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一　

は
じ
め
に

か
つ
て
は
札
幌
市
内
を
広
く
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
平
岸
天

神
山
の
丘
に
、
二
つ
の
文
学
碑
が
あ
る
。

一
つ
は
、
石
川
啄
木
の
歌
碑
「
石
狩
の
都
の
外
の　

君
が
家　

林
檎
の
花
の
散
り
て
や
あ
ら
ん
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
久
保

栄
の
『
林
檎
園
日
記
』
の
第
二
幕
・（
安
倍
林
檎
園
の
娘
）
道
子

が
語
る
五
月
二
四
日
、
六
月
六
日
、
一
一
日
の
日
記
を
刻
ん
だ
碑

で
あ
る
。

そ
の
碑
に
は
、「
今
日
く
ら
い
が
も
う
満
開
で
、
乳
色
に
薄
紅

を
ぼ
か
し
た
花
が
五
輪
ず
つ
か
た
ま
っ
て
咲
く
梢
か
ら
、
甘
酸
っ

ぱ
い
匂
い
が
し
て
き
て
、
そ
こ
い
ら
い
っ
ぱ
い
に
な
る
の
を
嗅
ぐ

と
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
子
供
の
頃
、
百
人
掘
り
に
沿
っ
て
山
の

湖
水
の
ほ
う
へ
通
っ
て
い
た
ガ
タ
馬
車
の
、あ
の
ピ
ポ
ー
、ピ
ポ
ー

と
鳴
ら
し
て
通
る
笛
の
音
が
思
い
出
さ
れ
て
―
（　

略　

）」
と

刻
ま
れ
て
お
り
、
北
海
道
の
春
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

明
治
の
中
頃
、
札
幌
・
平
岸
は
、「
二
八
〇
余
町
歩
、
量
産

二
十
五
万
箱
を
数
う
林
檎
の
一
大
産
地
で
あ
っ
た
」。
―
そ
の
林

檎
園
を
舞
台
に
、
没
落
し
て
ゆ
く
戦
時
下
の
果
樹
園
経
営
者
と
そ

の
家
族
の
生
き
方
を
描
い
た
の
が
『
林
檎
園
日
記
』
で
あ
る
。

人
は
、
そ
の
中
に
埋
没
す
る
に
せ
よ
、
反
抗
す
る
に
せ
よ
、
時

代
の
環
境
か
ら
逃
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。そ
う
し
た
意
味
で
、

人
に
と
っ
て
（
時
代
）
環
境
は
常
に
『
所
与
』（
＝
受
身
）
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
時
の
流
れ
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
時
、
人
も

樹
木
も
節
々
（
ふ
し
ぶ
し
）
は
「
瘤
（
こ
ぶ
）」
と
な
り
、傷
痕
（
き

ず
）
と
な
っ
て
そ
の
痕
跡
を
残
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

絶
間
な
い
自
然
の
猛
威
と
闘
っ
た
人
と
樹
々
の
歴
史
を
物
語
る
そ

の
《
あ
か
し
》
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。『
林
檎
園
日
記
』
は

作
者
・
久
保
栄
の
そ
ん
な
思
い
が
込
め
ら
れ
た
秀
作
で
あ
る
。

私
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、
そ
れ
ま
で
の
高
校
教
師
（
国
語
科

担
当
、部
活
動
・
演
劇
部
担
当
）か
ら
、（
現
在
の
）北
翔
大
学
で『
舞

台
芸
術
』（「
戯
曲
研
究
」「
演
出
論
」「
舞
台
芸
術
概
論
」
等
）
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、年
に
数
回
「
市
民
講
座
」（
北

海
道
の
風
土
と
文
学
・
北
海
道
の
演
劇
作
品
を
読
む
）
な
る
講
座

も
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
六
年
七
月
二
七
日
・
二
八
日
、「
劇
団
・
東
京
演
劇
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
」
は
、『
林
檎
園
日
記
』（
広
渡
常
敏
演
出
）
を
札
幌

で
公
演
し
た
。
そ
の
折
、
私
は
、
そ
の
公
演
の
「
観
る
会
・
実
行

委
員
長
」
を
務
め
た
。
公
演
の
広
報
の
た
め
、
地
元
の
新
聞
社
を

訪
ね
た
私
に
、
記
者
は
、「
い
ま
さ
ら
、
久
保
栄
で
も
な
い
で
し
ょ
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う
。」
と
言
い
つ
つ
、
そ
れ
で
も
、「
久
保
栄
の
戯
曲　

再
評
価

の
動
き
＝
現
代
社
会
の
問
題　

鮮
明
に
描
写
＝
」
な
る
拙
稿
を

書
か
せ
て
く
れ
た
。（
二
〇
〇
六
年
七
月
一
二
日
）

こ
の
時
の
「
い
ま
さ
ら
、
久
保
栄
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。」
と

言
う
記
者
の
言
葉
は
、
私
に
と
っ
て
地
域
の
、
学
校
教
育
の
、
文

化
伝
承
の
あ
り
方
を
改
め
て
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。

　
二　

文
化
の
継
承
と
い
う
こ
と　
（
戯
曲
を
読
む
こ
と　

作
家

に
触
れ
る
こ
と
）

人
は
ど
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
ど
ん
な
体
験
を
し
た
か
、

そ
れ
は
、
人
の
あ
り
方
に
と
っ
て
、
と
て
も
重
い
条
件
を
付
与

す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
意
識
を
持
っ
て
そ
の
状
況
に

対
し
た
の
か
。
そ
の
体
験
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
自
己
認
識
を

形
成
し
て
い
っ
た
の
か
が
、
そ
の
人
間
の
生
き
方
に
と
っ
て
決

定
的
な
道
筋
を
敷
設
す
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
か
つ
て
、
久
保
栄
に
か
か
わ
る
人
々
、（
研
究
者
、
先

輩
た
ち
や
仲
間
た
ち
）
と
、
こ
の
第
二
幕
で
語
ら
れ
る
林
檎
の

花
が
咲
く
北
国
の
初
夏
の
一
日
、
こ
の
碑
の
前
で
『
林
檎
園
日

記
』（
第
二
幕
）
を
朗
読
す
る
会
の
お
世
話
を
（
吉
井
よ
う
子
氏
、

故
澤
田
誠
一
氏
等
と
）
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
か
ら
、

こ
の
作
品
を
「
戯
曲
」
作
品
と
し
て
「
精
読
」
し
て
（
で
き
れ

ば
立
体
化
し
、
上
演
し
て
）
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

二
〇
一
二
年
、
北
海
道
立
文
学
館
で
『
特
別
展　

戦
後
北
海
道

の
演
劇
展
』
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
折
、
北
海
道
立
文
学
館
に

は
、
約
一
一
〇
〇
点
に
及
ぶ
久
保
栄
に
関
係
す
る
資
料
が
あ
る

が
、
そ
の
資
料
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
を
選
定
し
、
公
開
す
る
仕

事
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
ま
た
、「
道
立
文
学
館

の
宝
物
＝
ひ
と
・
こ
と
・
モ
ノ
語
り
＝
」
な
る
（
久
保
に
関
す
る
）

文
章
（「
北
海
道
新
聞
」
夕
刊
二
〇
一
五
年
二
月
一
二
日
よ
り
四

回
掲
載
）
を
書
く
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
私

は
、
久
保
栄
を
も
っ
と
知
り
た
い
。
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ば

か
り
か
、
北
海
道
に
住
む
私
た
ち
、
道
民
に
も
っ
と
も
っ
と
知
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

七
〇
数
年
前
、
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
久
保
栄
は
、
村

山
知
義
・
滝
沢
修
・
八
田
元
夫
―
ら
演
劇
関
係
者
（
約
一
〇
〇
人
）

と
と
も
に
、「
治
安
維
持
法
違
反
」
で
検
挙
さ
れ
、
新
協
劇
団
・

新
築
地
劇
団
・
テ
ア
ト
ロ
社
は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。（
い
わ
ゆ
る

