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阿
瀧

「
南
京
L

と
そ
の
問
題
点

l
l阿
曜
の
文
学
史
上
の
位
置
付
の
た
め
に
｜
｜

関

根

謙

序

阿
瀧
（
一
九

O
七
l
一
九
六
七
）
と
い
う
名
前
は
今
ま
で
の
中
国
現
代
文
学
史
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
そ
れ
は
こ
の
文
学
者
が
取
る
に
足
ら
な
い
無
能
な
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
魯
迅
の
死
の
直
後
か
ら
開
始
さ
れ
た
複
雑
な
政
治
的

文
学
的
関
係
の
な
か
で
抹
殺
さ
れ
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
阿
壌
の
代
表
作
『
南
京
』
を
取
り
上
げ
彼
の
業
績
の
一
端
を
確

認
し
た
う
え
で
、

そ
の
数
奇
な
人
生
に
つ
い
て
現
在
知
り
得
る
こ
と
を
ま
と
め
、
阿
瀧
の
文
学
史
上
の
位
置
付
け
の
基
礎
と
し
た
い
。

『
南
京
』
は
一
九
三
九
年
十
月
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
特
異
な
戦
争
文
学
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
書
が
原
題
を
『
南
京
血
祭
」
と
改
め
ら
れ

正
式
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
八
七
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
半
世
紀
を
経
て
初
め
て
日
の
目
を
見
た
の
で
あ
る
。
北
京
の
人

民
文
学
出
版
社
の
刊
行
で
あ
る
。
原
題
の
『
南
京
』
を
守
南
京
血
祭
』
と
変
え
た
の
は
、
阿
瀧
の
親
友
で
詩
人
の
緑
原
（
同
氏
に
私
は
北
京

で
直
接
お
会
い
し
助
言
を
受
け
た
）
に
よ
る
と
、
『
南
京
』
と
い
う
題
名
だ
け
で
は
単
な
る
観
光
案
内
か
地
理
書
と
間
違
え
ら
れ
そ
う
だ
つ
た

か
ら
だ
そ
う
だ
。
緑
原
は
こ
の
書
刊
行
の
際
の
編
集
委
員
で
あ
り
、
こ
の
書
の
「
序
」
は
彼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿
瀧
と
い
う
名
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前
が
、
中
国
文
壇
の
な
か
で
い
か
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
言
え
る
。
だ
が
こ
の
『
南
京
』
は
一
九
四

O
年
の

中
華
全
国
文
芸
界
抗
敵
協
会
『
抗
戦
文
芸
』
に
お
い
て
第
一
位
に
入
選
し
た
作
品
で
あ
り
、
当
時
の
文
壇
の
話
題
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
阿

様
の
作
品
と
前
後
し
て
、

日
本
軍
に
よ
る
南
京
虐
殺
事
件
を
テ

l
マ
に
し
た
作
品
が
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、
長
編
の
作
品
は
こ
れ

が
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
南
京
の
戦
い
を
中
国
人
の
立
場
か
ら
初
め
て
ま
と
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
c

阿
犠
は
中
央
軍
官
学
校
出
身

の
少
尉
小
隊
長
と
し
て
一
九
三
七
年
八
月
の
上
海
戦
に
従
軍
し
、
重
傷
を
負
っ
て
前
線
を
離
脱
し
た
後
延
安
に
渡
り
抗
日
軍
政
大
学
に
学
ん

だ
が
、
演
習
中
に
再
び
負
傷
し
西
安
で
療
養
生
活
を
送
っ
た
。
こ
の
作
品
は
療
養
中
の
西
安
で
自
ら
の
経
験
と
見
聞
を
も
と
に
書
き
上
げ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
国
民
党
と
共
産
党
の
聞
を
渡
り
歩
き
な
が
ら
作
品
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
自
体
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
意

義
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。

な
お
、
本
論
は
人
民
文
学
出
版
社
の
『
南
京
血
祭
』
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
人
民
文
学
出
版
社
の
編
集
委
員
会
は
原
作
の
書
名
を
『
南
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京
血
祭
』
と
変
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
文
面
に
お
い
て
も
編
集
委
員
会
の
判
断
で
変
え
て
あ
る
箇
所
が
あ
る
と
明
言
し
て
お
り
、
こ
れ
が
阿

楳
の
純
粋
な
原
作
と
は
言
い
き
れ
な
い
弱
点
を
持
っ
て
い
る
。

『
南
京
』
は
九
つ
の
章
と
「
尾
芦
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
三
七
年
初
冬
か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で
の
南
京
を
、
多
く
の
登
場
人

物
を
交
差
さ
せ
、
時
間
的
な
経
過
を
追
い
な
が
ら
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
次
に
各
章
の
主
な
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
。

第
一
章
・
五
小
節
か
ら
な
る
。

一
九
三
七
年
初
冬
の
南
京
。
通
信
小
隊
長
厳
龍
、
市
民
た
ち
、

あ
る
老
婆
と
そ
の
孫
、
軍
事
教
練
中
の
青

年
学
生
兵
、
仏
教
徒
鐘
玉
龍
、

ス
ラ
ム
街
の
人
々
な
ど
当
時
南
京
に
生
活
し
て
い
た
中
国
人
が
日
本
軍
の
猛
爆
撃
の
な
か
で
何
を
目
に
し
、



何
を
考
え
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
の
運
命
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
描
く
口
侵
略
者
へ
の
怒
り
を
こ
め
た
凄
惨
極
ま
り
な
い
爆
撃
の

描
写
。
文
化
と
破
壊
、
青
年
の
夢
と
犠
牲
、
宗
教
と
現
実
、
人
間
と
は
何
か
、
中
国
の
運
命
と
方
向
は
何
か
に
つ
い
て
の
阿
犠
の
思
い
。

第
二
章
・
四
小
節
か
ら
な
る
。
十
一
月
末
か
ら
十
二
月
初
め
、

日
本
軍
の
南
京
侵
入
を
目
前
に
し
南
京
か
ら
撤
退
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
市
民
の
姿
を
描
く
。
厳
龍
の
友
人
歩
兵
少
尉
衰
唐
、
憲
兵
少
尉
骨
広
栄
、
第
五
中
隊
少
尉
関
小
陶
な
ど
自
ら
の
手
で
愛
す
る
南
京
を

破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
知
識
人
出
身
の
青
年
将
校
の
悲
痛
な
思
い
。
焼
山
芋
売
り
の
寡
婦
、

一
人
暮
ら
し
の
老
女
、
私
塾
の
老

先
生
な
ど
頑
固
に
撤
退
を
拒
否
し
て
い
る
人
々
に
対
す
る
説
得
工
作
。
空
き
家
に
忍
び
こ
ん
で
盗
み
を
働
く
中
国
兵
。
青
年
将
校
ら
の
抗
日

戦
争
と
自
ら
の
犠
牲
、

お
よ
び
阿
Q
相
に
関
す
る
論
争
。

第
三
章
・
二
小
節
か
ら
な
り
、
第
一
小
節
で
は
南
京
の
地
形
と
歴
史
に
つ
い
て
美
し
く
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
現
時
点
に

お
け
る
防
御
体
制
に
つ
い
て
も
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

第
二
小
節
で
は
南
京
の
中
国
軍
の
最
高
首
脳
会
議
の
模
様
を
再
現
し
、

「
最
高
統
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帥
」
の
煽
動
的
な
演
説
か
ら
首
都
南
京
防
衛
軍
司
令
長
官
唐
生
智
が
誕
生
す
る
ま
で
と
唐
生
智
の
野
心
を
描
く
。
兵
力
や
地
形
、
防
衛
ラ
イ

ン
の
建
設
な
ど
万
全
の
準
備
を
整
え
な
が
ら
も
、
決
定
的
な
弱
点
を
内
在
し
て
い
る
防
衛
体
制
が
読
み
取
れ
る
。
と
も
か
く
、
南
京
は
防
衛

体
制
を
完
成
し
た
。

第
四
章
・
二
小
節
か
ら
な
る
。
十
二
月
五
日
の
九
華
山
守
備
隊
の
奮
戦
。
某
連
隊
歩
兵
第
二
大
隊
第
六
中
隊
隊
長
で
歴
戦
の
古
強
者
張
泊

と
付
属
重
機
関
銃
小
隊
隊
長
で
学
生
出
身
の
王
程
英
の
心
の
交
流
。
中
国
の
将
兵
の
英
雄
的
な
戦
い
ぶ
り
と
日
本
軍
の
大
部
隊
が
そ
れ
を
微

塵
に
粉
砕
し
て
い
く
凄
惨
な
戦
闘
の
様
を
力
強
く
描
く
。

第
五
章
・
二
小
節
か
ら
な
る
。
淳
化
鎮
の
王
耀
武
部
隊
砲
兵
陣
地
で
の
戦
闘
か
ら
南
京
外
側
の
防
衛
ラ
イ
ン
が
全
面
的
に
突
破
さ
れ
る
中

で
巳
む
を
得
ず
陣
地
を
放
棄
す
る
ま
で
を
描
く
。
十
二
月
七
日
の
必
死
の
防
衛
戦
で
農
民
出
身
の
砲
兵
越
仁
寿
な
ど
が
お
互
い
の
確
執
を
乗



