
1

再考　ウィリアム・モリスの壁紙　蛭川久康

再
考　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
壁
紙

蛭
川
久
康

◆
は
じ
め
に

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
（
一
八
三
四
─
一
八
九
六
）
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
を
生
き
た
美
術
手
工
芸
家
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
は
見
事
な

ま
で
に
「
夢
の
実
現
」
に
貫
か
れ
た
。
建
築
を
「
母
な
る
芸
術
」
と
慕
い
な
が
ら
、
そ
の
広
範
な
領
域
を
自
在
に
果
敢
に
回
遊
を
果
た

し
た
、
き
わ
め
て
多
角
的
な
そ
れ
で
い
て
少
し
の
破
綻
も
な
い
一
個
の
創
造
す
る
統
合
体
と
し
て
、
最
後
ま
で
十
全
な
機
能
を
果
た
し

た
、
ま
こ
と
に
稀
有
な
個
性
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
モ
リ
ス
に
、
二
〇
世
紀
中
葉
、
社
会
政
治
理
論
の
論
客
・
著
述
家
と
し
て
、
ま
た
フ
ァ
ビ
ア
ン
協
会
会
長
と
し
て
も
名
を
成

し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ダ
グ
ラ
ス
・
ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ー
ル
（
一
八
八
九
─
一
九
五
九
）
は
編
著
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
選
集
』（
一
九
三
四
）

の
「
序
論
」
で
、
じ
つ
に
精
彩
あ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
も
い
え
る
次
の
よ
う
な
一
文
を
綴
っ
た
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
は
多
忙
な
手
の
持
ち
主
だ
っ
た
─
決
し
て
休
む
こ
と
が
な
か
っ
た
モ
リ
ス
の
手
。
モ
リ
ス
は
つ
ね
に
何
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か
を
作
っ
て
い
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
生
前
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
拵
え
た
。
な
か
で
も
モ
リ
ス
は
、
物
に
形
を
与
え
る
こ

と
に
、
色
彩
と
遊
ぶ
こ
と
に
、
そ
し
て
形
と
色
彩
を
一
つ
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
美
し
い
絵
を
仕
上
げ
る
こ
と
に
、
深
い
歓
び
を
見
出

す
手
工
芸
職
人
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
心
の
中
で
絵
を
作
り
上
げ
た
が
、
人
々
の
目
の
前
に
見
え
る
形
で
差
し
出
す

ま
で
は
、
決
し
て
満
足
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
タ
ペ
ス
ト
リ
の
絵
、
ガ
ラ
ス
の
絵
、
壁
紙
も
し
く
は
ク
レ
ト
ン
の
絵
、
木
も
し

く
は
石
の
絵
が
あ
っ
た
─
し
か
も
、
こ
う
し
た
素
材
の
内
に
絵
を
描
い
て
い
な
い
時
に
は
言
葉
の
絵
が
あ
っ
た
。

　

Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
は
、
モ
リ
ス
の
仕
事
を
正
面
切
っ
て
偉
大
と
は
言
わ
な
い
が
、
人
間
モ
リ
ス
に
は
ど
こ
か
し
ら
偉
大
さ
が
漂
う
、

と
で
も
言
い
た
げ
で
あ
る
。
詩
人
・
作
家
・
翻
訳
家
・
画
家
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
建
築
家
・
染
織
家
・
印
刷
出
版
人
・
園
芸
家
・
カ
リ
グ

ラ
フ
ァ
・
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ァ
・
自
然
環
境
保
護
者
・
社
会
主
義
活
動
家
な
ど
と
、
指
摘
さ
れ
る
モ
リ
ス
で
あ
る
。
書
斎
の
モ
リ
ス
、
工

房
の
モ
リ
ス
、
街
頭
の
モ
リ
ス
、
そ
れ
を
貫
い
て
国
内
外
を
精
力
的
に
旅
す
る
モ
リ
ス
が
存
在
し
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
思
い
当
た
る
。

　

も
し
モ
リ
ス
が
一
分
野
に
も
っ
と
集
中
し
て
い
た
ら
、
と
つ
い
考
え
た
く
な
る
の
だ
が
、
集
中
の
当
否
に
つ
い
て
誰
に
も
確
言
は
で

き
な
い
。
む
し
ろ
、
広
い
領
域
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
だ
れ
よ
り
も
先
駆
け
て
、
あ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
と
い
う
芸

術
に
と
っ
て
未
曾
有
の
厳
冬
期
に
あ
え
て
美
を
万
人
共
通
の
日
常
的
財
産
に
す
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
果
敢
に
関
わ
り
、
大
き
な
成

果
を
可
能
に
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
仕
事
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
に
誇
る
「
小レ

ッ
サ
ー
・
ア
ー
ツ

芸
術
」
─
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
ど
こ
で
手
工
芸
美
術
に
こ
ん
な

誤
解
さ
れ
や
す
い
呼
称
を
許
す
だ
ろ
う
か
。
モ
リ
ス
自
身
も
決
し
て
「
劣
っ
た
芸
術
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
─
の
領