「
新
劇
事
件
」
で
あ
る
。）

こ
の
時
、
久
保
は
、
約
一
年
半
に
も
及
ぶ
「
取
調
べ
」「
拘
束
」

を
受
け
、
官
憲
か
ら
「
手
記
」
な
る
も
の
を
何
度
も
何
度
も
書

か
さ
れ
、「
巣
鴨
拘
置
所
」
に
送
ら
れ
る
。
そ
の
獄
中
で
七
句
と

歌
二
首
を
書
い
て
い
る
。

編
笠
を
ぬ
げ
ば
遙
け
し
夏
の
雲　
　
　
　
　
　
　
　

　

笠
越
し
の
眼
を
笠
越
し
に
見
て
涼
し

碗
も
っ
て
明
く
戸
を
待
つ
や
今
朝
の
秋

朝
寒
や
見
守
ら
れ
つ
つ
尿
（
い
ば
り
）
す
る

手
錠
か
ら
先
の
わ
が
手
の
凍
る
ほ
ど

ゆ
る
さ
れ
て
爪
切
り
い
そ
ぐ
冬
日
向

行
く
年
の
壁
を
た
た
い
て
叫
び
た
し

う
す
れ
ゆ
く
視
力
に
お
び
え
差
し
入
れ
の
魚
の
眼
玉

を
つ
か
み
喰
ら
へ
る

眼
が
見
え
ず
な
る
日
を
想
ひ
獨
房
に
そ
っ
と
按
摩
の

真
似
も
し
て
見
ぬ
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こ
れ
ら
の
句
・
歌
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
私
は
、
井
上
理

恵
（
よ
し
え
）
氏
の
い
う

「
体
験
は
、
体
験
し
な
か
っ
た
人
と
出
会
い
、
語
ら
れ
、
討
論

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
体
験
者
に
と
っ
て
も
非
体
験

者
に
と
っ
て
も
、
真
に
体
験
と
し
て
生
き
始
め
る
」（「
ド
ラ
マ
解

読
」
井
上
理
恵　

社
会
評
論
社
、
二
四
四
頁
）
と
い
う
言
葉
を
想

起
し
た
。

つ
ま
り
、
久
保
栄
の
こ
の
句
や
歌
は
、
二
一
世
紀
の
現
代
社
会

に
生
き
る
私
達
や
未
来
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、（
日
中
戦
争

に
突
入
す
る
）
当
時
の
、
久
保
の
生
々
し
い
、
壮
絶
な
（
獄
中
）

体
験
を
実
に
リ
ア
ル
な
体
験
と
し
て
、（「
日
本
国
憲
法
」（
第
九
条
）

改
憲
や
日
本
の
立
憲
主
義
、
国
民
主
権
が
国
民
に
問
わ
れ
て
い
る

現
在
の
）
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
戦
争
が
肯
定
さ
れ
、
推
進
さ
れ
て
い
た
時
代

に
生
き
た
人
々
の
体
験
と
出
会
う
機
会
を
、（
七
〇
数
年
後
の
）今
、

私
た
ち
に
（
実
に
リ
ア
ル
な
か
た
ち
と
し
て
）
与
え
て
く
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
三
〇
日
。
新
宿
書
店
か
ら
「『
火

山
灰
地
』
久
保
栄
」
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
出
版
に
よ
っ
て
、
日

本
の
新
劇
の
名
作
『
火
山
灰
地
』
を
二
一
世
紀
に
生
き
る
私
達
は
、

か
ろ
う
じ
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
巻
末
に
は
、
編
集
に
携
わ
り
、
年
譜
・
解
題
・
解
説
を
書

い
た
井
上
理
恵
氏
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
説
で
井

上
氏
は
、『
火
山
灰
地
』
を
《
い
ま
》
読
み
直
す
―
―
戯
曲
を
読
む
、

古
典
作
品
を
読
み
な
お
す
―
―
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

「（
現
代
社
会
で
）
若
者
が
抱
え
る
将
来
へ
の
不
安
は
『（
雨
宮
）

徹
』
が
表
現
し
て
い
る
し
、
彼
が
引
き
起
こ
し
た
レ
イ
プ
事
件
の

解
決
方
法
へ
の
疑
問
や
問
題
提
起
は
も
ち
ろ
ん
、
若
い
娘
の
結
婚

観
や
恋
愛
観
を
探
っ
た
り
、
炭
焼
き
や
農
民
の
行
動
か
ら
労
働
の

意
味
を
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
私
た
ち
は
な
ん
と
な
く
働
い
て

い
る
が
、
働
く
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
生
命
の
維
持
と
再
生
産
に

つ
な
が
る
わ
け
だ
か
ら
、そ
れ
を
考
え
直
す
チ
ャ
ン
ス
に
も
な
る
。

そ
し
て
現
在
は
何
ゆ
え
労
働
運
動
が
下
火
で
あ
る
の
か
、
組
合
と

は
、
反
体
制
運
動
と
は
何
な
の
か
、
現
在
の
市
民
運
動
と
は
ど
う

違
う
の
か
―
―
等
々
、
視
野
を
広
げ
る
の
も
い
い
だ
ろ
う
。
権
力

（
学
問
と
体
制
の
癒
着
）
と
の
闘
い
を
挑
む
『
雨
宮
（
聡
）』
の
姿

か
ら
、
学
問
と
は
何
か
、
科
学
と
は
何
か
、
権
力
と
は
何
か
を
検

討
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
発
展
す
れ
ば
題
材
は
十
二
分
に
活

用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
地
主
へ
の
仕
返
し
を
企
て
る
『（
駒
井
）

ツ
タ
』
の
姿
は
、
女
性
が
社
会
で
生
き
る
こ
と
を
再
度
考
え
さ
せ

る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
し
、
戦
争
と
若
者
の
命
の
交
換
の
問

題
、こ
れ
は
現
在
全
世
界
の
人
々
が
直
面
し
て
い
る
重
大
問
題
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
（『
火
山
灰
地
』
を
通
じ
て
）《
我
が
事
と
し
て
考
え

ら
れ
れ
ば
》
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。（　

略　

）」
と
言
う
。

ま
た
、（『
火
山
灰
地
』
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
）「
芸
術

作
品
を
享
受
す
る
新
し
い
方
法
を
考
え
出
す
こ
と
だ
。
そ
れ
が
新

し
い
世
紀
に
生
き
る
人
々
に
手
渡
さ
れ
た
久
保
栄
か
ら
の
宿
題
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
火
山
灰
地
』
が
新
し
い
世
紀
を
生
き
る

人
々
に
命
を
吹
き
込
ま
れ
て
再
生
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
」
と

言
う
。（
新
宿
書
房
『
火
山
灰
地
』
四
〇
八
頁
、
四
〇
九
頁
）

前
記
し
た
様
に
、『
林
檎
園
日
記
』
は
、一
九
四
〇
年
八
月
に
「
治

安
維
持
法
違
反
」
で
検
挙
さ
れ
、
拘
留
、
観
察
処
分
に
処
せ
ら
れ
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た
久
保
栄
の
「
大
東
亜
理
念
に
対
す
る
私
の
無
力
な
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
の
記
念
品
の
一
つ
」（『
林
檎
園
日
記
』の
あ
と
が
き
）で
も
あ
る
。