り
越
え
て
勇
敢
に
戦
い
、
肉
弾
戦
に
お
い
て
遂
に
日
本
軍
の
陣
地
占
領
を
阻
止
し
た
。

し
か
し
、

日
本
軍
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
行
く
。

第
六
章
・
四
小
節
か
ら
な
る
。
十
二
月
九
日
、
外
側
の
防
衛
ラ
イ
ン
を
突
破
さ
れ
て
南
京
城
内
に
後
退
し
た
中
国
軍
の
状
況
。
光
華
門
の

実
唐
小
隊
長
、
紫
金
山
の
関
小
陶
少
尉
、
教
導
隊
の
〔
冊
目
広
栄
少
尉
の
奮
戦
。
浮
き
足
立
っ
た
中
国
兵
を
ま
と
め
る
努
力
と
、
間
近
に
迫
っ
た

圧
倒
的
な
日
本
軍
。

第
七
章
・
三
小
節
か
ら
な
る
。
こ
の
章
は
阿
瀧
の
戦
死
し
た
同
窓
生
黄
徳
美
な
ど
三
名
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
黄
徳
美
は
華
僑
の
知
識
人

出
身
で
あ
っ
た
。
十
二
月
十
一
日
、
牛
首
山
、
雨
花
台
の
激
戦
。
こ
こ
で
は
混
乱
し
は
じ
め
た
中
国
軍
の
姿
と
、
そ
の
な
か
で
戦
い
を
堅
持

し
た
人
々
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
。
臆
病
な
農
民
の
無
知
が
日
本
軍
を
雨
花
台
へ
導
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
と
農
民
出
身
の

中
国
兵
た
ち
の
見
境
の
な
い
敗
退
ぶ
り
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
風
土
に
根
ざ
し
た
状
況
に
対
す
る
作
者
の
痛
恨
の
思
い
と
大
混
乱
の
な
か
で

第
八
章
・
一
ニ
小
節
か
ら
な
る
。
十
二
月
十
一
日
、
十
二
日
の
南
京
城
内
の
全
面
的
な
混
乱
。
長
江
に
逃
れ
出
よ
う
と
し
て
中
山
北
路
、
新
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輝
く
戦
友
た
ち
へ
の
賛
歌
。

街
口
か
ら
抱
江
円
に
殺
到
す
る
人
々
と
そ
れ
を
阻
止
す
る
中
国
軍
守
備
兵
の
凄
惨
な
小
ぜ
り
合
い
、
軽
戦
車
ま
で
繰
り
だ
し
、
手
摺
弾
を
投

げ
付
け
て
同
胞
を
蹴
散
ら
し
逃
げ
だ
そ
う
と
す
る
中
国
軍
の
姿
。
混
乱
の
な
か
で
同
胞
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
人
々
。
長
江
渡
し
場
で
船
を
求

め
で
あ
が
く
軍
人
や
市
民
の
い
く
つ
か
の
逸
話
。
十
二
日
夜
、
憲
兵
少
財
菜
子
暢
が
小
隊
を
率
い
て
渡
江
脱
出
し
た
際
の
状
況
。
作
者
は
こ

こ
に
中
国
の
戦
争
と
中
国
人
、
中
国
軍
の
運
命
を
象
徴
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
も
張
油
、
関
小
陶
、
支
唐
な
ど
最
後
の
戦
い
を
挑
む
人
々

の
姿
も
描
か
れ
て
お
り
、
実
戦
を
経
て
大
き
く
変
化
し
た
厳
龍
の
姿
勢
に
も
触
れ
て
い
る
。

第
九
章
・
四
小
節
か
ら
な
る
。
十
二
月
十
三
日
、
南
京
の
陥
落
の
当
日
か
ら
翌
日
ま
で
の
状
況
を
四
つ
の
角
度
か
ら
描
く
。
第
一
は
日
本

に
投
降
し
た
二
人
の
兵
士
の
運
命
。
第
二
は
力
強
く
変
化
し
た
厳
龍
の
徐
州
部
隊
へ
の
戦
い
の
旅
。
第
三
は
渡
江
に
お
け
る
張
福
の
最
後
の



戦
い
と
日
本
の
小
さ
な
敗
北
。
第
四
は
死
体
処
理
場
の
老
儒
者
と
最
下
層
の
中
国
人
、
あ
る
日
本
兵
の
奇
妙
な
感
情
の
交
流
。

そ
し
て
涙
を

流
す
日
本
人
の
描
写
で
終
わ
る
。

尾
声
・
一
二
小
節
か
ら
な
る
。
脱
出
に
成
功
し
た
上
級
将
校
が
敗
残
の
中
国
兵
を
掻
き
集
め
て
撫
湖
に
進
撃
し
、
こ
れ
を
奪
還
す
る
こ
と
を

描
く
。
こ
の
寄
せ
集
め
の
軍
団
は
た
だ
怒
り
だ
け
で
集
結
し
た
の
だ
が
、
道
々
日
本
軍
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
打
ち
破
り
、
人
々
か
ら
っ
鉄
軍
」
と

呼
ば
れ
た
。
こ
う
し
て
十
二
月
八
日
に
陥
落
し
た
撫
湖
は
十
二
月
二
十
日
に
奪
還
さ
れ
た
。

こ
の
他
に
、
阿
瀧
の
「
前
4

一
日
し
（
『
南
京
血
祭
』
で
は
編
集
上
こ
れ
を
「
後
記
」
と
し
て
全
体
の
最
後
に
お
い
て
い
る
。
）
が
付
さ
れ
て
お
り
、

全
体
と
し
て
は
約
三
五

O
枚
十
四
万
字
に
お
よ
ぶ
長
編
の
作
品
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
作
品
が
い
か
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
い
。
阿
瀧
は
こ
の
「
前
一
三
一
口
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

- 81ー

述
べ
て
い
る
。
（
以
下
の
本
文
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
）

こ
こ
に
は
（
～
南
京
』
に
は
）
真
実
の
話
と
、
他
か
ら
持
っ
て
き
た
真
実
の
話
が
あ
り
、
か
な
り
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
（
報
告
文
学
）
に
似

て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
虚
構
の
物
語
も
あ
る
の
だ
。
と
り
わ
け
、
資
料
の
収
拾
が
極
め
て
困
難
で
、
真
実
の
話
は
輪
郭
だ
け
と
い

う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
、
私
が
そ
れ
に
色
を
塗
り
、
血
肉
を
つ
け
、
一
つ
の
構
想
に
ま
と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
る

で
小
説
の
方
法
だ
。
こ
う
し
て
私
は
こ
れ
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
す
る
こ
と
も
小
説
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
か
ら
阿
犠
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
自
身
か
な
り
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

作
者
の
意
図
と
し
て
は

真
実
を
伝
え
る

「

ノレ

ポ
ノレ

タ

ン
ニL
L 

に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

し
か
し
阿
楳
の
文
学
の
師
で
あ
り
、

そ
の
後
一
貫
し
て
運
命
的
な
盟
友
で

あ
っ
た
胡
風
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
を
把
握
し
、
主
観
の
激
動
の
ま
ま
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
走
ら
な
い
よ
う
に
L

と
繰
り
返
し
注
意
を
与
え



て
い
た
と
い
う
。
全
体
と
し
て
非
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
な
傾
向
が
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
あ
る

D

緑
原
は
『
南
京
血
祭
』
の

寸序し

に
お
い

て、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
少
な
く
と
も
こ
れ
（
守
南
京
」
）
は
小
説
と
も
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
も
言
え
な
い
印
象
を
人
に
与
え
る
。

こ
れ
は
怒
り
に
駆
ら
れ
た
詩
人
が
猛
烈
な
勢
い
で
筆
を
走
ら
せ
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

別
な
観
点
か
ら
言
え
ば

」
の
作
品
に
お
い

て
、
個
人
の
主
観
的
な
情
緒
が
小
説
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
を
か
な
り
抑
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

詩
人
と
し
て
の
阿
楳
に
つ
い
て
は
本
論
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
が
な
い
が
、
こ
の
指
摘
は
阿
様
の
文
学
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
複
雑
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
人
民
文
学
出
版
社
は
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
風
長
編
小
説
（
報
告
文
学
体
長
編
小
説
）
と
し
て

い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
長
編
小
説
と
し
て
み
る
こ
と
も
、
長
編
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
み
る
こ
と
も
、
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ

の
混
合
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
難
し
い
。
何
よ
り
も

一
貫
し
た
「
長
編
L

と
す
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
の
無
理
が
あ
る
と
言
え
る
。

.::?-

れ
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は
主
要
な
登
場
人
物
の
関
連
性
が
き
わ
め
て
薄
く
、
章
に
よ
っ
て
は
完
全
に
独
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
登
場
人
物
を
大
き
く
分
け
る
と
四
つ
の
群
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
厳
龍
（
第
一
、
九
章
）
亥
唐
と
骨
広
栄
（
第
二
、

八
章
）
ら
学
生
知
識
人
出
身
の
青
年
将
校
。
第
二
は
張
、
福
（
第
四
、

八
、
九
章
）
を
中
心
と
し
た
農
民
出
身
の
将
兵
。

こ
こ
に
は
佐
弟
四
、

玉
、
八
章
の
兵
隊
た
ち
が
含
ま
れ
る
。
第
三
は
描
写
は
少
な
い
も
の
の
、
中
国
軍
の
最
高
首
脳
、
上
級
将
校
（
第
三
章
）
の
群
像
で
あ
り
、
「
尾

芦
」
に
お
け
る
「
将
軍
」
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
と
見
ら
れ
る
。
第
四
は
一
般
の
市
民
農
民
の
群
像
（
第
一
、
二
、

