。

一
四
〇
の
歌
は
「
い
つ
の
間
に
五
月
来
ぬ
ら
む
あ
し
ひ
き
の
山や

ま

郭ほ
と
と
ぎ
す公
今
ぞ
鳴
く
な
る
」
で
あ
る
。

以
上
、
い
ず
れ
も
和
歌
の
句
末
に
あ
っ
て
、
字
余
り
を
さ
け
る
た

め
に
助
詞
「
か
」「
も
」
が
略
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宣
長
の
苦
言

は
至
極
も
っ
と
も
だ
が
、
和
歌
で
は
音
数
律
の
制
約
の
た
め
に
、
時

お
り
か
か
る
破
格
が
生
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

文
人
の
実
例

日
常
の
話
し
こ
と
ば
で
注
意
力
が
散
漫
な
と
き
は
、
小
さ
な
誤
用

は
誰
に
も
ど
こ
で
で
も
起
こ
る
。
そ
の
実
例
は
無
数
に
あ
る
と
い
え

る
が
、
文
筆
を
な
り
わ
い
と
し
た
三
人
の
散
文
の
例
を
借
り
る
。

そ
れ
は
私
の
四
十
何
年
の
内
面
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
つ

て
ゐ
る
も
の
だ
つ
た
が
、（
幸
田
文
「
れ
ん
ず
」
岩
波
書
店
版
全
集　

一　

p.402

）

こ
れ
は
、
冒
頭
の
節
に
ひ
い
た
、
辛
坊
治
郎
さ
ん
の
「
何
百
人
」
と

同
じ
で
、「
か
」
を
補
う
か
、「
数
十
年
」
に
差
し
か
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。先

に
「
幾
分
」
に
注
目
し
た
と
き
、
こ
れ
が
音
訓
交
雑
の
語
で
あ

る
こ
と
に
言
及
し
た
。
こ
の
類
は
「
い
く
日
・
い
く
人
・
い
く
晩
」、

「
な
に
分
・
な
ん
回
・
な
ん
遍
」
な
ど
多
く
あ
る
が
、
近
代
に
成
立

し
た
も
の
が
多
い
。
よ
ほ
ど
古
い
も
の
で
も
院
政
期
以
後
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
は
、
辞
書
の
記
述
も
「
も
」
の
有
無
に
関
心
を
払
わ
な
い

こ
と
が
多
い
。
次
な
ど
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
か
。

ぬ
い
は
そ
の
菊
枕
を
幾
日
が
か
り
で
丁
寧
に
作
り
上
げ
た
。

（
松
本
清
張
「
菊
枕　
ぬ
い
女
略
歴
」
文
藝
春
秋
版
全
集
35　

p.141

）

「
数
日
が
か
り
」
の
つ
も
り
で
用
い
た
に
違
い
な
い
の
で
、
著
者
は
、

こ
こ
で
の
あ
げ
つ
ら
い
に
は
故
障
を
言
い
た
て
る
か
も
し
れ
な
い
。

か
か
る
概
数
表
現
に
あ
ま
り
意
を
用
い
な
い
作
家
も
あ
る
。「
幾
」

「
何
」
を
無
造
作
に
用
い
る
作
家
の
実
例
を
あ
げ
る
。

「
で
も
、
何
十
年
ぶ
り
に
声
聞
く
わ
け
で
し
ょ
、
少
し
懐
し
い

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」（
向
田
邦
子
「
車
中
の
皆
様
」
文
春
文
庫

『
父
の
詫
び
状
』p.121

）

私
は
三
十
何
年
前
の
遠
い
記
憶
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
嬉
し

さ
よ
り
、
そ
ち
ら
の
方
の
重
さ
と
大
き
さ
に
打
た
れ
て
い
た
。

（
同
「
続
・
ツ
ル
チ
ッ
ク
」
講
談
社
文
庫
『
眠
る
盃
』p.59

）

ど
こ
と
な
く
テ
レ
臭
く
て
、
口
に
出
さ
な
い
ま
ま
で
三
十
幾
年

が
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。（
同
「
中
野
の
ラ
イ
オ
ン
」
同
書p.214