そ
の
「
戯
曲
」
に
込
め
ら
れ
た
久
保
栄
の
『
思
い
』
を
、
出
来
れ

ば
そ
の
『
核
心
』
を
、「
戯
曲
」
を
「
戯
曲
」
と
し
て
読
み
取
り
、

立
体
化
（
上
演
）
す
る
中
で
探
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

三　

久
保
栄
と
『
林
檎
園
日
記
』　
（
そ
の
構
想
と
執
筆
に
つ
い

て
・
戦
時
下
の
久
保
）

①	

『
林
檎
園
日
記
』
は
、
戦
時
中
に＜

構
想
さ
れ＞

少
し

ず
つ＜

執
筆
さ
れ
た＞

。
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
中
完

成
説
と
も
言
え
る
見
解
が
、
長
い
間
、
取
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、『
林
檎
園
日
記
』（
角
川
文
庫
版
）
の
巻
末
に
収
載
さ

れ
て
い
る「『
林
檎
園
日
記
』を
書
く
ま
で
」の
中
で（
久
保
の
）「
あ

る
日
は
『
林
檎
園
日
記
』
の
、
あ
る
日
は
『
小
山
内
薫
』
の
下
書

き
を
、
そ
れ
も
も
う
二
年
越
し
絶
対
安
静
の
ま
ま
で
臥
て
い
る
吉

田
隆
子
の
看
病
を
し
な
が
ら
、
す
こ
し
づ
つ
書
い
て
い
っ
た
の
で

す
」
と
い
う
文
言
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
は
た
し
て
、
当
時
の
久
保
に
と
っ
て
、
物
理
的
に
も
精

神
的
に
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
―
―
こ
の
こ
と

を
ま
ず
探
求
し
て
み
た
い
。

「
治
安
維
持
法
違
反
」
で
検
挙
さ
れ
、約
一
年
半
に
も
及
ぶ
「
取

調
べ
」「
拘
束
」
を
受
け
、
官
憲
か
ら
「
手
記
」
な
る
も
の
を
何

度
も
何
度
も
書
か
さ
れ
、「
巣
鴨
拘
置
所
」
に
送
ら
れ
た
こ
と
は

前
述
し
た
が
、当
時
、久
保
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
、『
林

檎
園
日
記
』（
角
川
文
庫
版
）
の
巻
末
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「『
林

檎
園
日
記
』
を
書
く
ま
で
」
を
精
読
し
な
が
ら
、
他
の
資
料
（
日

記
な
ど
）
を
も
加
味
さ
せ
、
当
時
の
久
保
の
置
か
れ
た
状
況
を
も

う
少
し
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

久
保
は
、
同
書
で
「
太
平
洋
戦
争
の
開
始
を
獄
中
で
知
っ
た
時

の
気
持
ち
を
、
私
は
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。」
と
書
き
、

「
伝
染
病
に
か
か
り
、
一
時
、
避
病
院＜

マ
マ＞

に
、
は
ひ
っ
て
ゐ
た

り
し
た
た
め
、
仲
間
よ
り
調
べ
が
遅
れ
て
私
の
予
審
が
始
ま
っ
た

の
は
、（
一
九
四
一
年
）
一
二
月
の
六
日
で
し
た
が
、（　

略　

）

一
日
置
い
た
八
日
の
朝
、（　

略　

）
調
べ
室
に
出
て
間
も
な
く
、

東
條
首
相
の
演
説
が
一
一
時
半
に
あ
る
か
ら
、
全
員
ラ
ジ
オ
の
前

に
集
ま
る
や
う
に
と
、
廷
丁
が
予
審
判
事
に
伝
へ
に
来
て
、
仮
下

げ
（
裁
判
を
中
断
し
、
自
分
の
部
屋
に
い
っ
た
ん
戻
る
こ
と
）
と

な
り
、
司
法
官
特
有
の
表
情
を
し
た
人
た
ち
が
、
流
れ
を
作
っ
て

廊
下
を
一
つ
方
向
へ
向
か
ふ
な
か
を
、
護
衛
の
つ
い
た
編
笠
姿
の

自
分
だ
け
が
肩
を
す
ぼ
め
な
が
ら
逆
に
歩
い
て
階
下
の
房
に
お

り
、（　

略　

）
午
後
、
呼
び
出
さ
れ
て
、
宣
戦
布
告
の
あ
っ
た

こ
と
と
、
裁
判
の
結
果
が
予
測
を
ゆ
る
さ
な
く
な
っ
た
こ
と
と
を

聞
か
さ
れ
、（　

略　

）
帰
り
着
い
た
獨
房
の
闇
の
中
で
、＜

か

う
い
ふ
烈
し
い
転
換
の
な
か
に
立
つ
個
人
の
力
の
小
さ
さ
を
、
ど

う
し
て
も
自
嘲
し
た
く
な
る
気
も
ち
と
私
は
闘
っ
て
ゐ
た＞

の
で

し
た
」
と
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
戦
争
が
烈
し
く
な
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
久
保

等
に
対
す
る
「
監
視
の
目
」
も
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
、「
東
京

空
襲
か
ら
ミ
ッ
ド
ウ
エ
ー
海
戦
、
第
一
次
第
二
次
ソ
ロ
モ
ン
沖
の

海
戦
の
頃
、
わ
れ
わ
れ
の
第
一
審
が
行
な
は
れ
、
村
山
（
知
義
）

が
六
年
、
千
田
（
是
也
）
と
僕
が
五
年
と
い
っ
た
工
合
の
厳
し
い

求
刑
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
松
尾
（
哲
次
）
と
中
村
（
栄
二
）
の
加

は
っ
た
五
人
だ
け
が
第
二
審
に
残
り
、
あ
と
は
執
行
猶
予
に
な
る
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と
い
ふ
や
う
な
中
で
」「
と
も
か
く
（『
フ
ア
ウ
ス
ト
』＜

マ
マ＞

の
）

翻
訳
を
し
終
え
て
本
屋
に
届
け
、
幸
ひ
に
許
可
番
号
も
取
れ
た
の

で
す
が
、
印
刷
の
都
合
な
ど
で
手
間
取
っ
て
ゐ
る
う
ち
に
今
度
は

＜

出
版
社
の
は
う
が
解
散
を
命
じ
ら
れ＞

て
」し
ま
う
状
況
が（
日

常
生
活
に
）
現
出
し
、

「
秋
か
ら
は
B

29
が
東
京
の
空
に
も
来
る
よ
う
に
な
り
、
―
―

何
し
ろ
寝
た
き
り
の
病
人
を
抱
え
て
ゐ
ま
す
の
で
、朝
起
き
る
と
、

い
つ
サ
イ
レ
ン
が
鳴
っ
て
も
い
い
や
う
に
、
き
ち
ん
と
防
空
服
装

を
整
へ
て
机
に
向
か
う
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
東
京
の
西
南
部
か