七
、
八
、
九
章
、
尾
声
）
で
あ

る
。
阿
躍
は
中
間
的
な
人
物
や
縁
故
を
持
っ
て
き
て
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
を
結
び
付
け
る
努
力
を
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
必
然
性
が

読
み
取
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
他
に
、
独
立
性
の
強
い
章
と
し
て
第
三
、

玉
、
七
章
と
尾
声
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の

作
品
で
は
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
を
絞
り
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
「
時
間
的
経
過
」
の
観
点
か
ら

一
言
う
と
こ
れ
ら
に
若
干
の
一
貫
性
を
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
決
定
的
な
要
素
と
は
見
倣
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
作
品



は
い
く
つ
か
の
短
篇
と
中
編
の
集
合
体
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
集
合
の
結
合
剤
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
南
京
の
陥
落
」
に
対
す
る
作

者
の
怒
り
を
も
と
に
し
た
複
雑
な
思
い
で
あ
る
。
阿
瀧
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
本
で
私
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
（
あ
る
主
要
な
登
場
人
物
を
決
め
る
こ
と
）
が
で
き
な
か
っ
た
。
南
京
の
戦
い
で
は
、
一

つ
の
角
度
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
、
そ
の
全
貌
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
も
事
実
と
し
て
、
抗
日
戦

争
は
け
っ
し
て
あ
る
ひ
と
り
の
英
雄
の
業
績
で
は
な
く
、
少
数
の
人
間
の
壮
烈
な
行
為
で
も
な
い
。
そ
れ
は
全
民
族
、
中
国
人
民
全
体

の
も
の
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
将
兵
の
血
肉
の
な
か
に
内
在
す
る
も
の
な
の
だ
。
私
に
は
、
ひ
と
り
あ
る
い
は
数
人
の
英
雄
を
作
り
上

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歩
兵
も
彼
で
あ
り
、
砲
兵
も
彼
で
あ
り
、
淳
化
鎮
の
戦
い
に
も
彼
が
い
た
し
、
雨
花
台
の
戦
い
に
も
彼
が
い

て
、
渡
し
場
の
守
備
兵
に
も
、
渡
河
の
兵
士
に
も
、
そ
し
て
戦
車
と
の
肉
弾
戦
に
も
彼
が
い
た
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
は
私
の
作
品
の
情
感
を
支
離
滅
裂
に
し
て
し
ま
え
ば
い
い
の
か
。
：
：
：
そ
れ
も
で
き
な
い
！
ど
う
す
べ
き
か
。
私
は
人
物

に
よ
っ
て
小
説
の
情
感
を
一
貫
さ
せ
る
と
い
う
技
法
を
放
棄
し
、
逆
に
事
件
に
よ
っ
て
、
戦
争
に
よ
っ
て
こ
の
情
感
を
貫
い
て
、
こ
の

小
説
の
ま
と
ま
り
を
探
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
私
の
向
こ
う
見
ず
な
試
み
に
過
ぎ
な
い
。
（
阿
様
寸
前
言
L

）
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体
裁
の
面
か
ら
も
、
こ
の
一
貫
性
の
欠
如
が
か
な
り
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
第
一
と
第
三
の
群
像
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
完
全
な
「
小

説
L

で
あ
る
し
、
第
二
と
第
四
の
群
像
は
か
な
り
「
小
説
L

の
要
素
の
強
い
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
L

と
言
え
よ
う
。

し
か
し
こ
の
作
品
を
と

り
あ
え
ず
一
個
の
「
小
説
」
と
し
て
い
る
の
は
、
第
一
の
群
像
の
描
写
が
非
常
に
強
烈
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
に
作
者
の
主
要
な
情
感

が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
の
本
の
出
版
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
一
貫
性
の
欠
如
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
九
八

六
年
の
最
終
的
な
編
集
に
お
い
て
複
雑
で
困
難
な
要
素
が
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

後
に
詳
し
く
述
べ
る
が

」
れ
は
作
者
の
死
後
（
阿

様
は
一
九
六
七
年
に
獄
死
）
二

O
年
を
経
て
の
出
版
で
あ
り
、

生
前
に
こ
の
作
品
の
手
直
し
を
作
者
が
行
な
え
る
よ
う
な
状
況
で
な
か
っ
た



の
で
、
こ
の
よ
う
な
初
歩
的
な
問
題
を
解
決
で
き
な
い
ま
ま
出
版
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
群
像
の
持
つ
強

烈
な
印
象
が
原
初
的
な
ま
ま
強
引
に
一
つ
の
作
品
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
弱
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、
読
者
に
対

し
て
訴
え
掛
け
て
く
る
阿
瀧
の
思
い
は
些
か
も
損
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
私
は
二
重
の
意
味
で
作
者
阿
塙
の
無
念
を
感
じ
る
。

次
に
こ
の
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
大
き
く
作
品
全
体
に
綱
を
か
ぶ
せ
た
テ

l
マ
と
し
て
は
、
南
京
事
件
を
頂
点
と
す
る
日
本
の

侵
略
に
対
す
る
民
族
的
な
怒
り
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
は
単
純
に
日
本
の
残
虐
な
侵
略
を
告
発
し
日
本
軍
国
主
義
を
批
判
す
る
作
品

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
軍
の
残
虐
性
に
つ
い
て
は
鋭
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
作
品
は
南
京
戦
に
直
面
し
た
中
国
人
の

生
き
方
を
徹
底
的
に
描
き
、

そ
の
な
か
か
ら
明
日
の
抗
日
戦
争
の
力
を
導
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
共
合
作
が
破
れ
優
勢
な
日

本
軍
の
攻
勢
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
阿
瀧
は
中
国
の
勝
利
を
確
信
し
、
こ
の
作
品
を
通
じ
て
明
日
か
ら
の
新
た
な
戦
い
を
呼
び
掛
け
て
い
る

の
だ
。
こ
の
主
題
を
中
心
に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
群
像
に
対
し
少
し
ず
つ
違
っ
た
テ

l
マ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
の
青
年
知
識
人
の
物
語
は
、
抗
日
戦
争
の
意
義
を
前
途
あ
る
中
国
の
青
年
の
立
場
か
ら
考
え
た
も
の
で
、
自
分
の
青
春
の
す
べ
て
を

犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
勝
利
で
き
な
い
と
い
う
冷
厳
な
事
実
を
主
題
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
中
国
特
有
の
悲
観
論
や
楽
観
論
、
享
楽
主
義
や
阿

Q
主
義
を
現
実
の
も
の
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、
こ
う
い
う
一
切
の
誤
謬
が
残
虐
苛
酷
な
南
京
戦
の
な
か
で
検
証
さ
れ
、

一
人
一
人
の
青
年

が
自
ら
の
弱
点
を
の
り
越
え
、
悲
痛
な
思
い
を
心
の
奥
に
畳
み
込
ん
で
大
き
く
成
長
し
て
い
く
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
。

第
二
の
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
農
民
出
身
の
将
兵
の
物
語
で
は
、
伝
統
的
な
中
国
人
の
忌
む
べ
き
性
格
と
中
国
の
軍
隊
の
実
状
を
冷
静
に
描

き
、
、
ぎ
り
ぎ
り
の
土
壇
場
で
な
け
れ
ば
発
揮
さ
れ
な
い
中
国
人
の
物
凄
い
迫
力
を
主
題
に
し
て
い
る
。
南
京
の
戦
い
は
民
族
の
存
続
を
賭
け

た
土
壇
場
に
彼
ら
を
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、

そ
の
迫
力
の
発
揮
は
あ
ま
り
に
も
遅
く
、

む
や
み
に
多
く
の
犠
牲
を

伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
伝
統
的
な
行
動
様
式
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
後
の
力
さ
え
出
し
切
れ
ず
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
も
の
も
あ



ま
り
に
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
阿
壌
は
容
赦
な
く
こ
の
暗
黒
を
切
り
開
い
て
い
る
。

第
三
の
中
国
軍
最
高
首
脳
、
上
級
将
校
の
物
語
は
第
三
章
と
「
尾
声
L

の
二
箇
所
に
あ
る
も
の
だ
が
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
上
級
将
校
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
彼
ら
の
腐
敗
と
野
心
を
冷
や
や
か
に
描
く
も
の
で
、
後
者
は
民
族
的
な
怒
り
に
燃
え
た
将
軍
の
英
雄
／
像
が
主

題
と
な
る
。

し
か
し
こ
の
物
語
は
ペ
ー
ジ
数
も
少
な
く
唐
突
な
感
じ
が
し
て
描
写
に
失
敗
し
て
い
る
。

第
四
の
市
民
農
民
の
物
語
は
、
彼
ら
が
残
虐
な
南
京
戦
の
最
多
数
を
占
め
る
犠
牲
者
と
し
て
生
命
財
産
、

そ
し
て
夢
や
希
望
の
一
切
を
奪

わ
れ
て
い
く
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
く
つ
も
の
関
連
性
の
な
い
逸
話
の
集
成
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
「
犠
牲
L

の
真
相
を
力
を
こ
め
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
一
、
第
二
章
の
人
物
像
は
凄
ま
じ
い
迫
力
が
あ
り
、
侵
略
戦
争
の
犯
罪
性
が
作
者
の

悲
痛
な
叫
び
と
共
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
高
い
完
成
度
を
持
っ
て
い
る
。