域
に
お
い
て
、
お
よ
そ
こ
れ
見
よ
が
し
の
自
己
主
張
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
ひ
た
す
ら
モ
リ
ス
で
あ
る
こ
と
に
徹
し
た
存
在
と
し
て
、
時

代
を
越
え
所
を
選
ば
ず
、
多
く
の
人
々
の
変
わ
ら
ぬ
愛
好
と
賞
賛
の
対
象
と
し
て
今
な
お
静
か
な
魅
力
を
持
続
す
る
。
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本
稿
は
、
そ
ん
な
モ
リ
ス
芸
術
の
真
骨
頂
を
「
壁
紙
」
に
あ
り
と
見
定
め
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
そ
の
周
縁
領
域
に
も
目
配
り
を
怠
り

な
く
、
時
代
相
の
う
ち
に
モ
リ
ス
流
壁
紙
デ
ザ
イ
ン
の
革
新
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
従
来
の
規
範
を
刷
新
し
て
、
心
地
よ
い
審
美
的
感

興
を
わ
れ
わ
れ
に
約
束
す
る
そ
の
魅
力
を
解
明
す
る
。
こ
の
作
業
の
た
め
に
は
、
迂
遠
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
モ
リ
ス
思
想

の
事
実
上
の
実
践
の
場
と
な
っ
た
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
か
ら
始
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

一
八
五
一
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
万
国
博
覧
会
は
時
代
相
を
象
徴
す
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
新
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
こ

の
催
事
に
英
国
中
が
沸
き
返
っ
て
い
る
最
中
、
モ
リ
ス
の
平
面
デ
ザ
イ
ン
（
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
）
は
芽
生
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

博
覧
会
が
は
し
な
く
も
露
呈
し
た
、
と
モ
リ
ス
に
は
思
え
た
に
違
い
な
い
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
あ
の
立
体

性
を
重
視
し
た
厚
手
の
重
苦
し
さ
か
ら
、
な
か
で
も
植
物
文
様
の
重
苦
し
さ
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
解
放
し
て
、
平
面
上
に
い
か
に
も
軽
や

か
な
植
物
の
生
長
す
る
感
覚
を
実
現
し
た
。
モ
リ
ス
は
草
花
の
自
然
と
デ
ザ
イ
ン
上
の
様
式
と
の
困
難
な
調
和
を
達
成
し
た
。

　

本
稿
は
、
そ
ん
な
モ
リ
ス
の
平
面
デ
ザ
イ
ン
の
理
論
と
実
践
を
以
下
に
掲
げ
る
四
つ
の
表
題
の
下
に
跡
付
け
る
も
の
で
あ
る
。（
数

字
は
ペ
ー
ジ
を
示
す
）

「
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

「
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
先
行
者
た
ち
」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

「
平
面
装
飾
の
思
想

│

パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
と
“
小
芸
術
”」・・・・・・・・・・・・・・・・33

「
モ
リ
ス
の
壁
紙
」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

◆
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会

　

一
八
六
一
年
四
月
一
一
日
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
手
工
芸
装
飾
美
術
全
般
を
手
広
く
扱
う
モ
リ
ス
・
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マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
が
誕
生
し
た
。
所
在
地
は
ロ
ン
ド
ン
の
モ
リ
ス
と
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
か
つ
て
の
下
宿
に
近

い
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
オ
ン
・
ス
ク
エ
ア
八
番
だ
っ
た
。

　

商
会
の
設
立
は
、「
赤
い
家
」
の
建
築
と
い
う
協
働
の
好
ま
し
い
実
績
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
、
モ
リ
ス
を
は
じ
め
誰
も
が
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
壁
画
共
同
制
作
時
の
あ
の
が
む
し
ゃ
ら
な
陽
気
さ
を
ま
だ
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
自
然
発

生
的
に
だ
れ
言
う
と
な
く
、
も
っ
と
持
続
し
て
目
的
的
に
仕
事
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
、
と
再
び
「
夢
」
を

語
っ
て
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
「
内
輪
の
事
情
」
を
、
今
度
も
ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
旗
振
り
役
を
買
っ
て
出
た
の
だ

ろ
う
か
、
友
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
リ
ン
ガ
ム
に
伝
え
て
い
る
。「
目
下
、
家
具
製
造
と
あ
ら
ゆ
る
種
目
の
装
飾
を
行
う
会
社
を
準
備
中

で
す
（
た
だ
し
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
極サ

ブ
・
ロ
ー
ザ秘
。
別
に
販
売
の
た
め
の
店
舗
も
準
備
中
！　

関
係
す
る
面
々
は
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ト
プ
シ
、
ウ
ェ
ッ
ブ
（
ト
プ
シ
の
家
を
建
て
た
男
）、
Ｐ
・
Ｐ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
そ
れ
に
小
生
。
わ
れ

わ
れ
は
某
社
の
値
段
の
高
い
が
ら
く
た
や
そ
れ
と
類
似
の
商
品
と
張
り
合
う
つ
も
り
は
毛
頭
な
く
、
た
だ
出
来
る
限
り
普
通
の
家
具
の

値
段
で
真
に
良
質
な
趣
向
品
を
提
供
で
き
る
は
ず
で
す
」（

1
（

。

　

ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
い
う
「
販
売
の
た
め
の
店
舗
も
準
備
中
！
」、
こ
の
感
嘆
符
付
き
の
字
句
は
、
当
時
と
し
て
は
一
般
市
民
を
顧
客
と

し
た
家
具
調
度
の
専
門
店
が
珍
し
か
っ
た
だ
け
に
、
極
秘
事
項
の
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
思
わ
ず
筆
が
滑
っ
た
の
だ
ろ
う
。
製
品
の
均
一

化
を
も
た
ら
す
量
産
を
味
方
に
つ
け
な
が
ら
、
装
飾
と
い
う
付
加
価
値
に
よ
っ
て
「
良
質
な
趣
向
品
」
を
合
理
的
な
価
格
で
中
産
階
級

に
提
供
し
よ
う
と
い
う
発
想
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
芸
術
と
産
業
デ
ザ
イ
ン
を
そ
れ
ま
で
に
な
く
近
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
に
違

い
な
い
の
だ
が
、
真
に
こ
の
時
点
で
全
員
が
そ
こ
ま
で
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

　

そ
れ
で
も
「
赤
い
家
」
の
建
築
を
通
じ
て
協
働
の
手
応
え
を
だ
れ
よ
り
も
実
感
し
て
い
た
の
は
モ
リ
ス
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
分
、
商

会
に
つ
い
て
だ
れ
よ
り
も
意
欲
的
だ
っ
た
の
も
モ
リ
ス
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時
を
回
顧
し
て
モ
リ
ス
は
Ａ
・
シ
ョ
イ
宛
て
の
「
自
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伝
的
覚
え
書
」
を
ふ
く
む
長
文
の
手
紙
で
「
わ
れ
わ
れ
仲
間
は
、
特
に
わ
た
し
と
建
築
家
の
友
人
は
、
す
べ
て
の
小
芸
術
が
、
と
り
わ

け
英
国
に
お
い
て
、
完
全
に
堕
落
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
わ
た
し
は
一
八
六
一
年
思
い
切
っ
て
、
若
者
の
気
負
い

に
駆
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
一
切
の
状
況
を
改
革
す
る
た
め
、
一
種
の
商
社
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
」（

2
（

と
書
い
た
が
、
モ
リ
ス
が
商
会
に
な

に
を
託
そ
う
と
し
て
い
た
か
明
ら
か
で
あ
る
。
零
落
甚
だ
し
い
イ
ギ
リ
ス
の
「
小
芸
術
」（
後
述
「
平
面
装
飾
の
思
想
」
参
照
）
の
復

権
、
そ
の
先
に
社
会
改
良
を
見
据
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

商
会
の
設
立
趣
意
書
に
名
を
連
ね
た
の
は
、
モ
リ
ス
の
ほ
か
に
ダ
ン
テ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（
画
家
）、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
画
家
）、
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ッ
ド
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
画
家
）、
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（
測
量
技

師
）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
（
会
計
）、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（
建
築
家
）、
ア
ー
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（
画
家
）
の
八
名

だ
っ
た
が
、
設
立
間
も
な
く
ヒ
ュ
ー
ズ
が
退
社
し
た
の
で
、
結
局
七
人
が
共
同
出
資
者
と
し
て
各
自
一
ポ
ン
ド
を
負
担
、
不
足
分
を
モ

リ
ス
の
母
が
無
担
保
で
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
拠
出
し
た
。
ほ
か
に
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
製
作
会
社
の
二
人
の
社
員
と
孤
児
院
か
ら
雇
っ
た

一
二
人
の
少
年
が
い
た
。

　

商
会
は
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
オ
ン
・
ス
ク
エ
ア
に
面
し
た
建
物
の
二
階
を
事
務
所
お
よ
び
シ
ョ
ー
・
ル
ー
ム
と
し
、
四
階
と
地
下
室
の
一

部
を
工
房
と
し
た
。
地
下
室
に
は
硝
子
と
タ
イ
ル
の
た
め
に
小
さ
な
窯
が
設
け
ら
れ
た
。

　

趣
意
書
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
同
志
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
壁
画
共
同
制
作
の
時
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
顔

ぶ
れ
か
ら
い
わ
ば
総
合
商
社
的
性
格
が
読
み
取
れ
る
。
最
年
長
の
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
四
〇
歳
）
は
す
で
に
代
表

作
と
な
る
《
イ
ギ
リ
ス
の
見
納
め
》（
一
八
五
六
）
を
世
に
問
う
て
い
た
。
彼
は
ロ
セ
ッ
テ
ィ
（
三
三
歳
）
と
は
終
生
の
友
で
あ
り
、

三
年
前
二
人
は
若
手
新
進
画
家
の
展
覧
会
を
促
進
す
る
「
ホ
ガ
ー
ス
・
ク
ラ
ブ
」（
一
八
五
八
年
四
月
）
を
結
成
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

そ
し
て
今
ま
た
商
会
の
設
立
に
参
加
し
て
、
自
他
と
も
に
認
め
る
、
事
業
の
信
用
性
を
裏
書
き
す
る
代
表
的
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
こ
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の
二
人
よ
り
年
下
の
モ
リ
ス
（
二
七
歳
）
と
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
二
八
歳
）
の
友
情
は
む
ろ
ん
健
在
、
と
い
う
よ
り
ま
す
ま
す
絆