ら
ね
ら
は
れ
る
時
な
ぞ
は
、
警
報
が
出
て
病
人
に
手
当
て
を
し
て

や
り
、
避
難
の
身
支
度
を
さ
せ
て
い
る
う
ち
に
、
も
う
砲
弾
が
聞

こ
え
出
す
―
―
」
と
、（
一
日
を
ま
と
も
に
送
る
こ
と
さ
え
ま
ま

成
ら
な
い
状
況
を
）
書
い
て
い
る
。

更
に
、（
首
都
・
東
京
の
空
襲
が
激
し
く
な
る
と
）
東
京
保
護

観
察
所
か
ら
「
戦
局
も
益
々
緊
迫
（　

略　

）
敵
機
の
皇
土
を
侵

す
こ
と
す
で
に
数
回
に
及
び
（　

略　

）
身
近
に
爆
弾
落
下
す
る

や
も
知
ら
ざ
れ
る
状
態
、
被
害
の
模
様
（　

略　

）
立
ち
退
き
な

ど
が
あ
る
場
合
、
立
退
き
先
、
至
急
一
報
被
下
度
候
」
な
る
（
表

面
上
は
「
心
配
」
を
装
い
、
内
実
は
「
厳
密
な
監
視
」
で
あ
る
）

文
書
を
（
再
三
）
受
け
取
り
、
そ
の
状
況
の
報
告
を
、
度
々
催
促

さ
れ
る
日
常
生
活
で
あ
る
。

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
八
月
に
は
、
保
護
観
察
所
長
・
栗

谷
四
郎
よ
り
、
宇
治
山
田
市
（
宇
治
橋
畔
、
神
都
道
場
）
で
開
催

さ
れ
る
（
二
泊
三
日
に
及
ぶ
）「
聖
地
思
想
錬
成
講
習
会
」
の
（
強

制
的
参
加
の
）
お
知
ら
せ
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

は（
同
じ
く「
治
安
維
持
法
」で
検
挙
さ
れ
た
演
劇
関
係
者
の
）「
村

山
知
義
、
他
九
名
の
連
名
」
で
「
こ
の
度
、
私
共
の
為
に
《
思
想

錬
成
会
》
を
開
い
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
―
―
こ
の
度
も

一
人
の
欠
席
者
も
な
く
全
員
打
揃
っ
て
是
非
参
加
致
し
た
く
存
じ

ま
す
。
―
―
久
保
殿
（
も
）
―
―
」
と
の
（
出
席
参
加
を
要
請
す

る
＝
強
要
と
も
と
れ
る
・「
仲
間
」
か
ら
の
）
文
書
も
添
付
さ
れ

て
い
る
始
末
で
あ
る
。

そ
の
主
旨
は
「
芸
能
文
化
部
門
の
従
事
者
に
対
し
、
皇
国
史
観

に
基
づ
く
思
想
錬
成
を
実
施
し
、
国
体
と
日
本
精
神
に
徹
し
芸
能

に
負
荷
せ
ら
れ
た
る
国
家
使
命
の
達
成
に
粉
骨
挺
身
せ
し
め
ん
と

す
る
」
た
め
に
、
で
あ
る
。（
北
海
道
立
文
学
館　

久
保
栄
資
料

K
S
1
0
4
7　

参
照
）

②　

当
時
の
一
般
市
民
が
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に

目
を
転
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

哲
学
者
・
古
在
由
重
（
こ
ざ
い
よ
し
し
げ
）
は
、
一
九
四
四
年

の
元
旦
の
日
記
に
「
世
界
を
あ
げ
て
の
大
戦
争
の
さ
な
か
に
お
け

る
新
年
の
初
め
だ
。
家
々
に
は
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど

も
、人
の
足
音
も
き
こ
え
ず
、世
間
は
ひ
っ
そ
り
し
ず
ま
り
か
え
っ

て
い
る
。
こ
の
あ
た
ら
し
い
年
、
世
界
に
は
大
き
な
変
動
が
起
こ

り
、日
本
も
ま
た
内
外
と
も
に
あ
わ
た
だ
し
さ
を
加
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
身
、
家
族
の
上
に
何
事
が
お
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。」
と
記

し
て
い
る
。

「
太
平
洋
戦
争
は
三
年
目
を
迎
え
、
空
に
海
に
、
そ
し
て
陸
に
、

手
ひ
ど
い
敗
北
を
い
く
た
び
も
重
ね
、
事
態
は
手
の
つ
け
ら
れ
な

い
ほ
ど
に
悪
化
し
て
い
た
。
国
民
生
活
の
窮
乏
は
目
に
余
る
ほ
ど

で
あ
る
。

物
資
は
政
府
の
管
理
下
に
入
っ
て
い
た
が
、
絶
対
量
が
少
な
い

た
め
に
、
配
給
制
度
が
し
か
れ
、
衣
料
が
切
符
制
に
な
っ
た
の
は
、
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一
九
四
二
年
二
月
一
日
か
ら
で
、
年
齢
・
性
別
・
職
業
の
別
な
く
、

都
市
で
は
一
人
当
た
り
年
間
一
〇
〇
点
、
郡
部
で
は
八
〇
点
。
そ

の
点
数
の
範
囲
内
で
、
衣
料
生
活
を
賄
う
こ
と
が
国
民
一
人
一
人

の
義
務
と
な
っ
た
。
背
広
上
下
五
〇
点
、ワ
イ
シ
ャ
ツ
が
一
二
点
、

パ
ン
ツ
四
点
、
靴
下
二
点
、
作
業
服
が
二
四
点
、
一
〇
〇
点
で
は

日
常
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
か
な
わ
ぬ
相
談
で
あ
る
。（
一

般
庶
民
は
）「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
、
勝
つ
ま
で
は
」「
足
ら
ぬ
足
ら

ぬ
は
工
夫
が
足
ら
ぬ
」
の
標
語
を
絶
え
ず
口
に
し
な
が
ら
―
―
で

あ
る
。」

「（
東
京
）
都
民
が
腹
を
す
か
し
な
が
ら
も
三
度
の
食
事
を
と
れ

た
の
も
前
年
一
〇
月
ま
で
で
、
こ
の
時
か
ら
主
食
は
も
と
よ
り
、

肉
も
野
菜
も
魚
も
、
嗜
好
品
も
、
す
べ
て
が
配
給
制
に
な
り
、
と

た
ん
に
店
頭
か
ら
消
え
た
。配
給
は
隣
組
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

隣
組
に
よ
る
一
括
購
入
、
隣
組
長
の
許
可
の
い
る
配
給
通
帳
制
、

国
民
生
活
の
中
の
下
部
組
織
の
目
が
急
に
光
は
じ
め
、
流
通
機
構

が
少
数
の
人
に
よ
っ
て
握
ら
れ
た
た
め
、
か
え
っ
て
物
資
の
偏
在

は
深
刻
に
な
っ
た
。

一
方
、日
本
の
官
憲
は
、あ
ら
ゆ
る
反
政
府
・
反
軍
の
考
え
方
を
、

反
戦
ま
た
は
厭
戦
の
表
わ
れ
と
し
て
弾
圧
を
し
、《
厳
し
い
監
視

下
に
置
き
、
日
常
行
動
す
ら
容
易
で
は
な
く
な
り
、
戦
争
の
真

実
を
語
る
こ
と
な
ど
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、「
造
言
飛

語
」（
憲
兵
隊
）
あ
る
い
は
「
不
穏
言
動
」（
警
察
）
の
用
語
の
も

と
、
言
論
は
統
制
さ
れ
厳
し
く
摘
発
さ
れ
た
。》（
憲
兵
資
料
部
の

資
料
に
よ
れ
ば
）
憲
兵
隊
は
、
民
間
の
隣
組
や
翼
賛
壮
年
団
の
中

に
「
憲
兵
連
絡
者
」
と
い
う
名
の
「
協
力
者
」
を
組
織
し
、
徹
底

的
に
反
戦
反
軍
の
言
論
を
圧
迫
し
た
と
い
う
。
昭
和
一
九
年
の
一

年
間
に
、
憲
兵
隊
が
不
法
言
動
と
し
て
扱
っ
た
も
の
、
六
二
三
三

件
に
及
び
、
理
由
な
く
し
て
と
ら
わ
れ
た
も
の
は
数
知
れ
な
い
と

い
っ
て
い
い
。《
親
し
い
隣
の
も
の
が
い
つ
密
告
者
に
変
わ
る
か
》、

《
誰
も
が
誰
を
も
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。》
の
で
あ
る
。」

（『
原
爆
が
落
ち
た
日
』
半
島
一
利
・
湯
川
豊　

P
H
P
文
庫

　