『
南
京
b

の
概
要
は
以
上
で
あ
る
。
次
に
こ
の
作
品
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
起
し
、
阿
楳
の
文
学
の
理
解
を
深
め
た
い
。
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こ
の
作
品
の
中
か
ら
当
面
三
つ
の
問
題
を
論
じ
た
い
。

そ
れ
は
第
一
に
阿
躍
に
見
る
中
国
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
、
第
二
に
『
南
京
』
の

虚
構
性
に
つ
い
て
、
第
三
に
創
作
と
出
版
の
背
景
に
つ
い
て
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
の
阿
瀧
に
見
る
中
国
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
一
章
の
中
で
空
襲
警
報
の
サ
イ
レ
ン
音
を
描
写
し
た
次
の
よ
う
な
散
文

詩
的
と
も
言
え
る
一
節
が
あ
る
の
で
、

ま
ず
こ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

」
の
音
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
だ
。



そ
れ
は
、
吹
雪
の
日
、
飢
え
た
狼
が
食
物
を
求
め
て
吠
え
て
い
る
声
だ
。
低
く
抑
え
て
ず
っ
と
遠
く
か
ら
起
こ
り
、
そ
し
て
急
に
高

ま
り
、
大
空
を
荒
れ
狂
っ
て
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
己
れ
の
欝
屈
、
貧
禁
、
残
酷
を
あ
ら
わ
に
し
て
空
漠
た
る
原
野
に
鳴
り
渡

り
、
低
く
低
く
沈
ん
で
い
く
。
も
の
寂
し
く
絶
望
的
な
余
韻
と
瀕
死
の
苦
悩
の
鼻
音
が
、
い
つ
ま
で
も
耳
の
底
に
残
っ
て
い
る
。
し
か

し
次
の
瞬
間
、
そ
れ
は
ま
た
威
嚇
す
る
よ
う
な
響
き
を
帯
び
て
吠
え
は
じ
め
る
。
神
を
叱
責
し
、
生
命
を
叱
責
し
、
そ
し
て
一
切
を
叱

責
し
て
人
類
を
戦
傑
さ
せ
、
地
上
に
不
安
を
播
き
散
ら
す
の
だ
。

こ
の
音
は
ま
た
、
古
代
の
恐
竜
の
絶
叫
で
も
あ
る
。
地
層
が
崩
れ
た
と
き
、
あ
る
も
の
は
、
火
山
に
焼
か
れ
て
身
体
中
を
炎
に
包
ま

れ
た
。
彼
は
考
え
も
及
ば
ぬ
遠
い
所
を
目
指
し
て
、
大
き
な
岩
を
一
つ
一
つ
飛
び
越
し
て
は
逃
げ
な
が
ら
、
爪
で
自
分
を
引
き
裂
き
、

牙
で
自
分
に
噛
み
つ
い
た
。
そ
し
て
、
憂
愁
、
恐
怖
、
憤
怒
や
辛
練
な
感
情
に
惑
乱
さ
れ
て
、
真
っ
青
な
虚
無
の
大
空
に
助
け
を
乞
う

叫
び
声
を
あ
げ
た
。
あ
る
も
の
は
、
不
安
に
轟
く
海
の
波
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
打
ち
衝
け
る
よ
う
な
強
い
力
に
窒
息
さ
せ
ら
れ

な
が
ら
、
自
分
の
岸
辺
と
大
陸
を
見
つ
め
た
。
自
分
の
位
置
へ
、
今
ま
で
の
平
和
と
自
由
の
生
活
へ
戻
ろ
う
と
し
て
本
能
的
に
泳
ぎ
は

じ
め
た
が
、
水
は
そ
の
手
に
流
れ
来
て
は
た
ち
ま
ち
流
れ
去
り
、
巨
大
な
体
の
ど
こ
に
も
力
の
入
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
。
波
は
彼
よ
り

も
も
っ
と
大
き
な
拳
士
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ゴ
ム
マ
リ
の
よ
う
に
彼
を
も
て
あ
そ
ん
だ
。
空
に
投
げ
あ
げ
た
か
と
思
う
と
、
固
い
地
面
に

落
と
し
、
捉
ま
え
て
は
打
ち
、
押
さ
え
つ
け
た
。
恐
竜
の
剛
健
な
力
は
こ
こ
で
は
逆
に
疲
労
の
蓄
積
と
変
わ
り
、
そ
の
口
も
す
で
に
幾

度
も
水
中
に
没
し
た
。
も
は
や
海
に
沈
む
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
彼
は
も
う
一
度
海
面
に
首
を
突
き
出
し
、
最
期
の
芦
を
あ
げ
て

時
間
と
空
間
に
向
か
い
訴
え
か
け
た
。
世
界
は
こ
ん
な
に
平
静
に
、
こ
の
巨
大
な
生
物
が
、
世
界
の
末
日
の
到
来
以
前
に
絶
滅
し
て
い

く
の
を
眺
め
て
い
る
の
か
、
と
。
あ
る
も
の
は
、
体
に
は
何
の
災
難
も
受
け
な
か
っ
た
が
、
こ
の
変
異
に
激
し
く
怒
り
そ
の
爪
を
高
く

あ
げ
て
、
大
風
に
よ
っ
て
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
き
た
岩
と
、
地
の
裂
目
か
ら
噴
き
出
し
て
き
た
溶
岩
に
襲
い
か
か
っ
た
。
も
う
後
に
は
退

け
な
か
っ
た
し
、
退
こ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
両
目
を
血
走
ら
せ
、
荒
々
し
い
柱
状
の
熱
い
鼻
息
を
吹
き
、
鋭
い
牙
を
む
き

だ
し
て
、
や
け
に
重
い
尻
尾
を
振
り
立
て
た
。
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
格
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は

歴
史
を
、
自
分
と
仲
間
の
歴
史
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
続
け
ざ
ま
に
幾
度
も
、
大
き
く
轟
き
渡
る
雄
叫
を
あ
げ
た
。

こ
の
と
き
の
サ
イ
レ
ン
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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こ
こ
に
は
阿
瀧
の
鋭
い
現
状
認
識
が
表
れ
て
い
る
。

「
古
代
の
恐
龍
L

と
は
紛
れ
も
な
く
中
国
で
あ
り
、

長
い
歴
史
と
広
大
な
国
土
人
民

を
持
っ
た
祖
国
が
、
白
日
の
も
と
で
絶
滅
の
危
機
に
瑞
い
で
い
る
姿
を
阿
瀧
は
瀕
死
の
恐
龍
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
歴
史
の
潮

流
の
な
か
で
中
国
の
命
運
は
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
で
あ
る
が
、
や
は
り
自
分
自
身
の
手
で
「
歴
史
を
決
定
」
す
る
た
め
に
「
響
き
渡
る
雄
叫
を

あ
げ
」
ざ
る
を
得
な
い
。
自
己
の
人
間
の
証
明
と
し
て
、

こ
の
こ
と
は
絶
対
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
。

し
か
し
、

こ
の

「
雄
叫
」
が
勝
利
に
結
び
付
く
か
否
か
は
、

こ
の
一
節
の
中
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
。

い
や
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
「
古
代
の
恐

龍
L

の
絶
望
的
な
状
況
を
変
革
で
き
る
と
は
思
え
な
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
。
だ
が
ど
う
あ
っ
て
も
彼
ら
は
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
し
、
叫
び
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。
こ
の
暗
黒
の
認
識
が
阿
瀧
の
心
の
底
の
中
国
像
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
が
第
一
章
の
最

後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
絶
望
的
な
感
覚
が
全
体
を
支
配
す
る
情
緒
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。
そ
し
て
阿
瀧
の
戦
い
の
呼
び
声
は
こ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
。
阿
瀧
は
そ
の
「
前
言
L

の
冒
頭
に
お
い
て
毛
沢
東
の
「
持
久
戦
論
L

に
対
す
る
熱
狂
的
な

確
信
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

軍
事
的
要
素
あ
る
い
は
経
済
的
要
素
、
政
治
的
要
素
の
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
持
久
戦
と
い
う
こ
の
理
論
は
、
す
で
に
金
字
塔
の
よ
う

に
確
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
不
朽
性
が
あ
り
、
日
u
S
B
2
Z
5
的
偉
大
さ
が
あ
る
。
敗
北
主
義
は
消
え
残
る
霧
で
あ
り
、
こ

の
理
論
は
日
光
だ
。
敗
北
主
義
は
月
を
眺
め
て
は
晴
ぐ
牛
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
理
論
は
客
観
的
存
在
の
必
然
性
を
し
っ
か
り
と
つ
か

ん
で
い
る
。
：
：
：
勝
利
の
曙
光
は
ほ
の
か
に
中
国
の
軍
旗
を
照
ら
し
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
鉄
の
よ
う
に
有
力
な
事
実
だ
。

こ
の
勝
利
の
確
信
と
前
述
の
現
状
認
識
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
作
品
の
な
か
で
勝
利
へ
の
展
望
を
基
礎
に
描
い
て
い
る
の
は



寸
尾
声
」

だ
け
で
、

こ
の
他
の
章
段
で
は
、

目
覚
め
た
中
国
人
の
民
族
的
な
気
迫
と
第
九
章
の
日
本
人
の
倫
理
的
な
敗
北
が
、

か
す
か
に
展

望
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
寸
尾
芦
」
の
描
写
は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
上
滑
り
に
な
り
す
ぎ
説
得
力
が
な
い
。
別
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
南
京
戦
を
通
し
て
中
国
人
の
悲
痛
な
現
状
を
徹
底
的
に
描
く
部
分
は
高
く
評
価
さ
れ
る
が
、
勝
利
へ
の
方
向
は
ロ
マ
ン
チ