）

右
の
諸
例
は
、
著
者
も
編
集
者
も
校
閲
者
も
大
様
な
語
の
使
用
を
良

し
と
し
た
結
果
だ
ろ
う
か
。
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せ
め
て
同
一
の
文
脈
や
ペ
イ
ジ
で
は
齟
齬
せ
ぬ
よ
う
に
し
た
い
、

わ
た
し
は
い
つ
も
そ
う
心
し
て
文
章
を
か
い
て
い
る
。
他
の
人
た
ち

も
同
様
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
た
ま
に
齟
齬
が
露
呈
す
る
の
だ
か

ら
こ
わ
い
。
ご
く
近
接
し
て
出
現
し
た
実
例
二
つ
が
た
ま
た
ま
目
に

つ
い
た
。

大
自
然
の
知
恵
と
い
え
ば
、
羽
仁
さ
ん
の
本
に
シ
マ
ウ
マ
や
ウ

シ
カ
モ
シ
カ
の
大
移
動
の
話
が
あ
っ
た
。
何
千
、
何
万
の
大
群

が
季
節
ご
と
に
移
動
し
、
何
万
キ
ロ
も
の
旅
を
続
け
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
。（「
天
声
人
語
」『
朝
日
新
聞
』1980.7.31

）

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
も
文
楽
も
何
百
年
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。

今
、
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
A
K
B
48
に
い
く
ら
客
が
入
っ

て
も
、
何
百
年
も
の
間
に
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
や
近
松
を
愛
し
た

客
に
比
べ
れ
ば
、
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。（
作
家
某
氏
『
図
書
』

岩
波
書
店　

2012.8　

p.34

）

接
辞
〈
超
〉
の
こ
と

か
つ
て
「
言
語
時
評
・
二
」
と
し
て
「
重
言
〈
過
半
数
を
超
え

る
〉
の
論
理
」（『
成
城
文
藝
』185　

2003.3

）
を
か
い
た
と
き
、
原
稿

を
よ
ん
で
く
れ
た
編
集
委
員
の
南
保
輔
さ
ん
か
ら
注
意
と
教
示
を
う

け
た
。

タ
リ
バ
ン
に
対
す
る
米
国
の
軍
事
行
動
に
関
す
る
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社

の
輿
論
調
査
結
果
の
報
道
で
、
日
本
放
送
協
会
の
テ
レ
ビ
画
面
に

「
半
数
超
が
支
持
」
の
文
字
が
あ
っ
た
。「
半
数
」
と
「
過
半
数
」
を

同
義
に
用
い
る
こ
の
協
会
は
、
新
し
い
語
が
必
要
に
な
っ
て
作
っ
た

の
が
「
半
数
超
」
で
、
体
重
別
階
級
制
を
と
る
運
動
競
技
の
「
○
○

キ
ロ
グ
ラ
ム
超
級
」
の
表
現
を
ま
ね
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
し
た
旨

を
か
い
た
の
で
あ
っ
た
。

南
さ
ん
の
教
示
に
よ
る
と
、
基
準
の
数
を
X
エ
ッ
ク
スと
す
る
と
、
日
本
語

の
「
X
以
上
」
は
「
X
」
を
含
む
が
、
英
語
の“

m
ore than X”

は
「
X
」
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
を
厳
密
に
表
現
す
る
た
め
に
、
基
準

の
数
を
含
ま
な
い
こ
と
を
「
超
」
で
表
現
す
る
の
だ
と
い
う
。

な
る
ほ
ど
、
重
量
制
を
と
る
運
動
競
技
の
選
手
た
ち
は
過
酷
な
体

重
管
理
に
努
め
る
。
一
グ
ラ
ム
の
差
で
も
重
大
な
結
果
に
繫
が
る
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
百
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
差
が