七
四
、七
五
、一
〇
六
、一
〇
七
、一
一
三
頁
）

こ
う
し
た
中
で
久
保
栄
は
、「
お
の
づ
と
胸
に
浮
か
ん
で
き
た

の
は
、
何
と
か
し
て
筆
を
よ
ご
さ
ず
に
、
こ
こ
何
年
か
の
嵐
を
や

り
す
ご
さ
う
。
し
か
も
、
そ
の
期
間
を
、
仕
事
の
う
え
で
空
白
に

す
ま
い
と
い
ふ
、た
だ
一
つ
の
願
ひ
で
し
た
。」
と
書
き
、ま
た
「
当

時
の
情
勢
か
ら
す
る
と
、
今
度
書
く
も
の
が
或
は
絶
筆
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
も
し
ま
し
た
」
と
書
い
て

い
る　
（『
林
檎
園
日
記
』（
角
川
文
庫　

復
刻
版
）「『
林
檎
園
日
記
』

を
書
く
ま
で
」
一
八
二
、一
八
三
頁
）

こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、（
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
）
久
保
は
、「
一

番
手
が
つ
け
や
す
く
も
あ
っ
た
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
第
一
部
の
台
本

を
推
敲
し
、
訳
し
残
し
た
部
分
を
補
っ
て
本
に
ま
と
め
る
仕
事
」

と
『
小
山
内
薫
』
を
執
筆
す
る
。（『
林
檎
園
日
記
』
も
同
時
に
書

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）

『
林
檎
園
日
記
』
に
絞
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

久
保
は
、「（（
敗
戦
の
日
）
こ
の
日
ま
で
に
「『
小
山
内
薫
』
の

は
う
は
、
最
期
の
一
章
を
残
し
て
、
ほ
ぼ
定
稿
が
出
来
上
が
っ
て

い
た
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「『
林
檎
園
』
は
不
完

全
な
下
書
き
を
よ
そ
に
預
け
た
ま
ま
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
と
い

ふ
の
は
、《
状
勢
が
こ
こ
に
来
る
以
前
》
に
、《
反
ナ
チ
や
厭
戦
を

主
題
の
一
部
と
す
る
や
う
な
》
戯
曲
を
、《
セ
リ
フ
の
隅
々
ま
で

か
っ
ち
り
書
き
き
る
》
こ
と
も
出
来
か
ね
ま
し
た
し
、《
う
っ
か



12特集　久保栄没後六〇年記念　　　　　　
「林檎園日記」上演、演出にあたって

り
手
元
に
置
い
て
お
く
と
、
何
か
の
と
き
に
証
拠
品
に
さ
れ
さ
う

で
あ
っ
た
》
り
し
す
る
か
ら
な
の
で
す
が
、　

―
―
（　

略　

）」

と
書
い
て
い
る
。

久
保
の
死
後
（
一
九
五
八
年
・
昭
和
三
三
年
）、
村
山
知
義
は
、

座
談
会
等
で
、「
久
保
は
（
す
べ
て
に
お
い
て
）『
臆
病
だ
っ
た
』」

と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
羽
仁
五
郎
や
武
谷
三
男
や
星
野

芳
郎
な
ど
は
「
細
心
の
人
」
と
い
い
「
周
到
な
人
」
と
い
い
「
慎

重
だ
っ
た
」
と
い
う
。

私
（
森
）
は
、
冒
頭
で
、
埋
没
す
る
に
せ
よ
、
反
抗
す
る
に
せ

よ
、（
人
は
）そ
の
時
代
の
環
境
か
ら
逃
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
、人
に
と
っ
て
（
時
代
）
環
境
は
常
に
『
所
与
』

で
あ
る
。

と
述
べ
た
。
久
保
栄
が
「
臆
病
だ
っ
た
」
の
か
、「
細
心
だ
っ
た
」

「
周
到
だ
っ
た
の
か
」
の
か
、あ
る
い
は
「
慎
重
だ
っ
た
の
か
」
は
、

時
代
の
環
境
が
、
こ
と
さ
ら
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
こ
と
は
、
肯
け
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
前
述
の
様
な
状
況
の
中
で
、「
手
元
に
置

い
て
お
く
と
、
証
拠
品
に
さ
れ
そ
う
な
」
原
稿
を
《
託
す
人
》、

厳
し
い
監
視
体
制
（
＝
「
拘
留
中
」
は
他
人
と
の
接
見
が
禁
止
さ

れ
、
書
類
授
受
の
禁
止
。
そ
の
後
も
「
思
想
犯
保
護
観
察
法
」
第

三
条
に
よ
り
保
護
観
察
処
分
を
受
け
―
―
厳
し
い
監
視
の
も
と
に

あ
っ
た
久
保
に
と
っ
て
）
人
と
《
会
う
こ
と
》
も
ま
ま
な
ら
ぬ
時
、

（
原
稿
を
）《
託
す
行
動
》
が
本
当
に
取
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
―

―
こ
の
よ
う
に
、
久
保
が
置
か
れ
た
当
時
の
生
活
の
諸
事
情
・
状

況
を
加
味
し
て
考
察
し
て
み
る
と
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
（『
林

檎
園
日
記
』
の
）「
戦
中
完
成
説
」
と
も
言
え
る
見
解
を
私
（
森
）

も
、
疑
っ
て
見
る
必
要
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

③　

さ
て
、
久
保
は
『
林
檎
園
日
記
』
初
演
当
時
（
一
九
四
七

年
・
昭
和
二
二
年
）
の
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
書
い
て
い
る
。

「
太
平
洋
戦
争
に
な
っ
て
間
も
な
い
四
一
年
の
暮
れ
に
、（　

略

　

）
当
分
は
《
世
に
隠
れ
て
も
の
を
書
く
》
よ
り
仕
方
が
な
さ
さ

う
に
思
へ
た
の
で
、
家
庭
に
も
寝
た
切
り
の
病
人
を
抱
へ
な
ぞ
し

て
、
わ
づ
か
に
語
学
力
の
切
り
売
り
で
、
そ
の
日
を
凌
ぎ
な
が
ら

戯
曲
、
ロ
マ
ン
、
評
論
、
翻
訳
、
な
ど
、
手
に
お
よ
ぶ
範
囲
の
仕

事
の
計
画
を
進
め
た
な
か
の
一
つ
が
、
こ
の
作
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
後
日
に
そ
な
え
る
意
味
で
は
、
私
の
場
合
、
戯
曲
か
ら
先
に

仕
上
げ
る
と
よ
か
っ
た
の
だ
ら
う
が
、戦
争
の
結
果
に
つ
い
て
も
、

ま
だ
お
ほ
よ
そ
の
見
当
し
か
つ
か
な
い
う
ち
に
、《
か
う
い
ふ
性

質
の
作
品
を
、
セ
リ
フ
の
隅
々
ま
で
か
っ
ち
り
書
き
き
る
こ
と
は

出
来
に
く
か
っ
た
し
》、
第
一
、
書
く
に
し
た
が
っ
て
、
草
稿
を

他
の
場
所
に
移
し
て
置
く
と
い
ふ
や
ふ
な
配
慮
も
必
要
だ
っ
た
の

で
、
終
戦
の
時
に
は
、
フ
ア
ウ
ス
ト
第
一
部
の
改
訳
や
小
山
内
薫

の
評
伝
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
ゐ
た
の
に
、
肝
心
の
戯
曲
が
《
未

完
成
の
ま
ま
に
残
っ
た
》
の
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

四　
『
林
檎
園
日
記
』
初
演
と
「
不
評
」
に
つ
い
て

久
保
に
と
っ
て
の
戦
後
第
一
作
「
林
檎
園
日
記
」
は
、（
演
劇

関
係
者
・
文
化
人
に
は
）「
不
評
」
で
あ
っ
た
。
い
や
、
不
評
と

言
う
よ
り
は
「
不
評
の
う
ち
に
《
葬
り
去
ら
れ
た
》」
と
言
わ
れ

て
い
る
。（「
林
檎
園
日
記
」
の
復
権　
『
久
保
栄
の
世
界
』
井
上

理
恵　

社
会
評
論
社
二
一
六
頁
）

大
笹
吉
雄
氏
は
、（
初
演
を
観
劇
し
た
「
久
住
良
三
」
の
劇
評

や
「
飯
田
俊
一
」
の
劇
評
は
）『
林
檎
園
日
記
』
が
戦
中
に
書
き
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つ
づ
け
ら
れ
、「
一
応
の
完
成
を
見
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て