ツ
ク
な
夢
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
現
実
か
ら
見
い
だ
し
た
確
信
に
つ
い
て
は
、
説
得
力
の
あ
る
描
写
を
し
て
い
る
。

」
れ
は
阿
瀧
の
最
低
限
の
希
望
と
い
っ
て
も
い
い
。

つ
ま
り
、

た
と
え
ど
の
よ
う
に
残
虐
な
状
況
の
も
と
で
あ
っ
て
も
中
国
は
戦
い
を
捨
て

な
い
と
い
う
、
阿
塙
の
最
低
限
の
希
望
だ
け
は
、
悲
痛
な
現
状
の
描
写
の
隅
か
ら
光
を
読
者
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
阿
犠
文
学

の
価
値
は
、

」
の
き
わ
め
て
か
す
か
な
光
を
自
覚
し
つ
つ
、

鋭
い
現
状
認
識
に
基
づ
い
て
悲
惨
な
現
実
を
徹
底
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
あ

る
。
「
金
字
塔
L

の
よ
う
な
理
論
に
基
づ
い
て
現
実
か
ら
勝
利
の
道
を
導
き
だ
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
現
状
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か
ら
の
鋭
い
認
識
と
、
理
論
へ
の
「
確
信
」
が
当
時
の
作
者
の
な
か
に
同
時
に
存
在
し
、

し
か
も
同
じ
作
品
の
な
か
で
こ
の
ふ
た
つ
の
方
向

か
ら
の
描
写
が
関
連
性
を
持
た
ず
に
現
わ
れ
、
結
果
に
お
い
て
成
功
と
失
敗
が
は
っ
き
り
別
れ
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
と
思
う
。

第
二
の
問
題
点
は
作
品
の
虐
構
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
作
品
に
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
走
り

す
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
が
、
緑
原
の
「
序
」
に
は
こ
の
作
品
が
当
時
出
版
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
「
あ
ま
り
に
も
真
実
過
ぎ
る
し

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

同
氏
が
私
に
語
っ
て
く
れ
た
所
に
よ
る
と
、

「
あ
ま
り
に
も
真
実
過
ぎ
る
し

と
い
う
こ
と
は
、

「
戦
闘
の
場
面
や
死
体
の
状
況
な
ど
の
残
酷
さ
と
爆
撃
の
悲
惨
さ
が
、

抗
日
戦
争
を
継
続
す
る
う
え
で
中
国
人
の
戦
意
を
阻
喪
さ
せ
る
L

と

い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
評
価
の
分
裂
は
、
第
一
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
裂
し
た
評
価
が
可
能
な
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
自
体
が
一
貫
し
た
統
一
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
ク
シ

ヨ
ン
性
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
は

二
つ
の
方
向
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
第
三
の
群
像
で
あ
る
上
級
将
校
の
描



写
、
あ
る
い
は
勝
利
の
確
信
を
指
し
示
し
た
部
分
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
て
、
た
し
か
に
作
り
も
の
の

粗
雑
さ
が
見
え
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
の
問
題
の
な
か
で
明
ら
か
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
第
一
の
群
像
で
あ
る
青
年
知
識
人
の

描
写
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
か
な
り
高
度
な
小
説
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
批
判
の
対
象
に
な
り
得
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。
阿
壊
は
そ
の
『
詩
と
現
実
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
誇
張
し
た
芸
術
の
完
成
は
、
「
真
実
L

の
情
緒
を
前
提
と
し
て
初
め
て
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
芸
術
は
そ
の
反
発
作
用
と
し
て
有
効
か
っ
充
分
に
「
真
実
」
の
情
緒
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

情
緒
に
お
け
る
「
真
実
」
と
は
、
あ
る
情
緒
の
突
出
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
揚
し
て
燃
え
上
が
る
も
の
で
は
な
く
、
集
中
し
て

先
鋭
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
「
誇
張
片
論
」
よ
り
）

阿
壊
は
「
事
実
」
を
羅
列
す
る
こ
と
が

「
真
実
」
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
「
真
実
の
情
緒
」
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
に
は
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存
在
し
な
い
あ
る
人
物
を
創
造
す
る
こ
と
が
、

か
え
っ
て
南
京
戦
に
直
面
し
た
中
国
の
「
真
実
L

を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も
し
こ
の
よ
う
な
創
作
態
度
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

そ
も
そ
も
こ

の
『
南
京
』
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
批
判
が
ど
こ
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
の
か
、
現
在
私
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し

た
こ
と
が
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、

阿
瀧
は
こ
の
部
分
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
は
明
確
に
反
論
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
阿
瀧
の
こ
の

「
真
実
の
情
緒
」

と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
第
三
の
群
像
や
勝
利
の
方
向
の
描
写
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、

」

F
」

に
は
彼
の
「
真
実
」
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
寸
あ
ま
り
に
も
真
実
過
ぎ
る
」
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
阿
犠
の
み
な
ら
ず
、
良
心
的
な
中
国
の
作
家
で
あ
っ
た
な
ら
、

だ
れ
も



返
す
言
葉
が
な
か
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
完
全
に
政
治
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
文
学
論
の
範
暗
に
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
「
真

実
過
ぎ
る
」
と
い
う
批
判
は
、
阿
瀧
に
と
っ
て
は
成
功
の
裏
付
け
に
過
ぎ
ず
、
批
判
に
な
り
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
中
国
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
発
想
の
な
い
作
家
は
日
の
目
が
見
ら
れ
な
い
の
だ
。
問
題
は
阿
様
が
意
識
し
て
か
、
無
知
か
ら
か
、
こ
の

冷
厳
な
事
実
を
拒
否
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
私
は
阿
瀧
の
文
学
者
と
し
て
の
良
心
を
確
認
で
き
る
と
思
う
。

最
後
に
創
作
と
出
版
の
背
景
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

阿
様
の
前
言
に
よ
る
と
、

日
本
の
石
川
達
三
と
火
野
葦
平
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

が
、
特
に
火
野
葦
平
の
『
麦
と
兵
隊
』
が
彼
の
創
作
意
欲
を
か
き
起
て
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
阿
犠
は
日
本
人
の
鹿
地
一
日
一
、
池
田
幸
子
夫

婦
と
交
流
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
火
野
葦
平
の
新
作
の
話
を
聞
い
た
の
だ
が
、
こ
の
作
品
が
杭
州
湾
か
ら
除
州
へ
の
進
撃
を
テ
！
マ
と
し
、
十

六
万
宇
と
い
う
か
な
り
の
分
量
を
持
ち
、
作
者
が
通
信
兵
と
し
て
「
一
発
撃
つ
て
は
一
筆
書
き
継
ぐ
」
と
い
う
創
作
態
度
を
堅
持
し
て
い
た

の
だ
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
恥
じ
た
。
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と
い
う
こ
と
が
彼
を
驚
か
し
た
。
彼
は
こ
の
火
野
葦
平
の
作
品
の
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
、
こ
れ
が
「
中
国
の
作
品
と
作
者
を
凌
駕
す
る
も

私
は
恥
じ
た
。
自
分
自
身
を
、
そ
し
て
中
国
人
と
し
て
の
自
分
を
。

私
は
恥
じ
た
。
し
か
し
執
筆
者
の
立
場
か
ら
恥
じ
た
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
私
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
私
は
銃
を
持
つ
人
間
と
し
て
、
ま
だ
完
全
に
銃
を
下
ろ
し
て
い
な
い
人
間
の
立
場
か
ら
恥
じ
た
の
だ
。

そ
し
て
漸
憐
の
後
に
憤
怒
が
や
っ
て
き
た
。

私
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
「
偉
大
な
作
品
」
が
中
国
に
生
ま
れ
ず
、
日
本
に
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
そ
れ
が
抗
日
戦
争
に

生
ま
れ
ず
、
侵
略
戦
争
に
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
八
刀
量
と
創
作
態
度
の
こ
と
も
、
私
を
非
常
に
不
快
に
し
た
。

、hu】
プ

£
F
J
－

耳
・
庄
工
ム
1
・



緑
原
に
よ
る
と
阿
壌
は
『
麦
と
兵
隊
』
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
「
前
言
」

の
中
に
は
そ
の
記
述
は
な
い
。

し
か
し
い
ず
れ
に

し
で
も
、
阿
瀧
が
日
本
の
従
軍
文
学
者
の
姿
勢
か
ら
強
烈
な
刺
激
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
阿
犠
は
こ
こ
か
ら
自
己
の
創

作
の
姿
勢
を
改
め
て
確
認
し
、
単
な
る
文
学
者
と
し
て
で
は
な
く
戦
闘
を
続
け
る
人
間
と
し
て
『
南
京
』
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
執
筆
は
一
種
の
戦
闘
だ
っ
た
。
執
筆
開
始
か
ら
完
成
ま
で
二
か
月
ぐ
ら
い
し
か
か
か
っ
て
い
な
い
し
、
早
い
も
の
は
一
日
で
書
き
上

げ
て
い
る
。

こ
の
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
に
阿
犠
の
強
い
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

日
本
人
と
の
関
係
で
も
う
一
つ
指
摘
し
た
い
の
は
、

こ
の
鹿

地
、
池
田
夫
妻
と
の
親
交
や
胡
風
と
の
関
係
を
通
し
て
、
阿
犠
が
日
本
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