を
固
め
た
。
建
築
家
と
し
て
の
初
仕
事
を
「
赤
い
家
」
と
い
う
形
で
成
し
遂
げ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
存
在
も
盤
石
の
重
み
と

な
っ
た
。
幅
広
い
領
域
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
す
る
彼
の
多
才
ぶ
り
は
ま
さ
に
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
か
っ
た
。
彼
は
建
築
の
ほ

か
に
、
家
具
・
金
細
工
品
・
ガ
ラ
ス
製
品
・
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
・
タ
イ
ル
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
を
幅
広
く
手
掛
け
た
の
だ
っ
た
。

　

モ
リ
ス
は
受
験
期
に
私
淑
し
た
恩
師
ガ
イ
先
生
宛
に
趣
意
書
を
同
封
し
た
手
紙（

3
（

を
送
る
。
そ
れ
に
は
「
技
術
に
定
評
あ
る
賛
同
の
諸

氏
」
と
と
も
に
発
足
に
こ
ぎ
つ
け
た
商
会
で
あ
り
、
既
存
の
「
得
体
の
知
れ
ぬ
奇
妙
な
同
業
者
」
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
「
真
の
意

味
で
の
総
合
芸
術
商
会
で
あ
る
」
と
の
自
負
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、「
目
下
、
商
会
の
最
大
の
関
心
事
は
壁
面
装

飾
」
に
あ
り
、
お
手
数
な
が
ら
趣
意
書
を
送
付
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
会
関
係
者
を
ご
教
示
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
応
援
を
依
頼

し
た
。
あ
わ
せ
て
「
一
カ
月
ほ
ど
で
シ
ョ
ー
・
ル
ー
ム
に
絵
付
き
戸
棚
、
刺
繍
な
ど
各
種
製
品
を
展
示
す
る
所
存
で
す
。
そ
の
折
り
に

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
」
と
モ
リ
ス
の
自
信
の
程
を
述
べ
た
。

　

さ
て
、
そ
の
趣
意
書
で
あ
る
が
、
冒
頭
「
モ
リ
ス
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
。
絵
画
・
彫
刻
・
家
具
・
金
細
工
の
美
術

職
人
集
団
」
と
大
文
字
で
明
記
さ
れ
、
続
け
て
、
や
は
り
大
文
字
で
少
し
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
、
す
で
に
紹
介
済
み
の
「
技
術
に
定

評
の
あ
る
」
職
人
八
人
の
名
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
列
挙
さ
れ
、
本
文
が
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
全
文
を
こ
こ
に
引
く
。（

4
（

　

わ
が
国
の
装
飾
芸
術
は
、
英
国
の
建
築
家
の
尽
力
に
よ
り
、
い
ま
や
、
定
評
あ
る
美
術
職
人
た
ち
が
こ
の
分
野
に
時
間
を
注
ぐ

こ
と
が
望
ま
れ
る
と
思
え
る
段
階
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
個
々
の
成
功
例
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
全

体
と
し
て
は
、
こ
の
種
の
試
み
は
従
来
粗
削
り
か
つ
不
統
一
で
あ
っ
た
と
感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
室
内
装
飾
は
美
術
職
人
の
目

が
隅
々
に
ま
で
行
き
届
い
て
こ
そ
、
多
種
多
様
な
分
野
相
互
に
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
、
成
功
し
た
作
品
が
可
能
と
な
る
の
で
す
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が
、
こ
れ
が
次
第
に
崩
れ
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
こ
と
に
個
々
の
職
人
か
ら
絵
を
描
く
仕
事
を
取
り
上
げ
た
た
め
、
ど
う

し
て
も
過
大
な
経
費
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
ま
す
ま
す
こ
の
現
状
に
拍
車
が
か
か
る
あ
り
さ
ま
で
す
。

　

上
記
連
名
の
美
術
工
芸
職
人
は
こ
の
難
題
を
協
働
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
す
。
同
志
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

資
格
・
能
力
を
有
す
る
者
が
お
り
ま
す
か
ら
、
壁
画
を
は
じ
め
そ
の
他
、
本
来
絵
画
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
芸
術
美
を
実
現

す
る
最
小
の
作
品
に
至
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
装
飾
も
手
掛
け
る
事
が
可
能
で
あ
り
ま
す
。
協
働
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
目

が
行
き
届
く
こ
と
に
な
り
、
真
の
意
味
で
美
術
職
人
の
手
仕
事
な
る
も
の
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
大
量
に
し
か
も
最
小
の
費
用
で
保

証
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
完
成
さ
れ
る
作
品
は
、
従
来
の
方
式
に
よ
っ
て
一
人
一
人
の
職
人
が
手
掛
け
る
場
合
に
比
べ
る

と
、
格
段
に
完
成
度
の
高
い
作
品
に
な
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

わ
が
商
会
の
美
術
職
人
は
長
年
、
す
べ
て
の
時
代
と
国
々
の
装
飾
芸
術
の
研
究
に
深
く
関
与
し
、
真
に
美
し
い
作
品
の
入
手
も