い
る
。
ま
た
、
懸
賞
に
応
募
し
よ
う
と
し
、
思
い
直
し
て
原
稿
を

焼
く
「
信
胤
」
の
姿
に
、
久
保
栄
の
自
己
投
影
を
見
る
の
も
当
時

か
ら
の
《
定
評
だ
っ
た
》
と
言
っ
て
い
い
。」「
―
―
だ
が
、
そ
れ

ら
に
疑
問
を
呈
し
、『
林
檎
園
日
記
』
は
《
戦
後
に
書
か
れ
》、
信

胤
に
は
別
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
論
じ
た
の
が
井
上
理
恵
の「『
林

檎
園
日
記
』論
」（『
久
保
栄
の
世
界
』収
載
）で
、こ
の
論
考
は《
か

な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
》。《
作
品
お
よ
び
作
家
に
つ
い
て

も
再
考
の
余
地
が
ま
だ
あ
る
》」
と
述
べ
て
い
る
。

（「
日
本
現
代
演
劇
史　

昭
和
戦
後
篇
Ⅰ　

第
二
章　

三
越
劇

場
の
位
置　

二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
と
東
芸
の
『
林
檎
園
日
記
』」

三
一
八
頁
よ
り
）

　
井
上
理
恵
氏
の
見
解
を
引
用
し
た
い
。「（「
林
檎
園
日
記
」
の

失
敗
に
つ
い
て
）
か
つ
て
小
宮
山
量
平
氏
は
敗
戦
と
い
う
未
曽
有

の
混
乱
の
中
で
『
評
者
と
作
者
の
微
妙
な
食
い
ち
が
い
』
が
生
じ

た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
作
者
と
作
品
が
背
負
っ
た
『
不
幸
』

を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
が
、（
小
宮
山
）
氏

の
言
わ
れ
る
『
微
妙
な
食
い
ち
が
い
』
と
言
う
指
摘
の
底
に
は
、

既
に
『
林
檎
園
日
記
』
が
戦
中
に
お
い
て
『
一
応
の
草
稿
』
が
出

来
上
が
っ
て
い
た
と
み
る
一
般
的
な
認
識
が
あ
る
。（　

略　

）

つ
ま
り
、《
一
九
四
二
年
の
頃
に
『
一
応
の
草
稿
』
が
完
成
》
さ
れ
、

戦
後
《
若
干
の
補
筆
改
訂
の
上
、
上
演
さ
れ
た
も
の
》
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
、
戦
後
と
言
う
《
時
代
状
況
を
背
景
と
し
た
観
客
の

側
の
意
識
と
戦
中
の
久
保
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
断

層
が
介
在
し
た
》
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
宮

山
氏
が
「
作
者
と
作
品
が
背
負
っ
た
『
不
幸
』」
を
招
来
せ
し
め

た
《
原
因
》
と
し
、
ま
た
、
当
時
の
多
く
の
評
者
が
『
林
檎
園
日

記
』
公
演
《
失
敗
の
原
因
》
と
し
た
、
言
わ
ば
戦
中
完
成
説
に
は

い
さ
さ
か
疑
点
が
多
い
。（　

略　

）
戦
中
、
構
想
を
練
り
、
断

片
的
に
筆
を
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
作
品
は
到
底
戦
時
下
に

は
完
成
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。と
は
い
え
、

小
宮
山
氏
と
は
違
っ
た
意
味
で
こ
の
作
品
は
《
不
幸
》
で
あ
っ
た
。

《
作
品
自
体
に
内
在
す
る
問
題
性
に
で
は
な
く
》、
作
品
の
公
演
と

い
う
、《
戯
曲
の
演
劇
化
＝
舞
台
化
過
程
に
顕
在
し
た
「
外
」
的

環
境
に
》
根
底
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
『
林
檎
園
日
記
』

の
《
不
幸
》
が
あ
っ
た
。（　

略　

）『
こ
と
古
い
り
た
か
に
見
え

る
〝
政
治
と
芸
術
〟
を
め
ぐ
る
原
理
的
な
問
題
を
、
依
然
と
し
て

提
示
し
続
け
て
い
る
』（
小
笠
原
克
）
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
ゆ

え
で
あ
る
の
だ
が
『
林
檎
園
日
記
』
が
か
か
え
た
不
幸
は
、
こ
の

作
品
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
久
保
栄
の
劇
作
家
と
し
て
の
行

程
を
根
底
か
ら
規
制
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。』
―
―
と
。（「
林

檎
園
日
記
」
の
復
権　
『
久
保
栄
の
世
界
』
井
上
理
恵　

社
会
評

論
社
二
一
六
、二
一
七
頁
）

と
す
る
と
、
こ
の
作
品
が
「
い
つ
書
か
れ
た
か
」
と
い
う
問
題

だ
け
で
は
な
く
、
作
品
『
林
檎
園
日
記
』
の
本
質
に
大
き
く
か
か

わ
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
と
私
（
森
）
は
思
う
の
で
あ
る
。

　
　私

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
林
檎
園
日
記
』
を
何
度
か
声
に
出

し
て
読
み
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
、
立
体
化
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、

（
少
し
古
く
は
、
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
札
幌
市
民
劇
場
特
別
公

演　

久
保
栄
文
学
展
記
念
『
林
檎
園
日
記
』
上
演
（
演
出
・
佐
々

木
逸
郎
）
の
時
、
私
（
森
）
は
『
舞
台
監
督
助
手
（
演
出
助
手
）』

で
あ
っ
た
）
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
私
が
感
じ
た
こ
と
は
、
人
間
像

が
実
に
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
人
間
関
係
が
見
事
な
こ
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と
、静
謐
な
中
に
し
っ
か
り
と
し
た
ド
ラ
マ
が
あ
る
こ
と
な
ど
・・・

等
々
で
あ
る
。

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
私
（
森
）
が
感
じ
た
・
感
じ
て
い

た
戯
曲
『
林
檎
園
日
記
』
と
「
戦
後
の
《
定
評
》
＝
《
戦
後
、
若

干
の
補
筆
改
訂
の
上
、
上
演
さ
れ
た
も
の
》」
と
の
間
に
相
当
大

き
な
《
差
》
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

（「
山
脈
の
会
」）
塚
本
輝
子
は
、「
林
檎
園
日
記
」
と
私
―
―
と

言
う
文
章
の
中
で「
一
九
七
二
年
九
月
か
ら
五
、六
人
の
メ
ン
バ
ー

で
毎
月
一
回
の
研
究
会
で
、『
林
檎
園
日
記
』
に
つ
い
て
（
勉
強

会
を
持
っ
た
。
そ
の
席
で
）
A
は
言
う
。
劇
と
し
て
み
た
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
典
型
化
さ
れ
て
い
て
分
か
り
や
す
い
と
同
時

に
《
テ
ー
マ
が
非
常
に
今
日
的
で
あ
る
》。
と
。
ま
た
B
は
、
当

時
の
新
劇
人
、
左
翼
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
―
た
ち
の
酷
評
に
対
し

て
、
あ
え
て
ア
ジ
プ
ロ
に
し
な
い
で
デ
ッ
サ
ン
し
た
そ
の
辺
り
の

作
家
の
モ
チ
ー
フ
を
読
み
切
る
の
が
、
当
時
は
無
理
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
―
―
」と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、「（「
林
檎
園
日
記
」は
）