日
本
に
対
す
る
理
解
が
、
こ
の
作
品
に
単
純
な
日
本
攻
撃
の
「
南
京
事
件
批
判
」
と
は
違
う
性
格
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中
に

は
残
虐
な
日
本
侵
略
者
の
類
型
的
な
描
写
は
一
箇
所
も
な
い
。
阿
瀧
は
日
本
兵
の
人
間
的
な
側
面
に
注
目
し
、
倫
理
的
に
自
ら
敗
れ
て
い
く

様
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
前
年
、

一
九
三
八
年
に
文
芸
雑
誌
『
七
月
』
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
い
く
つ
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か
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
出
版
の
背
景
と
し
て
残
る
疑
問
は
、
こ
の
作
品
の
原
作
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
作
品
は
三
五

O
枚
十
四
万

字
で
あ
る
が
、
緑
原
は
原
作
が
「
三
十
万
字
」
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
阿
瀧
の
死
後
二
十
年
、
作
品
の
完
成
後
五
十
年
を
経
て
の

出
版
で
あ
る
か
ら
、
原
作
の
半
分
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
何
か
別
の
こ
と
が
そ
こ
に
は
書
か

れ
て
い
て
、

な
ん
ら
か
の
事
情
で
ど
う
し
て
も
発
表
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら

J

二
十
万
字
し

と
い
う
数
字
が
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
、

ま
だ
こ
れ
に
つ
い
て
の
明
確
な
答
え
は
な
い
。

こ
の
他
、
阿
瀧
の
文
体
と
言
葉
の
感
覚
に
つ
い
て
述
べ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
紙
数
の
都
合
で
、
次
の
機
会
に
回
す
こ
と
に
す
る
。



阿
躍
の
伝
記
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
名
誉
回
復
（
一
九
八

O
年
）
以
後
何
人
か
の
友
人
の
書
い
た
阿
瀧
に
つ
い
て
の
回
想
ぐ
ら
い
し
か

な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
と
り
あ
え
ず
、
不
明
な
点
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
阿
壌
と
い
う
文
学
者
の
横
顔
を
描
こ
う
と
思
う
。

阿
瀧
の
人
生
は
五
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は

（1
）
二

O
歳
代
前
半
の
一
九
コ
三
年
頃
ま
で
、

（2
）
二

O
歳
代
後
半
か
ら

九
三
九
年
ま
で
、

（3
）
以
後
新
中
国
成
立
ま
で
の
十
年
間
、

（

4
）
 

一
九
四
九
年
か
ら
逮
捕
さ
れ
た
一
九
五
五
年
ま
で
、

（5
）
獄
死
す
る
一

九
六
七
年
ま
で
の
十
二
年
間
、

と
い
う
五
つ
の
時
期
で
あ
る
。

（

1
）
 

は
阿
瀧
の
少
年
か
ら
青
年
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。

一
九

O
七
年
二
月
、

阿
楳
は
杭
州
郊
外
の
普
通
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
。
本
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名
は
陳
守
梅
。
陳
家
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
貧
し
い
家
庭
だ
っ
た
。
し
か
し
、
最
低
限
の
教
育
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
郷

里
で
私
塾
に
通
い
伝
統
的
な
詩
文
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
経
済
的
な
事
情
と
父
の
強
い
希
望
で
こ
の
私
塾
を
続
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
家
業
の
手
伝
い
な
ど
の
労
働
に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
阿
塘
は
こ
の
私
塾
で
伝
統
的
な
詩
の
美
し
さ
を
発
見
し
、
こ
れ
に
魅
了

さ
れ
た
。

そ
し
て
私
塾
を
辞
め
た
後
も
、
独
学
で
詩
作
の
勉
強
を
続
け
た
。
や
が
て
阿
瀧
の
故
郷
を
離
れ
る
と
き
が
く
る
。

一
九
二
五
年
、

阿
楳
十
八
歳
の
時
、
親
戚
の
紹
介
で
杭
州
の
絹
織
物
商
店
に

「
学
徒
し
と
し
て
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
学
徒
」
と
は
技
術
を

教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
年
季
奉
公
を
す
る
徒
弟
で
あ
り
、
学
生
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
彼
は
二
年
ほ
ど
仕
事
を
し
た
ら
し
い
。
し
か
し

こ
の
店
は
猛
烈
な
イ
ン
フ
レ
の
た
め
に
倒
産
し
、
彼
の
独
立
の
甘
い
夢
は
簡
単
に
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
新
し
い
道
を
探
す
に
も
父
の
承

諾
が
必
要
だ
っ
た
。
阿
様
に
と
っ
て
、
家
や
父
と
い
う
存
在
は
絶
対
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
独
立
の
道
の
前
に
立
ち
、
家
と
生
活

そ
し
て
自
分
の
芸
術
へ
の
夢
の
矛
盾
に
苦
し
み
ぬ
い
た
。
こ
の
苦
し
み
の
日
々
に
も
詩
作
は
休
み
な
く
続
け
ら
れ
、
や
が
て
阿
犠
は
そ
の
旧



体
詩
を
杭
州
の
新
聞
に
発
表
す
る
機
会
を
得
る
。
そ
し
て
好
運
に
も
こ
の
詩
が
一
定
の
評
価
を
得
て
、
小
額
な
が
ら
原
稿
料
を
手
に
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
「
紫
破
花
鶏
」
と
い
う
古
め
か
し
い
名
前
だ
っ
た
。
後
年
阿
犠
は
こ
の
時
代
の
こ
と
を

懐
か
し
く
去
人
た
ち
に
話
し
た
と
い
う
。
詩
自
体
は
「
鴛
驚
醐
蝶
」
の
類
の
も
の
で
杭
州
の
風
景
を
歌
っ
た
山
水
詩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
創
作
活
動
が
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
阿
壌
に
、
ど
れ
だ
け
励
ま
し
と
喜
び
を
与
え
て
い
た
か
は
か
り
知
れ
な

い
。
彼
は
こ
の
わ
ず
か
な
原
稿
料
収
入
に
よ
っ
て
、
独
立
の
生
活
を
支
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
父
は
阿
瀧
を
そ
ん
な
道
に
歩
ま

せ
た
く
な
か
っ
た
。
商
業
方
面
に
進
ま
せ
、
家
の
た
め
に
金
儲
け
を
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
父
と
息
子
は
決
定
的
な
い
さ
か
い

を
起
こ
し
て
し
ま
う
o

守
七
月
九
派
の
評
論
家
欣
庸
は
次
の
よ
う
な
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。

あ
る
日
、

阿
壊
の
言
葉
を
尽
く
し
た
説
明
が
す

べ
て
父
の
厳
重
な
叱
責
の
前
に
退
け
ら
れ
た
後
、
彼
は
突
然
家
を
飛
び
出
し
近
く
の
大
き
な
木
に
上
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
自
分
の
希
望
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を
聞
い
て
も
ら
え
な
い
の
な
ら
、
こ
こ
か
ら
飛
び
お
り
て
死
ん
で
し
ま
う
と
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
父
は
息
子
の
言
い
分
を
聞
か
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
脅
迫
じ
み
た
手
段
に
よ
っ
て
、
阿
瀧
は
再
び
独
立
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
阿
壌
の
情
熱
的
で
一
途
な
性
格
を

物
語
る
話
で
あ
る
。

一
九
三

O
年
頃
、

つ
ま
り
阿
瀧
二
三
歳
く
ら
い
の
時
、
今
ま
で
の
原
稿
料
を
必
死
に
貯
め
た
資
金
を
持
っ
て
、
彼
は
西

も
東
も
わ
か
ら
な
い
上
海
に
出
て
、
上
海
工
業
専
科
学
校
に
入
学
し
た
。
こ
の
学
校
の
前
身
は
南
洋
公
学
で
あ
り
、
阿
瀧
は
当
時
の
青
年
な

ら
当
然
の
「
工
業
救
国
L

の
夢
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
こ
の
租
界
の
街
上
海
で
、
帝
国
主
義
列
強
諸
国
の
圧
倒
的
な
強

さ
と
、
中
国
の
民
族
的
な
滅
亡
の
危
機
を
実
感
す
る
。
翌
コ
二
年
、

日
本
の
侵
略
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
、
「
満
州
L

か
ら
上
海
へ
と
容
赦

の
な
い
戦
火
の
拡
大
、
が
進
ん
だ
。

そ
し
て
特
に
一
九
三
二
年
の
第
一
次
上
海
事
変
に
お
い
て
、

上
海
の
街
の
凄
惨
な
様
を
目
撃
し
た
阿
塘

は
、
心
の
底
の
民
族
意
識
を
決
定
的
に
目
覚
め
さ
せ
た
。

一
方
、
社
会
不
安
の
深
化
に
よ
っ
て
、
阿
壌
の
よ
う
な
工
業
学
校
卒
業
生
は
す
べ

て
進
路
を
完
全
に
断
た
れ
て
い
た
。

こ
う
し
て
彼
は
、
自
分
の
進
路
に
つ
い
て
骨
て
な
い
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の



頃
、
国
民
党
の
南
京
中
央
軍
官
学
校
が
上
海
で
第
十
期
生
を
募
集
し
て
い
た
。
彼
は
迷
わ
ず
こ
れ
に
応
募
し
、
南
京
に
渡
っ
た
。
こ
の
時
の

選
択
が
後
に
彼
に
対
す
る
批
判
の
基
に
な
り
、
彼
自
身
も
深
刻
な
自
己
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
の
社
会
情
勢
か
ら
見
れ
ば
、