あ
っ
て
い
い
。
デ
ジ
タ
ル
式
の
計
測
機
械
で
は
そ
の
差
が
容
易
に
判

別
で
き
る
。
今
、
男
子
の
国
際
柔
道
で
は
、「
軽
重
量
級
」
を
百
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
下
、
最
も
重
い
「
重
量
級
」
を
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
超
と
し
て

い
る
。

わ
た
し
は
前
述
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
「
超
」
の
意
味
を
し
っ
た

の
だ
が
、
こ
の
件
に
ふ
れ
て
い
る
国
語
辞
書
は
多
く
な
い
。『
岩
波
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国
語
辞
典
』
第
七
版
・『
大
辞
泉
』
第
二
版
は
、「
超
お
も
し
ろ
い
」

な
ど
を
俗
語
と
し
て
記
述
す
る
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
接
頭
辞
用

法
で
あ
る
。『
広
辞
苑
』
第
六
版
は
、「（
接
尾
語
的
に
）」
と
し
て
用

例
「
一
万
人
超
」
を
あ
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
少
し
詳
し
い
の
は
『
三

省
堂
国
語
辞
典
』
第
七
版
（2014

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
そ
の

由
来
に
は
言
及
し
な
い
。

わ
た
し
の
見
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
は
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』

（2002

初
版
）
だ
け
が
そ
れ
に
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
造
語
成

分
と
し
て
、
①
に
「
超
過
・
超
音
波
・
超
満
員
」
を
掲
げ
、
補
足
と

し
て
「
▽
「
五
〇
人
超
」
は
基
準
の
数
値
を
含
ま
な
い
で
そ
れ
以

上
、
す
な
わ
ち
、
五
一
以
上
の
意
。」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
す
な
わ

ち
接
尾
辞
用
法
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
で
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
に
二
三
グ
ラ

ム
の
増
減
が
あ
っ
て
も
、「
以
上
」
か
「
超
」
か
、「
以
下
」
か
「
未

満
」
か
と
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
上
皿
天
秤
で
計

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
概
数
表
現
、
い
ず
れ
も
「
約
一
キ
ロ

グ
ラ
ム
」
で
い
い
。
そ
れ
に
、
わ
た
し
は
こ
の
「
～
超
」
が
嫌
い
で

あ
る
。
元
来
、
漢
語
の
造
語
成
分
と
し
て
「
超
特
急
」
な
ど
接
頭
辞

と
し
て
機
能
し
た
語
な
の
で
、
新
た
に
接
尾
辞
の
用
法
も
担
わ
せ
る

の
は
落
ち
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

概
数
表
現
の
実
際

朝
日
新
聞
の
【
バ
リ
で
飛
行
機
／
海
に
突
っ
込
む
】
と
い
う
一
段

記
事
の
副
題
は
「
50
人
超
け
が
」
で
あ
っ
た
（2013.4.14

）。
本
文
に

は
「
地
元
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
50
人
以
上
が
負
傷
し
た
と
い
う
。」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
以
上
」
と
「
超
」
が
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
河
北
新
報
配
信
の
【
大
震
災
・
揺
れ
の
犠
牲
90
人
超　

宮
城
・

山
形
・
福
島
な
ど
1
都
8
県
】（YA

H
O
O

 ! JA
PA

N

　

2013.5.17

）
の

本
文
に
は
、「
少
な
く
と
も
90
人
以
上
を
数
え
る
云
々
」
と
あ
る
。

右
の
二
例
に
つ
い
て
推
測
す
る
に
、
見
出
し
で
は
字
数
を
一
つ
節

約
す
る
た
め
に
「
超
」
を
用
い
、
本
文
で
は
そ
の
必
要
が
な
い
の

で
、「
以
上
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
新
聞
が
よ
く
用
い
る

手
段
で
、
わ
た
し
は
い
ろ
い
ろ
な
表
現
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。