し
く
は
製
作
を
可
能
に
す
る
場
所
の
不
足
を
お
お
か
た
の
者
よ
り
痛
感
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
自
ら
一
商
会
を
設
立
、
以

下
の
品
々
を
自
ら
の
手
と
目
配
り
に
よ
っ
て
製
作
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。

　

一
、
壁
面
装
飾
─
住
宅
、
教
会
、
公
共
建
築
に
用
い
る
絵
画
、
模
様
、
あ
る
い
は
単
に
配
色
に
よ
る
装
飾
。

　

二
、
彫
刻
一
般
─
建
築
装
飾
用
と
し
て
。

　

三
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
─
特
に
壁
面
装
飾
と
の
調
和
に
か
か
わ
る
も
の
。

　

四
、
金
属
細
工
品
─
宝
飾
品
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
種
類
。

　

五
、�

家
具
─
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
に
美
を
求
め
る
も
の
、
従
来
看
過
さ
れ
た
材
料
を
使
用
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
併
用
し

て
人
物
画
や
文
様
画
を
使
用
し
た
も
の
。
こ
の
部
門
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
刺
繍
、
押
し
型
皮
細
工
、
そ
の
他
こ
れ
に
類



8

武蔵大学人文学会雑誌　第 45 巻第 1・2 号

す
る
素
材
に
よ
る
装
飾
品
、
加
え
て
家
具
以
外
に
も
一
般
家
庭
用
物
品
の
す
べ
て
を
ふ
く
み
ま
す
。

　

最
後
に
、
是
非
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
上
記
各
部
門
の
す
べ
て
の
仕
事
は
見
積
り
も
製
作
も
合
理
的
に
な
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
良
質
の
装
飾
に
必
要
な
の
は
、
費
用
の
贅
沢
よ
り
む
し
ろ
趣
向
の
贅
沢
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
社
の
製
品
は
一

般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
ず
っ
と
廉
価
で
あ
る
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

趣
意
書
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
装
飾
芸
術
が
「
粗
削
り
か
つ
不
統
一
で
あ
っ
た
」
貧
相
な
現
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
モ
リ
ス

が
提
示
す
る
の
は
、「
協
働
」
に
よ
る
効
果
を
最
大
限
に
生
か
し
て
、「
多
種
多
様
な
分
野
相
互
に
調
和
」
を
実
現
す
る
と
い
う
現
今
の

課
題
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
こ
う
し
た
挑
戦
は
、
モ
リ
ス
の
生
涯
を
貫
く
主
張
で
あ
り
、
や
が
て
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
モ
リ
ス
を
信
奉

す
る
多
数
の
若
手
手
工
芸
作
家
に
よ
っ
て
一
挙
に
社
会
的
芸
術
的
運
動
へ
盛
り
上
る
こ
と
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・

ク
ラ
フ
ト
運
動
」
へ
と
つ
な
が
っ
た
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
章
を
あ
ら
た
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

　

商
会
が
発
足
当
初
、
教
会
関
係
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
需
要
を
見
込
ん
で
、
ガ
イ
先
生
に
応
援
を
依
頼
し
て
経
営
を
軌
道
に
乗
せ
よ

う
と
考
え
た
の
は
モ
リ
ス
の
慧
眼
で
あ
っ
た
。
高
教
会
派
の
い
わ
ば
活
性
化
を
意
図
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
を
担
っ
た
人
々
が

四
〇
年
代
に
同
地
を
離
れ
て
、
地
方
で
聖
職
者
と
な
り
、
結
果
的
に
は
全
国
各
地
に
高
教
会
派
の
祭
儀
に
見
合
う
ネ
オ-

ゴ
シ
ッ
ク
教

会
の
新
築
な
い
し
改
築
と
そ
れ
に
伴
う
内
部
装
飾
─
壁
画
・
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
・
タ
イ
ル
・
祭
壇
布
な
ど
─
を
中
心
に
装
飾
関
係
の
需

要
が
高
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
グ
ロ=

カ
ト
リ
ッ
ク
の
要
求
に
既
存
の
内
装
業
者
は
十
分
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
い
た
。
こ
う
し
て
、
草
創
期
の
商
会
に
と
っ
て
教
会
関
係
の
内
装
、
こ
と
に
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
製
作
が
最
も
重
要
な
課
題
・
仕
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事
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
モ
リ
ス
本
人
が
早
く
か
ら
「
中
世
の
光
」
と
し
て
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

例
え
ば
、
一
八
五
六
年
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
二
月
号
に
載
せ
た
「
北
フ
ラ
ン
ス
の
教
会

─
ア
ミ
ア
ン
の
影
」
で
「
翼
廊
に
進
む
と
、
大
窓
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
両
側
か
ら
燃
え
る
よ
う
に
私
た
ち
に
迫
っ
て
き
た
。（
略
）

ド
ー
ム
状
の
天
井
の
下
、
帯
状
に
連
な
る
後
陣
の
窓
の
列
に
甘
美
で
豊
潤
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
光
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
」
と
書
い