私
の
今
ま
で
読
ん
だ
文
学
作
品
の
範
ち
ゅ
う
に
属
さ
な
い
―
―
。

（　

略　

）
何
度
も
読
み
返
し
て
描
写
の
丁
寧
さ
に
私
は
感
心
し

た
。
丁
寧
さ
と
は
、《
林
檎
園
そ
の
も
の
と
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々

の
描
き
方
》
に
対
し
て
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
道

子
の
日
記
も
他
の
登
場
人
物
の
会
話
も
《
セ
ン
テ
ン
ス
が
長
い
》

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
言
う
。

塚
本
の
言
う
よ
う
に
《
テ
ー
マ
が
非
常
に
今
日
的
で
あ
る
》
点

や
《
林
檎
園
そ
の
も
の
と
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
の
描
き
方
》
の

点
で
。
ま
た
、（
久
保
が
言
う
）《
セ
リ
フ
の
隅
々
ま
で
か
っ
ち
り

書
き
》
切
っ
て
い
る
点
で
、
私
に
は
戦
後
に
な
っ
て
《
若
干
の
補

筆
改
訂
》
の
上
、
上
演
さ
れ
た
も
の
》
と
は
到
底
思
え
な
い
の
で

あ
る
。

（
道
子
の
）
日
記
や
（
登
場
す
る
人
物
の
）
会
話
の
セ
ン
テ
ン

ス
が
《
長
い
》
こ
と
、《
セ
リ
フ
の
隅
々
ま
で
か
っ
ち
り
書
》
か

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
な
か
な
か
「
テ
キ
ス
ト
レ
ジ
ー
」
に
苦
労
し

た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
考
察
し
た
い
。

「
日
本
の
知
識
人
と
し
て
の
久
保
栄
」
と
い
う
羽
仁
五
郎
の
文

章
が
あ
る
。（
一
九
六
一
年
『
火
山
灰
地
』
劇
団
「
民
藝
」
上
演

時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
そ
の
中
で
、

「
久
保
栄
の
一
周
忌
に
小
平
の
墓
地
に
十
数
人
が
集
ま
っ
た
と

き
、
滝
沢
修
が
獄
中
の
久
保
栄
に
つ
い
て
語
っ
た
。
牢
獄
は
人
の

自
由
を
奪
う
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
だ
れ
も
自
分
を
見
失
う
の

が
普
通
で
あ
っ
て
、
人
間
を
番
号
で
呼
ぶ
と
い
う
本
来
は
人
権
を

ま
も
る
た
め
の
方
法
が
逆
に
人
権
を
踏
み
に
じ
る
も
の
と
さ
れ
て

き
て
い
た
が
、
ナ
チ
ス
は
さ
ら
に
そ
こ
に
人
間
を
し
て
イ
デ
ン

テ
イ
テ
ト＜

マ
マ＞

を
失
わ
し
め
る
方
法
を
極
端
に
ま
で
利
用
し
た
。

そ
う
ゆ
う
中
に
あ
っ
て
、
久
保
栄
が
獄
中
に
あ
っ
て
も
自
分
を
見

失
わ
な
か
っ
た
姿
が
滝
沢
修
を
感
動
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。《
獄

中
に
あ
っ
て
も
久
保
栄
は
久
保
栄
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ

た
》
の
で
あ
る
。」
と
い
う
。

こ
の
羽
仁
の
言
葉
を
借
り
ま
で
も
な
く
、《
獄
中
に
あ
っ
て
も

（
戦
中
か
ら
敗
戦
、そ
し
て
戦
後
の
「
新
潮
流
」
の
中
に
あ
っ
て
も
）

久
保
栄
は
久
保
栄
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
》
そ
の
作
品
と

し
て
、
私
（
森
）
は
、（
戦
後
七
〇
数
年
の
い
ま
こ
そ
）
受
け
止

め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五　
『
久
保
栄
演
技
論
講
義
』
と
『
林
檎
園
日
記
』

久
保
栄
は
、
そ
の
晩
年
、
演
劇
創
造
の
第
一
線
か
ら
身
を
引
い

た
。
だ
が
、「
―
―
僕
（
久
保
）
は
、
若
い
君
た
ち
の
中
か
ら
、

ひ
と
り
で
も
ふ
た
り
で
も
い
い
、
本
当
の
役
者
に
な
っ
て
く
れ
る

人
が
出
て
く
れ
な
い
こ
と
に
は
、死
ん
で
も
し
に
切
れ
な
い
―
―
」

と
心
血
を
注
い
で
「
劇
団
民
藝
付
属
水
品
演
劇
研
究
所
」
で
若
い

演
劇
人
を
育
て
た
。

「
芝
居
は
生
身
の
人
間
が
最
後
ま
で
必
要
だ
」
だ
か
ら
「《
声
・

こ
と
ば
》
は
、（
単
に
）
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
知
識
や
情
報
を
伝
え
る

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
」「
感
情
で
あ
り
、
決
断
で
あ
り
、
意
志

で
あ
り
、
生
活
で
あ
り
、
な
に
よ
り
人
間
・
人
格
そ
の
も
の
だ
、

そ
れ
を　

≫

感
じ
と
れ≫

。」
と
の
考
え
か
ら
、
講
義
で
は
、
ノ
ー

ト
を
一
切
取
ら
せ
な
か
っ
た
と
言
う
。
講
義
中
、
ノ
ー
ト
を
取
ろ

う
と
す
る
と
久
保
は
「
○
○
君
、
私
の
眼
を
見
て
―
―
し
っ
か
り

話
を
聞
き
な
さ
い
」
と
、
厳
し
く
叱
責
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
、

受
講
す
る
若
い
俳
優
た
ち
は
、（
講
義
中
は
一
切
ノ
ー
ト
を
取
ら

ず
、
久
保
の
語
る
こ
と
ば
や
声
を
こ
こ
ろ
・
か
ら
だ
に
記
憶
さ
せ
、

焼
き
付
け
）
講
義
後
、
喫
茶
店
な
ど
別
室
に
集
い
「
久
保
先
生
は

『
こ
う
言
っ
た
』『
い
や
、
こ
う
で
は
な
い
か
』」
な
ど
講
義
内
容

を
反
芻
し
、（
そ
こ
で
）
メ
モ
や
ノ
ー
ト
を
改
め
て
取
り
出
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
持
ち
寄
り
ガ
リ
版
印
刷
に
し
、
加
筆
・
推
敲
し
、

山
田
善
靖
氏
が
編
者
代
表
と
な
っ
て
出
版
し
た
の
が
『
久
保
栄
演

技
論
講
義
』（
一
九
七
六
年
、
三
一
書
房
。
二
〇
〇
七
年
久
保
栄

死
後
五
〇
年
に
当
た
っ
て
、
影
書
房
よ
り
再
版
）
で
あ
る
。

私
（
森
）
は
、（
北
翔
大
学
の
）「
演
出
論
」「
戯
曲
研
究
」
の

授
業
で
、
こ
の
『
久
保
栄
演
技
論
講
義
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
年
）
八
月
一
七
日
、（
講
義
の
六
講
目
・

演
技
実
習
―
『
林
檎
園
日
記
』）
に
は
、
久
保
は
「
研
究
所
の
ほ

う
か
ら
は
概
論
を
や
れ
と
の
話
で
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
加
味
し

な
が
ら
、
今
学
期
は
ぼ
く
の
作
品
で
あ
る
『
林
檎
園
日
記
』
を
取

り
上
げ
、
作
品
研
究
、
演
出
研
究
を
同
時
に
進
め
な
が
ら
、
実
際

に
演
技
の
実
習
に
入
り
た
い
」。
と
、『
林
檎
園
日
記
』
を
テ
キ
ス

ト
に
し
て
い
る
。

少
し
長
く
な
る
が
、
こ
の
日
の
講
義
で
久
保
は
ど
ん
な
こ
と
を

語
っ
た
か
を
も
と
に
し
て
久
保
の
「
思
い
」
と
作
品
の
「
モ
チ
ー

フ
」
を
把
握
し
て
み
た
い
。

ま
ず
（
テ
キ
ス
ト
と
し
た
か
を
）「
僕
が
な
ぜ
、
ほ
か
な
ら
ぬ

僕
の
作
品
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
僕
た
ち
が
勉
強
の
た

め
に
取
り
上
げ
る
作
品
は
一
応
《
す
ぐ
れ
た
も
の
》
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
と
勉
強
に
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
マ