こ
の
逆
に
な
っ
た
も
の
は
み
て
い
な
い
。

本
文
に
あ
る
「
超
」
の
例
を
少
し
み
る
。
朝
日
新
聞
の
編
集
委
員

の
署
名
入
り
記
事
「
ザ
・
コ
ラ
ム
」
の
本
文
に
、
中
国
残
留
邦
人
の

帰
国
希
望
者
「
2
千
人
超
が
帰
国
」
し
た
と
あ
る
（2013.6.2

）。【
バ

ス
ク
武
装
組
織
／
武
器
放
棄
を
開
始
】と
い
う
記
事
に
は「
8
0
0
0

人
超
の
命
を
奪
っ
た
」
と
あ
る
（2014.2.22

）。
こ
の
た
ぐ
い
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
連
載
記
事
「「
危
機
」
後
の
世
界
経
済
」
の
8

「
中
国
の
憂
鬱
」（2014.3.16

）
に
は
、「
13
日
の
米
ダ
ウ
工
業
株
平
均
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は
2
3
0
㌦
超
下
落
。
翌
14
日
の
日
経
平
均
株
価
も
一
時
5
0
0

円
以
上
、
下
が
っ
た
。」
と
あ
っ
た
。
こ
こ
の
使
い
わ
け
が
、
わ
た

し
に
は
理
解
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、「
超
下
落
」
を
一
語
と
し

て
よ
ん
で
し
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
が
、
柔
道
の
階
級
を
重
量
に
よ
っ

て
厳
密
に
わ
け
る
よ
う
な
「
超
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

も
っ
た
い
ぶ
り
の
よ
う
も
に
み
え
る
。
文
筆
で
く
ら
す
人
は
、「
超
」

と
「
以
上
」
の
違
い
は
勿
論
、「
強
」「
余
」「
余
り
」
の
表
現
効
果

の
違
い
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
う
と
、「
約
」「
ほ

ど
」「
ば
か
り
」「
く
ら
い
」
な
ど
を
使
い
わ
け
る
力
も
養
う
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
近
年
、
こ
れ
ら
を
な
ん
で
も
「
く
ら
い
」
で
済
ま

す
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
語
力
の
弱
体
化
で
は
な
い

か
。「
台
風
は
今
夜
、
紀
伊
半
島
く
ら
い
を
通
過
す
る
で
し
ょ
う
」

と
い
う
台
風
情
報
を
耳
に
し
た
こ
と
さ
え
あ
る
。

お
お
よ
そ
な
ら
ぬ
概
数

概
数
表
現
の
は
ず
が
、
概
数
す
な
わ
ち
「
お
お
よ
そ
の
数
」
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

共
同
通
信
配
信
の“

47 N
E
W
S”

（2014.2.27

）
に
み
た
記
事
の
、

題
と
本
文
の
一
部
で
あ
る
。

【
老
朽
橋
6
万
超
、
5
年
以
内
補
修
必
要　

国
交
省
推
計
、
自

治
体
道
路
10
％
】

イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策
の
一
環
と
し
て
国
土
交
通
省
が2014

年
度
か
ら
導
入
す
る
統
一
基
準
で
、
自
治
体
管
理
の
道
路
橋
約

65
万
カ
所
を
点
検
し
た
場
合
約
10
％
に
当
た
る
約
6
万
5
千
カ

所
で
5
年
以
内
に
補
修
な
ど
の
対
策
が
必
要
（
以
下
略
）

本
文
に
「
約
6
万
5
千
カ
所
」
と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
標
題
に
は

「
6
万
超
」
と
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
六
万
五
千
は
六
万
と
七
万

の
ち
ょ
う
ど
中
間
値
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
6
万
超
」
と
か
く
感
覚
が

わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
六
万
五
千
は
四
捨
五
入
す
る
と
七
万