こ
れ
は
彼
の
民
族
的
な
情
熱
を
証
明
す
る
事
件
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
以
後
十
五
年
間
、
阿
犠
は
一
時
的
に
軍
服
を
脱
い
だ
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
軍
人
の
身
分
で
複
雑
な
環
境
の
中
を
戦
い
続
け
た
。

（

2
）
の
時
期
は
、

一
九
三
七
年
の
第
二
次
上
海
事
変
を
頂
点
と
し
て
、

阿
瀧
が
実
際
の
戦
闘
に
参
加
し
、

社
会
の
実
相
に
深
く
関
わ
り

な
が
ら
、

そ
の
特
異
な
創
作
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
表
し
、
こ
れ
ら
が
文
壇
の
注
目
を
浴
び
た
時
期
で
あ
る
。
彼
が
「
鴛
鴛
蛸
蝶
」
を
歌
う
「
紫

十
微
花
鶏
」
で
は
な
く
、
抗
日
の
情
熱
に
燃
え
た
激
し
い
自
由
の
詩
人
と
し
て
、
上
海
の
文
学
雑
誌
『
文
学
L

に
登
場
し
た
の
は
、

一
九
三
五

年
の
こ
と
だ
っ
た
。
中
央
軍
官
学
校
学
員
S

・
M
－
と
い
う
の
が
、

そ
の
時
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
だ
っ
た
。

一
九
三
六
年
の
上
海
は
多
く
の
文
学
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論
争
の
場
で
あ
り
、
青
年
阿
瀧
は
そ
の
中
で
大
き
く
成
長
し
て
い
っ
た
。
ま
た
在
学
の
年
数
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
阿
瀧
は
卒
業
後
も
学

校
に
残
っ
て
い
た
。
阿
壊
は
国
民
党
の
腐
敗
の
実
状
を
肌
で
感
じ
て
い
た
が
、
抗
日
の
戦
い
に
軍
人
と
し
て
の
力
を
発
揮
す
る
日
を
心
待
ち

に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
三
七
年
、
阿
瀧
は
軍
の
命
令
に
よ
り
日
本
軍
の
攻
撃
を
目
前
に
控
え
た
上
海
に
少
尉
小
隊
長
と
し
て

派
遣
さ
れ
た
。
上
海
へ
自
分
の
小
隊
と
と
も
に
移
動
し
、

八
月
十
三
日
抗
日
の
最
初
の
一
発
を
撃
つ
ま
で
の
こ
と
は
、

一
九
三
八
年
湖
南
の

衡
山
で
書
か
れ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

『
悶
北
は
撃
ち
始
め
た
』
の
中
に
、

み
ご
と
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
戦
い
で
阿
瀧
は
顔
面
を

撃
た
れ
る
重
傷
を
追
い
、
戦
線
を
離
脱
し
た
。
具
体
的
な
負
傷
の
状
況
に
つ
い
て
は
少
し
食
違
い
が
あ
る
が
、
頬
か
ら
下
顎
を
撃
ち
ぬ
か
れ

た
ら
し
い
。
後
に
阿
躍
は
詩
の
な
か
で
、
こ
の
負
傷
を
自
己
の
「
再
生
L

の
起
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
徹
底
し
た
治
療
が
受
け
ら
れ
な
い

ま
ま
彼
は
長
沙
な
ど
各
地
を
回
り
、

一
九
三
八
年
の
は
じ
め
湖
南
の
衡
山
に
辿
り
つ
い
た
。
こ
の
地
で
前
述
の
『
間
北
は
撃
ち
始
め
た
』
を

は
じ
め
、
『
攻
撃
か
ら
防
御
へ
』
な
ど
い
く
つ
か
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
多
く
の
政
治
詩
を
胡
風
の
主
催
す
る
文
芸
雑
誌
『
七
月
』
に
精
力



的
に
発
表
し
た
。
こ
の
時
期
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
『
第
一
撃
』
と
い
う
名
で
ま
と
め
ら
れ
、
海
燕
書
店
か
ら
『
七
月
文
叢
』
の
一
と
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ン
ネ
l
プ
は
「
亦
門
」
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
阿
樺
は
胡
風
を
通
じ
て
共
産
党
と
の
接
触
を
開
始
し
た
ら
し
い
。
前

述
の
日
本
人
と
の
関
係
も
こ
の
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
。
第
二
次
国
共
合
作
は
一
九
三
七
年
九
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
の
三
八
年
八
月
に

は
共
産
党
系
の
団
体
に
解
散
命
令
が
出
る
な
ど
、
合
作
は
一
年
も
も
た
な
か
っ
た
。
阿
瀧
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
よ
り
強
固
な
抗
日
の
姿

勢
を
持
っ
た
共
産
党
に
近
付
い
た
。

そ
し
て
一
九
三
九
年
の
始
め
、
憧
れ
の
延
安
に
渡
る
。
こ
れ
は
周
思
来
の
政
治
秘
書
を
し
て
い
た
呉
実

如
の
手
引
き
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
陰
で
胡
風
ら
作
家
の
グ
ル
ー
プ
が
動
い
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
周
恩
来
と
胡
風
の
関
係
は

古
く
、
後
の
雑
誌
『
希
望
』
出
版
の
際
の
資
金
的
な
援
助
も
周
は
行
な
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
延
安
行
は
全
行
程
徒
歩
で
国

民
党
の
制
圧
す
る
地
域
を
突
破
し
て
行
く
と
い
う
困
難
な
旅
で
あ
り
、
古
傷
を
持
っ
た
阿
瀧
に
と
っ
て
非
常
に
苦
し
い
旅
だ
っ
た
。
阿
瀧
の

延
安
に
対
す
る
憧
れ
は
、

そ
の
詩
や
小
説
の
は
し
は
し
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
共
産
党
に
憧
れ
を
持
っ
て
い
た
彼
だ
っ
た
が
、
終
生
共

Q
ノ

産
党
員
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
情
熱
的
で
あ
る
一
方
、
容
易
に
は
同
調
し
な
い
彼
の
性
格
が
こ
こ
に
見
え
る
。

（

3
）
の
時
期
は
、
『
七
月
派
L

の
文
学
者
と
し
て
名
芦
を
高
め
た
時
期
で
あ
り
、
政
治
的
に
は
国
民
党
の
軍
人
で
あ
り
な
が
ら
共
産
党
に

高
級
情
報
を
流
し
つ
つ
複
雑
な
戦
い
を
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
の
人
生
の
悲
劇
の
始
ま
り
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。

一
九
三
九

年
、
阿
壌
は
延
安
で
抗
日
軍
政
大
学
に
学
ん
だ
。
時
間
的
に
は
数
か
月
し
か
延
安
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
彼
は
共
産
党
の
軍
隊
の

実
際
に
接
し
た
。

彼
の
感
激
は
大
き
か
っ
た
と
思
う
が
、

そ
こ
で
学
ん
だ
も
の
の
す
べ
て
に
渡
っ
て
完
全
に
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
後
の
彼
の
詩
論
な
ど
に
明
確
に
表
れ
る
。
阿
犠
は
き
わ
め
て
誠
実
な
学
生
で
、
座
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ど
の
よ
う
な
軍
事

演
習
に
も
傷
を
押
し
て
参
加
し
て
い
た
。

そ
し
て
再
び
負
傷
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
負
傷
に
つ
い
て
も
異
論
が
あ
る
が
、
演
習
中
に
草
で
眼

球
を
突
き
刺
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
こ
の
頃
に
は
顎
か
ら
奥
歯
に
か
け
て
の
古
傷
も
ひ
ど
く
化
膿
し
て
い
た
。
延
安
で
の
治
療
は
無
理
で
あ



っ
た
。
こ
う
し
て
巳
む
を
得
ず
彼
は
延
安
を
離
れ
西
安
に
向
か
う
。

ま
た
こ
の
地
に
戻
る
つ
も
り
だ
っ
た
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
身
一
つ
の
移
動

r
－つ

p

－。

キ
／
て
十
／

し
か
し
こ
の
一
九
三
九
年
に
は
国
民
党
の
共
産
党
に
対
す
る
大
攻
勢
が
始
ま
っ
て
お
り
、
彼
が
延
安
に
再
び
戻
る
こ
と
は
始
め
か

ら
無
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
前
述
の
呉
菜
如
か
ら
秘
密
の
任
務
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
は
国
民
党
の
軍
事
系
統
の

情
報
を
共
産
党
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
辺
の
記
述
に
は
や
や
矛
盾
が
あ
り
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
結
局
阿
瀧
は
延
安
に

戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
西
安
で
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
『
南
京
』

の
執
筆
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。

一
九
四

O
年
春
、
阿
瀧

は
重
慶
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て
国
民
党
の
戦
時
工
作
幹
部
訓
練
団
第
四
団
を
経
て
、
陸
軍
大
学
に
入
学
す
る
。
卒
業
後
は
成
都
の
中
央
軍
官

学
校
の
教
官
と
な
っ
た
。
以
後
、
彼
に
対
す
る
逮
捕
令
状
の
出
る
一
九
四
七
年
五
月
ま
で
四
川
を
中
心
に
、
政
治
的
な
二
面
生
活
と
創
作
の

日
々
を
送
る
。
彼
の
ス
パ
イ
活
動
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
緑
原
が
回
想
の
な
か
で
語
っ
て
い
る
も
の
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
創
作