た
。
同
様
に
、
中
世
の
光
は
同
誌
三
月
号
に
発
表
し
た
短
編
「
夢
」
に
も
「
窓
か
ら
差
し
込
む
月
の
光
が
堂
内
の
墓
所
を
照
ら
し
て
、

鮮
や
か
な
色
を
投
げ
か
け
た
」
と
反
復
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
観
察
・
探
索
は
、
北
フ
ラ
ン
ス
の
旅
先
で
友
人
宛
に
書
い
た
手
紙
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
早
い
時
期
か
ら
、
ほ
と

ん
ど
潜
在
的
に
モ
リ
ス
の
内
に
存
在
し
た
。

　

そ
の
蓄
積
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、『
チ
ェ
ン
バ
ー
百
科
事
典
』（
全
一
〇
巻
、
一
八
九
〇
年
版
）

の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
モ
リ
ス
の
「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
に
関
す
る
一
文
で
あ
る
が
、
さ
い
わ
い
、
モ
リ
ス
の
娘
メ
イ
が
編
ん
だ

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
美
術
工
芸
家
、
著
述
家
、
社
会
主
義
者
』（
全
二
巻
）
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
メ
イ
の
指
摘
の
通

り
、「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
父
の
熟
練
が
そ
れ
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
最
初
期
の
職
人
技
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
詳
細

に
語
っ
た
文
章
が
ほ
か
に
な
く
、
そ
の
点
、
技
法
に
関
す
る
記
述
だ
け
で
な
く
、
そ
の
審
美
性
と
歴
史
に
関
す
る
記
述
も
興
味
深
く
、

情
報
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
」（

5
（

。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
技
法
は
エ
ナ
メ
ル
方
式
と
モ
ザ
イ
ク
方
式
に
大
別
さ
れ
る
。
両
者
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
煩
瑣
な
解
説
が
な
さ
れ

る
が
、
要
す
る
に
、
前
者
は
白
い
ガ
ラ
ス
に
エ
ナ
メ
ル
を
施
す
技
法
で
、
透
過
光
に
乏
し
く
、
満
足
な
効
果
が
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
技

法
は
、
モ
リ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
油
彩
あ
る
い
は
水
彩
画
の
模
倣
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
油
彩
が
た
や
す
く
完
璧
に
成
し
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遂
げ
る
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
苦
労
し
て
し
か
も
不
完
全
に
終
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
不
透
明
な
絵
画
が
真
似
で
き
な
い
効
果

を
作
り
出
す
ガ
ラ
ス
の
特
性
を
活
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
絵
画
や
壁
画
の
こ
う
し
た
模
倣
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
窓
の
装
飾
に
は

不
向
き
な
デ
ザ
イ
ン
を
行
わ
せ
、
装
飾
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
絵
画
の
巨
匠
の
作
品
が
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
の
手
本
と
さ
れ
、
入
念
に
盲
目
的
に
模
倣
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
結
果
、
偉
大
な
絵
画
の
た
ん
な
る
戯
画
を
産
む

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
設
置
さ
れ
る
建
物
の
『
装
飾
』
と
は
ま
る
で
場
違
い
な
代
物
と
な
る
」（

6
（

。

　

そ
れ
に
比
し
て
、
基
本
的
に
は
中
世
の
技
法
と
同
じ
工
程
で
作
ら
れ
る
モ
ザ
イ
ク
方
式
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
こ
そ
が
美
し
く
、
興
味

が
か
き
た
て
ら
れ
る
、
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
製
作
過
程
そ
の
も
の
は
説
明
す
る
だ
け
な
ら
し
ご
く
簡
単
だ
が
、
実
際
に
は
職
人
と

し
て
の
熟
練
が
多
分
に
要
求
さ
れ
る
と
す
る
。
モ
リ
ス
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
た
ん
に
ガ
ラ
ス
に
描
か
れ
た
絵
画
同
然
で
あ
る
よ
う
な

現
况
に
満
足
で
き
ず
、「
中
世
の
光
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
中
世
的
な
高
度
な
職
人
技
が
達
成
す
る
ガ
ラ
ス
片
に
よ
る
窓
の
完
成
を

主
張
し
た
。
油
彩
画
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
魅
力
は
別
々
の
も
の
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

モ
リ
ス
が
解
説
す
る
エ
ナ
メ
ル
・
モ
ザ
イ
ク
方
式
を
大
掴
み
に
言
え
ば
、（
1
）
画
家
が
描
く
絵
柄
に
色
指
定
を
す
る
、（
2
）
こ
れ

を
原
画
と
し
て
ガ
ラ
ス
断
片
の
た
め
の
分
割
図
を
作
る
、（
3
）
分
割
図
に
従
っ
て
、
ガ
ラ
ス
職
人
が
指
定
さ
れ
た
色
板
ガ
ラ
ス
か
ら

断
片
を
切
り
出
し
て
画
家
に
戻
す
、（
4
）
画
家
は
不
透
明
エ
ナ
メ
ル
で
輪
郭
線
を
描
き
、
ガ
ラ
ス
断
片
を
ガ
ラ
ス
・
イ
ー
ゼ
ル
の
上