な
の
だ
か
ら
、「
七
万
弱
」
で
も
い
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

こ
れ
を
か
い
た
人
た
ち
に
は
概
数
と
い
う
観
念
が
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。

報
道
の
表
現
に
限
っ
て
実
例
を
集
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

音
声
表
現
は
正
確
に
書
き
と
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
文
字
表
現

に
偏
る
の
で
あ
る
。

朝
日
新
聞
に
【
中
国
貴
州
省
で
／
数
千
人
が
暴
動
】（2011.8.14

）

と
題
す
る
報
道
が
あ
っ
た
。
そ
の
本
文
に
は
「
数
千
人
以
上
が
集
ま

り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
見
出
し
に
用
い
る
べ
き
「
以
上
」
の

二
字
を
倹
約
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
既
に
概
数
で
あ
る
「
数
千
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人
」
に
、
さ
ら
に
概
数
を
意
味
す
る
「
以
上
」
を
加
え
て
表
現
す
る

意
図
が
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。【
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
】

に
関
す
る
記
事
（2009.11.29

）
に
三
井
造
船
の
運
搬
事
業
を
報
じ
て
、

「
液
化
す
る
に
は
零
下
1
6
2
度
に
冷
や
す
製
造
施
設
が
必
要
で
、

建
設
費
は
数
千
億
円
以
上
と
い
う
。」
が
あ
っ
た
。
こ
ん
な
雲
を
つ

か
む
よ
う
な
数
値
で
は
、
工
事
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
も
描
き
よ
う
が
な

い
だ
ろ
う
。

概
数
を
分
母
に
す
る
表
現
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
同
紙
の
岐

阜
県
の
ペ
イ
ジ
に
、【
性
同
一
性
障
害　

数
千
人
に

マ
マ1

人
】（2014.3.23

）

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
本
文
に
も
同
一
の
表
記
が
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
病
気
の
実
態
は
な
か
な
か
把
握
し
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う

と
思
う
。
そ
れ
な
ら
そ
れ
な
り
に
、
語
の
選
択
に
つ
い
て
、
細
心
の

配
慮
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
十
音
図

―
概
数
余
論

か
つ
て
大
学
の
教
壇
で
国
語
学
概
論
を
講
じ
て
い
る
あ
い
だ
、
現

行
の
「
五
十
音
図
」
は
「
五
十
の
音
の
図
」
で
は
な
い
こ
と
を
学
生

に
よ
く
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
代
日
本
語
で
は
、
ワ
行
の
「
を
」
は
ア
行
の
「
お
」
と

同
音
で
あ
る
こ
と
が
普
通
な
の
で
、
音
図
と
し
て
は
「
を
」
は
余
分

な
文
字
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヤ
行
の
「
い
・
え
」、
ワ
行
の
「
い
・

う
・
え
・
を
」
を
削
る
と
四
十
四
音
、「
ん
」
を
加
え
て
も
四
十
五

音
に
し
か
な
ら
な
い
。
本
気
で
音
図
を
め
ざ
す
な
ら
、
小
字
で
か
か

れ
る
特
殊
音
「
っ
」
も
別
置
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
四
十
六
音

ど
ま
り
で
あ
る
。

文
字
表
を
め
ざ
す
な
ら
、
助
詞
専
用
の
「
を
」
も
別
置
す
る
必
要

が
あ
る
。
す
る
と
、
四
十
七
字
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
促
音
「
っ
」