イ
ナ
ス
に
な
る
。
何
事
で
も
最
初
の
印
象
が
一
番
強
い
の
で
、
そ

れ
が
後
ま
で
残
っ
て
し
ま
う
。
外
国
の
戯
曲
に
は
す
ぐ
れ
た
戯
曲

が
あ
る
の
で
す
が
、
君
た
ち
が
劇
創
造
の
た
め
作
品
に
は
い
っ
て

い
く
場
合
、
生
活
、
環
境
、
時
代
的
に
い
っ
て
も
自
分
に
近
い
も

の
が
比
較
的
入
り
や
す
い
。（　

略　

）
生
活
様
式
の
ま
る
で
違

う
外
国
も
の
で
は
、
そ
れ
へ
の
理
解
の
不
十
分
さ
か
ら
、
単
に
映

画
か
何
か
で
見
た
し
ぐ
さ
の
物
真
似
に
お
ち
い
り
が
ち
な
の
で

す
。
生
き
た
喜
怒
哀
楽
を
得
る
た
め
に
、
環
境
が
変
わ
ら
ず
、
類

似
体
験
の
よ
り
豊
か
な
生
活
印
象
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
日
本
人

を
創
る
方
が
基
本
的
な
勉
強
に
な
り
ま
す
。
ま
た
日
本
人
を
演
じ

る
場
合
で
も
、
取
り
上
げ
た
作
品
に
つ
て
作
家
の
話
が
す
ぐ
聞
け

た
り
、
上
演
さ
れ
た
も
の
な
ら
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
た
か
を
演

出
者
に
た
ず
ね
ら
れ
る
ほ
う
が
な
お
一
層
い
い
し
、
難
解
な
個
所

な
ど
解
決
で
き
ま
す
か
ら
―
―
」
と
言
い
、
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次
に
「
僕
の
作
品
系
列
を
時
代
的
に
見
て
、
歴
史
も
の
で
は
困

り
ま
す
。《
現
代
》
と
の
相
違
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
で

ぼ
く
の
作
品
の
中
で
も
比
較
的
入
り
や
す
い
《
現
代
の
も
の
か

ら
》、『
林
檎
園
日
記
』
を
取
り
上
げ
た
の
で
す
。」
と
言
う
。

「
し
か
し
、
戦
争
中
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
現
在
と
は
時
間

的
に
言
っ
て
わ
ず
か
な
へ
だ
た
り
で
あ
る
が
、
こ
の
わ
ず
か
な
へ

だ
た
り
が
戦
後
世
代
の
君
た
ち
に
と
っ
て
は
大
変
な
問
題
に
な
る

し
、
ま
た
境
遇
的
に
言
っ
て
も
お
そ
ら
く
君
た
ち
と
は
ち
が
う
中

農
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
君
た
ち
の
生
活
を
そ
の

ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。（　

略　

）
君
た
ち
は
、

こ
れ
か
ら
芝
居
創
り
を
実
際
に
し
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
生
き
生
き

と
し
た
迫
力
を
舞
台
に
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
君
た
ち
が
映
画

を
見
て
受
け
る
迫
力
の
よ
う
な
も
の
を
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
考
え
て

い
る
の
で
は
だ
め
で
す
。
舞
台
で
は
、
生
（
な
ま
）
の
日
常
臭
を

避
け
て
、
内
的
情
緒
を
豊
か
に
し
、
そ
れ
を
詩
的
に
ま
で
高
め
、

典
型
化
し
た
も
の
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

と
言
っ
て
い
る
。

そ
し
て
「《『
林
檎
園
日
記
』
の
僕
の
創
作
上
の
テ
ー
マ
は
、
文

化
人
・
芸
術
家
の
戦
争
責
任
で
す
。》《
こ
の
テ
ー
マ
を
生
産
部
面

を
描
く
こ
と
に
関
連
を
持
た
せ
な
が
ら
書
い
て
い
っ
た
》
の
だ

が
、
生
産
部
面
を
取
り
上
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と

は
言
え
な
い
。
い
か
に
生
産
部
面
を
取
り
上
げ
て
も
、
基
本
な
く

し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
言
え
な
い
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
成
立
さ
せ
ま

せ
ん
。」（　

略　

）
と
言
い
、

「
作
家
が
作
品
を
書
く
場
合
、
世
界
観
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け

で
は
書
け
な
い
こ
と
を
前
に
い
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で
は
観
念
の

ぶ
つ
か
り
合
い
で
し
か
な
い
。
ま
た
逆
に
感
覚
の
み
で
は
生
活
の

あ
る
一
部
分
は
描
け
て
も
、《
社
会
全
体
へ
の
目
―
―
世
界
観
が

な
く
て
は
全
体
の
キ
ャ
ッ
チ
が
ふ
く
よ
か
で
な
く
、
人
物
が
偏
っ

て
し
ま
う
。》
―
―
」（　

略　

）

「
一
つ
の
作
品
を
舞
台
の
上
に
形
象
化
す
る
と
き
、《
そ
の
芝
居

に
携
わ
る
者
全
部
の
現
実
感
覚
》
を
束
ね
た
芸
術
感
覚
を
必
要
と

す
る
が
、
こ
れ
は
作
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
つ
く
れ
な
い
の
で

す
ね
。
劇
団
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
重
要
性
と
い
う
の
は
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
統
一
さ
せ
て
組
織
を
保
つ
こ
と
で
は
な
く
、
個
々
の
演
劇

感
覚
を
束
ね
た
芸
術
感
覚
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
の
で
す
。」

（　

略　

）
と
も
言
っ
て
い
る
。

さ
て
、
上
記
の
よ
う
に
久
保
栄
は
「《『
林
檎
園
日
記
』
の
僕
の

創
作
上
の
テ
ー
マ
は
、文
化
人
・
芸
術
家
の
戦
争
責
任
で
す
。》《
こ

の
テ
ー
マ
を
生
産
部
面
を
描
く
こ
と
に
関
連
を
持
た
せ
な
が
ら
書

い
て
い
っ
た
》
―
―
と
演
劇
を
志
す
厚
い
若
い
人
た
ち
に
言
い

き
っ
た
こ
と
は
、
と
て
も
重
い
こ
と
だ
と
私
（
森
）
は
思
う
。
ま

た
、
こ
の
日
の
講
義
だ
け
で
な
く
九
月
一
四
日
（
八
講
目
・
体
現

の
演
技
―
―
身
体
の
動
き
）、
一
〇
月
五
日
（
エ
チ
ュ
ー
ド
―
―

内
的
視
聴
覚
）な
ど
で
も『
林
檎
園
日
記
』を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
（『
林
檎
園
日
記
』
に
対
す
る
）《
作
者
（
＝
久

保
）
と
し
て
の
思
い
》
や
作
品
に
《
登
場
す
る
具
体
的
人
物
像
》、

《
そ
の
言
動
》
か
ら
し
て
、戦
後
で
な
け
れ
ば
決
し
て
書
け
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
林
檎
園
日
記
』
の
《
作
品
自
体
に
内
在
す
る
問
題
》
等
に
つ

い
て
も
う
少
し
考
察
し
た
い
の
だ
が
、
紙
数
の
関
係
で
次
号
に
ま

わ
し
た
い
。