で
ワ
ッ
ク
ス
を
使
っ
て
仮
の
組
み
立
て
を
行
い
、
濃
淡
の
ぼ
か
し
を
入
れ
、
細
部
を
描
く
、
こ
の
過
程
で
二
度
、
三
度
と
焼
成
を
す

る
、（
5
）
ガ
ラ
ス
職
人
が
鉛
枠
を
入
れ
て
固
定
、
図
像
を
仕
上
げ
る
。

　

こ
う
し
て
完
成
さ
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
、
そ
れ
が
建
物
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
壁
面
の
一
部
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
母

体
で
あ
る
建
物
と
有
機
的
関
係
を
本
来
的
に
有
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
術
工
芸
品
全
般
に
つ
い
て
通
用
す
る
い
わ
ば
基

本
原
理
だ
が
、
モ
リ
ス
に
お
け
る
こ
の
原
理
の
実
践
能
力
は
ほ
と
ん
ど
生
得
的
な
も
の
で
、
彼
ほ
ど
に
こ
の
原
理
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
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美
術
工
芸
家
も
珍
し
い
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
真
価
は
、「
そ
れ
が
装
飾
す
る
建
物
が
い
か
に
純
粋
で
あ
り
自
然
で
あ
る
か
」（

7
（

に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。「
も
し
建
物
自
体
が
優
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
、
た
と
え
個
々
の
窓
が
優
れ
て
い
よ

う
と
も
、
全
体
的
な
統
一
感
を
欠
い
た
、
た
だ
の
デ
ザ
イ
ン
の
寄
せ
集
め
と
化
し
て
し
ま
う
」。
逆
に
、
建
物
の
間
取
り
、
調
和
あ
る

色
彩
等
全
体
の
統
一
性
に
つ
い
て
十
全
の
配
慮
が
な
さ
れ
れ
ば
、「
窓
は
相
互
に
助
け
合
い
、
た
と
え
一
つ
、
二
つ
の
窓
が
デ
ザ
イ
ン

的
に
劣
る
と
し
て
も
、
心
地
よ
い
全
体
的
効
果
に
よ
っ
て
欠
点
は
目
立
た
な
く
な
る
」（

8
（

と
さ
え
述
べ
た
。

　

本
体
で
あ
る
建
築
物
に
対
し
て
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
二
流
・
三
流
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
関
係
に
あ
る
装
飾
美
術
を
、
モ
リ

ス
は
あ
え
て
レ
ッ
サ
ー
・
ア
ー
ト
（
小
芸
術
）
と
し
て
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
グ
レ
ー
タ
ー
・
ア
ー
ト
（
絵
画
、
建
築
、
彫
刻
）
を
凌

駕
す
る
確
固
た
る
芸
術
の
一
分
野
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
た
こ
と
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
モ
リ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、
両
者
は

本
来
的
に
優
劣
の
関
係
に
あ
る
別
々
の
領
域
で
は
な
か
っ
た
。

　

モ
リ
ス
が
辿
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
し
た
歴
史
的
展
望
と
実
作
例
へ
の
考
察
も
興
味
深
い
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

は
際
立
っ
て
中
世
の
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
現
代
の
製
法
は
基
本
的
に
は
一
二
世
紀
と
変
わ
り
は
な
く
、
中
世
の
製
作
過
程

に
背
を
向
け
た
作
例
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
を
困
惑
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
誕
生
の
地
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
で
な
か
っ
た

の
は
、
そ
の
国
に
は
絵
画
の
充
実
し
た
蓄
積
が
あ
っ
て
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ほ
ど
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
比
較
的
長
続
き
し
た
た
め
、
十
分
な
様
式
上
の
展
開
も
可
能
だ
っ
た
、
と
言
う
。

モ
リ
ス
は
、
一
二
世
紀
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
も
っ
て
本
来
の
意
味
で
の
誕
生
と
捉
え
、「
赤
と
青
を
主
に
し
た
色
彩
の
深
み
と
豊
饒
」（

9
（

を
重
視
し
た
。
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
に
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
マ
ー
ト
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
の
礼
拝
堂
や

ヨ
ー
ク
・
ミ
ン
ス
タ
ー
の
身
廊
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
盛
ん
だ
っ
た
大
型
は
ざ
ま
飾
り
窓
に
ふ
さ
わ
し
い
、
き
わ
め
て
美
し
い
様

式
を
創
出
し
た
こ
と
を
、「
芸
術
の
到
着
し
え
た
最
高
点
」（

10
（

と
称
賛
を
惜
し
ま
な
い
。（
前
者
は
モ
リ
ス
が
学
生
の
頃
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
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の
聖
所
と
し
て
通
い
詰
め
、
手
本
と
し
た
作
例
で
あ
る
）。「
大
量
の
光
を
堂
内
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
な
が
ら
、
他
の
追
従

を
許
さ
ぬ
優
雅
と
豊
饒
の
効
果
を
生
み
だ
し
た
」
そ
れ
に
続
く
垂
直
様
式
の
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
色
彩
は
淡
調
に
転
じ
、
な
か
で
も