は
詩
を
中
心
に
行
な
わ
れ
、
彼
の
政
治
詩
の
大
部
分
は
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
詩
集
『
無
弦
の
琴
』
と
し
て
ま
と
め
ら
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れ
、
出
版
さ
れ
た
。

ま
た
成
都
に
お
い
て
は
文
芸
雑
誌
『
呼
吸
』
を
出
版
し
た
。
散
文
の
面
で
は
『
希
望
、
我
に
あ
り
』
と
い
う
散
文
集
を

書
き
上
げ
て
い
た
が
、
出
版
で
き
な
い
ま
ま
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。

一
九
四
四
年
に
は
胡
風
も
重
慶
に
き
て
お
り
、
『
七
月
』
寸
希
望
』
を
中

心
に
、
阿
瀧
た
ち
は
活
発
な
文
学
活
動
を
展
開
し
、
知
識
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
時
期
に
阿
躍
は
結
婚
を
し
て
い
た
。
妻
と
な
っ
た
の
は
成
都
で
知
合
っ
た
十
六
歳
年
下
で
二
十
歳
の
張
瑞
と
い
う
女
性
だ
っ

た。

一
九
四
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
阿
瀧
は
こ
の
女
性
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
ら
し
い
が
、

一
九
四
六
年
に
こ
の
新
妻
は
自
殺
し
て
し
ま
っ

た
。
自
殺
の
原
因
は
明
ら
か
で
な
い
。
彼
女
は
阿
瀧
に
癒
さ
れ
ぬ
心
の
傷
と
七
か
月
に
な
る
男
の
子
を
残
し
た
。

そ
の
子
の
名
は
陳
浦
と
い

う
。
翌
四
七
年
五
月
に
は
、
阿
様
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
た
反
政
府
活
動
が
露
見
し
、
逮
捕
が
目
前
に
迫
っ
た
。
こ
う
し
て
阿
聴
は
成
都
を

離
れ
る
決
心
を
す
る
。
子
供
を
亡
き
妻
の
実
家
に
預
け
て
の
傷
心
の
旅
路
で
あ
っ
た
。
以
後
、
南
京
、
上
海
、
杭
州
一
帯
で
逃
亡
生
活
を
送



る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
以
後
時
折
阿
壌
は
張
懐
瑞
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
た
。
自
殺
し
た
妻
を
懐
う
気
持
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
困
難
な
時
期
に
も
彼
の
筆
は
鈍
ら
な
か
っ
た
。
特
に
こ
の
時
期
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
詩
と
現
実
』
を
中
心
と
し
た
詩
論
で
あ

る
。
彼
は
伝
統
的
封
建
的
な
文
芸
の
批
判
の
先
頭
に
立
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

『
白
毛
女
』
な
ど
の
山
歌
や
民
族
形
式
重
視
の
文
学
に
対
し

て
も
鋭
い
批
判
を
展
開
し
た
。
阿
瀧
の
詩
論
は
、
延
安
の
文
芸
と
国
民
党
統
治
下
の
文
学
の
対
立
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
詩
人
で
翻
訳
家
の

羅
洛
は
「
空
白
と
い
わ
れ
る
四

0
年
代
中
国
の
詩
壇
を
、
阿
塘
は
理
論
の
面
か
ら
埋
め
た
し
と
阿
壊
を
評
し
て
い
る
。

こ
の
理
論
的
な
深
化
は
直
接
（
4
）
の
時
期
に
つ
な
が
る
。
新
中
国
の
成
立
は
阿
聴
に
と
っ
て
新
し
い
戦
い
の
開
始
で
あ
っ
た
。
彼
は
政

権
と
結
び
付
い
た
文
学
者
た
ち
と
容
赦
の
な
い
論
争
を
続
け
た
。

そ
し
て
こ
の
論
争
は
一
歩
一
歩
阿
曜
を
絶
壁
に
追
い
つ
め
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
の
時
期
阿
瀧
は
、
司
人
と
詩
』
『
傾
向
性
を
論
ず
る
』
な
ど
の
詩
論
を
発
表
し
、
胡
風
派
芸
術
論
の
論
客
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
。
論

け
ら
れ
、
最
初
か
ら
謀
略
的
に
敗
北
の
予
定
さ
れ
た
虚
し
い
戦
い
で
あ
っ
た
。

い
く
つ
か
の
計
画
的
な
争
点
を
経
て
、
阿
瀧
ら
は
反
革
命
罪
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争
の
内
容
に
つ
い
て
は
も
は
や
語
る
余
裕
が
な
い
が
、
最
終
的
に
は
こ
れ
は
文
学
論
争
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
政
治
闘
争
と
し
て
位
置
付

を
着
せ
ら
れ
、
社
会
的
に
抹
殺
さ
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
胡
風
批
判
L

で
あ
る
。
こ
の
時
期
彼
の
活
動
は
天
津
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
逮
捕
さ

れ
る
ま
で
天
津
文
学
工
作
者
協
者
の
編
集
部
責
任
者
だ
っ
た
。
（
5
）
の
時
期
に
つ
い
て
は
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は

次
の
数
点
で
あ
る
。

逮
捕
は
一
九
五
五
年
五
月
だ
っ
た
。

十
年
後
の
一
九
六
五
年
に
正
式
な
判
決
と
し
て
禁
固
十
二
年
が
言
い
渡
さ
れ
た

が
、
間
も
な
く
文
化
大
革
命
が
始
ま
り
こ
の
判
決
は
無
効
と
な
っ
て
引
き
続
き
拘
留
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
毎
年
子
供
の
写
真
を

見
る
こ
と
だ
け
は
許
さ
れ
て
い
て
、

一
九
六
三
年
息
子
陳
浦
に
宛
て
ほ
ん
の
数
行
の
手
紙
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
息
子
は
後
難
を
恐
れ

て
そ
の
ま
ま
手
紙
を
獄
中
に
返
送
し
た
。

一
九
六
六
年
公
安
局
か
ら
監
獄
病
院
に
入
院
し
た
父
を
見
舞
っ
て
も
良
い
と
い
う
通
知
が
陳
浦
の

も
と
に
届
い
た
。
こ
の
時
も
息
子
は
遂
に
見
舞
い
に
行
く
勇
気
を
持
て
な
か
っ
た
。
文
化
大
革
命
が
激
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六



七
年
三
月
二
十
一
日
、
妻
の
命
日
の
三
日
後
、
阿
穏
は
脊
髄
カ
リ
エ
ス
で
獄
死
し
た
。
こ
う
し
て
阿
瀧
の
無
念
は
永
久
に
閉
ざ
さ
れ
た
白

一
九
八

O
年
「
胡
風
反
革
命
集
団
事
件
」
は
正
式
に
撤
回
さ
れ
、
全
員
の
名
誉
が
回
復
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
ま
つ
わ
る
話
は

そ
の
後
も
ま
だ
正
確
に
は
語
り
始
め
ら
れ
て
い
な
い
。

＊ 

本
論
は
阿
壌
に
つ
い
て
ほ
ん
の
概
略
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
現
代
文
学
に
お
い
て
「
左
」
の
側
か
ら
各
種
の
「
整
風
L

で
抹
殺
さ

れ
た
文
学
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
発
掘
が
き
わ
め
て
難
し
い
。
現
代
文
学
は
も
と
も
と
一
つ
の
混
沌
で
あ
り
、
本
来
多
く
の
花
を
結
ぶ
も
の

で
あ
る
の
だ
が
、
中
国
で
は
こ
こ
に
述
べ
た
阿
壊
の
よ
う
に
優
れ
た
資
質
と
特
異
な
業
績
を
持
っ
た
文
学
者
が
、
硬
直
し
た
理
念
と
空
虚
な

政
治
運
動
に
よ
っ
て
、

わ
ず
か
な
作
品
し
か
世
に
残
せ
ず
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
特
に
魯
迅
の
死
後
は
こ
の
傾
向
が
急
速
に
進
展

し
た
。
ま
た
こ
の
傾
向
あ
る
が
故
に
、
す
べ
て
の
現
代
文
学
を
等
質
の
も
の
に
見
倣
し
、

一
括
し
て
否
定
す
る
見
方
も
生
じ
て
い
る
。
し
か

し
「
彼
ら
し
は
確
か
に
存
在
し
絶
望
の
淵
に
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
小
論
を
以
て
そ
の
一
つ
の
証
と
し
た
い
。

な
お
、
本
論
内
に
引
用
し
た
各
文
献
の
他
に
、
緑
原
著
『
葱
と
蜜
』
（
一
九
八
五
・
一
一
了
三
聯
書
店
）
、
阿
瀧
『
第
一
撃
』
（
一
九
八
五
・

九
・
海
峡
文
芸
出
版
社
再
版
）
の
秋
席
に
よ
る
「
後
記
L

、
阿
犠
『
人
、
詩
、
現
実
』
（
一
九
八
七
・
七
・
三
聯
書
店
）
の
羅
洛
に
よ
る
「
序
L

、

『
胡
風
雑
文
集
』
（
一
九
八
七
・
一
二
・
三
聯
書
店
刊
）
、
李
輝
著
『
胡
風
集
団
冠
案
始
末
L

（
一
九
八
九
・
二
・
人
民
日
報
出
版
社
）
、
劉
献
彪

主
編
『
中
国
現
代
文
学
手
冊
』
（
一
九
八
七
・
八
・
中
国
文
聯
出
版
公
司
）
な
ど
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

- 98 -