は
発
音
の
準
備
を
し
た
ま
ま
音
を
発
し
な
い
時
間
を
表
わ
す
、
極
め

て
特
殊
な
文
字
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
を
し
な
い
。
さ
ら

に
一
般
に
外
来
語
の
表
記
に
用
い
る
長
音
符
「
ー
」
も
必
要
だ
ろ

う
。
か
く
て
、
ふ
つ
う
目
に
す
る
五
十
音
図
は
中
途
半
端
な
も
の
な

の
で
あ
る
。

「
五
十
音
図
」
の
名
は
契
沖
の
『
和わ

字じ

正し
ょ
う

濫ら
ん

鈔し
ょ
う』（1695

）
に
始

ま
る
。
こ
れ
と
て
も
、
イ
・
ウ
・
エ
に
重
複
が
あ
り
、「
ン
」
は
な

い
。
契
沖
が
意
図
し
た
の
は
、
五
段
十
行
、
す
な
わ
ち
「
5
×
10
」

の
構
造
で
あ
り
、
五
十
は
概
数
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
名
称
と
し
て

表
記
す
る
な
ら
、「
五
十
音
図
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
、
一
の
位
の
実
数
に
は
責
任
を
も
た
な
い
表
記
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
一
の
位
に
0
を
お
い
て
、「
50
音
」
と
か
「
５
0
音
」
と
か
書

く
べ
き
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
「
五
〇
音
」
に
お
い
て
を
や
。
だ
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が
、
今
の
日
本
人
に
は
漢
数
字
の
書
け
な
い
人
が
多
く
、
こ
の
手
の

表
記
が
蔓
延
し
て
い
る
。
日
本
語
を
研
究
す
る
我
が
同
業
者
に
も
こ

う
か
く
人
が
い
る
。

現
行
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』（1998

）
に
「
学
年
別
漢
字

配
当
表
」
は
あ
る
が
、
五
十
音
図
も
、
学
習
す
べ
き
仮
名
字
母
へ
の

言
及
も
な
い
。
仮
名
文
字
の
指
導
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
知
る
べ

く
、
孫
が
昨
年
使
っ
た
一
年
生
の
国
語
教
科
書
を
送
っ
て
も
ら
っ

た
。『
ひ
ろ
が
る
こ
と
ば　

し
ょ
う
が
く
こ
く
ご
マ
マ1
上
』（
教
育
出
版
）

の
巻
末
に
、
折
り
込
み
の
「
ひ
ら
が
な
の　

ひ
ょ
う
」
が
あ
る
。
ヤ

行
の
「
い
」「
え
」、
ワ
行
の
「
い
」「
う
」「
え
」
が
括
弧
書
き
で
あ

り
、
十
一
行
目
に
「
ん
」
が
あ
る
。
そ
の
裏
に
は
「
か
た
か
な
の　

ひ
ょ
う
」
も
同
じ
よ
う
に
の
っ
て
い
る
。

本
稿
で
の
べ
た
数
の
表
記
に
つ
い
て
、
高
島
俊
男
さ
ん
の
論（
１
）に
触
発
さ
れ

て
、
わ
た
し
も
発
言
し
た
こ
と
が
あ
る（
２
）の
で
そ
の
標
題
を
記
す
。
高
島
さ

ん
の
著
書
は
、
い
ま
入
手
し
や
す
い
も
の
を
あ
げ
る
。

（
1
）　
「
年
は
二
八
か
二
九
か
ら
ず
」（『
本
が
好
き
、
悪
口
言
う
の
は

も
っ
と
好
き
』
文
春
文
庫
）

「
一
年
三
○
○
六
一
○
五
日
？
」（『
お
言
葉
で
す
が
…
①
』
同

右
）

（
2
）　
「
現
代
表
記
の
論
理
と
美
学
」（『
成
城
国
文
学
』
15　

1999

）

「
新
聞
醜
悪
録
続
貂

―
言
語
時
評
・
十
五
」（『
成
城
文
藝
』

200　

2007.9

）

 

（
平
成
廿
六
年
五
月
廿
一
日
小
満
）

前
稿
「
複
合
動
詞
の
森
」
の
訂
正

40
ペ
イ
ジ
下
段
三
行
め
の
「
用
例
6
」
は
「
用
例
5
」
の
誤
り
で

し
た
。
高
島
俊
男
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
訂
正
し
ま
す
。