白
あ
る
い
は
銀
白
色
の
ガ
ラ
ス
に
黄
色
を
交
え
た
賦
彩
が
目
立
っ
た
。
人
物
像
は
着
衣
を
は
じ
め
い
っ
そ
う
手
の
込
ん
だ
表
現
に
な
っ

た
が
、
窓
の
明
度
は
概
し
て
守
ら
れ
た
と
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
礼
拝
堂
前
室
、
グ
ロ
ス
タ
ー
大
聖
堂
の

東
大
窓
、
ヨ
ー
ク
・
ミ
ン
ス
タ
ー
聖
歌
隊
席
の
多
数
の
窓
を
そ
の
好
例
と
し
た
。

　

一
六
世
紀
に
入
る
と
、
陰
影
が
重
々
し
く
な
り
、
色
彩
は
美
し
さ
を
失
い
、
過
度
の
絵
画
的
効
果
を
狙
う
な
ど
し
て
衰
微
し
、
正
統

な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
一
五
四
〇
年
頃
を
も
っ
て
終
っ
た
と
断
じ
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
消
滅
と
と
も
に
完
全
に
姿
を
消
し
た
が
、
当
世

の
世
俗
的
ゴ
シ
ッ
ク
復
活
と
あ
い
ま
っ
て
、
難
題
を
抱
え
な
が
ら
も
息
を
吹
き
返
し
た
。
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
社
と
パ
ウ
エ
ル
社
の
協
力
が

優
れ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
生
む
こ
と
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
、
と
い
う
。

　

商
会
に
寄
せ
ら
れ
た
最
初
の
大
型
注
文
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｆ
・
ボ
ド
リ
ー
か
ら
の
依
頼
だ
っ
た
。
一
八
六
二
年
に
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
の
セ

ル
ス
リ
ー
に
建
て
ら
れ
た
オ
ー
ル
・
セ
イ
ン
ツ
教
会
の
た
め
の
大
量
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
注
文
だ
っ
た
。
ボ
ド
リ
ー
は
、
ゴ
シ
ッ
ク

復
活
の
中
心
的
建
築
家
の
ひ
と
り
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ス
コ
ッ
ト
の
下
で
見
習
い
期
間
を
終
え
て
、
一
八
五
四
年
か

ら
五
八
年
ま
で
ス
ト
リ
ー
ト
の
建
築
事
務
所
で
助
手
を
務
め
て
い
た
関
係
か
ら
、
モ
リ
ス
、
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
と
面
識
が
あ
っ
た
。
ボ
ド

リ
ー
は
す
で
に
六
〇
年
代
初
頭
、
ブ
ラ
イ
ト
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
教
会
の
祭
壇
画
を
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
依
頼
し
た
実
績
も

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ス
カ
バ
ラ
の
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
ズ=
オ
ン=

ザ=

ヒ
ル
教
会
、
ブ
ラ
イ
ト
ン
の
セ
ン
ト
・
マ
イ
ケ
ル
ズ
教

会
の
設
計
を
手
掛
け
る
な
ど
着
々
と
実
績
を
重
ね
、
有
能
な
若
手
建
築
家
と
し
て
注
目
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
ボ
ド
リ
ー
か

ら
の
相
次
ぐ
注
文
に
よ
っ
て
商
会
は
幸
先
の
よ
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
商
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
想
像
以
上
に
多
数
の
教
会
を
「
装
飾
し
」、
し
か
も
今
な
お
全
国
各
地
に
存
在
し
、
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（
存
在
し
な
い
州
名
を
挙
げ
る
の
が
困
難
な
く
ら
い
で
あ
る
）、
し
か
も
芸
術
的
に
も
優
れ
た
出
来
栄
え
に
よ
っ
て
高
い
評
価
を
維
持
し

て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
壁
紙
と
と
も
に
、
商
会
が
果
た
し
た
社
会
へ
の
多
大
な
寄
与
を
あ
ら
た
め
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い（

11
・（

。

　

ボ
ド
リ
ー
に
よ
る
初
受
注
の
、
天
地
創
造
を
表
象
す
る
大
薔
薇
窓
を
は
じ
め
と
す
る
二
一
点
は
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
、
モ
リ
ス
を
中
心

に
、
ウ
ェ
ッ
ブ
、
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ー
シ
ャ
ル
、
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
ら
に
よ
る
共
同
製
作
と
な
っ
た
。
こ
の
初
仕
事

に
つ
い
て
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
は
、
先
行
す
る
パ
ウ
エ
ル
社
や
ク
レ
イ
ト
ン
・
ア
ン
ド
・
ベ
ル
社
の
製
品
に
比
べ
る
と
、
肝
心

の
色
彩
効
果
が
鈍
い
な
ど
完
成
度
が
低
く
、
経
験
不
足
か
ら
見
劣
り
が
し
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
克
服
さ
れ
て
、
逆

に
上
記
二
社
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
一
八
六
二
年
頃
か
ら
、
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、

「
明
ら
か
に
地
味
で
抑
え
た
彩
色
」（

12
（

に
変
化
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
地
味
で
抑
え
た
彩
色
」
こ
そ
商
会
が
達
成
し
た
新
境
地
で
あ
り
、

そ
れ
は
ハ
リ
ソ
ン
も
指
摘
す
る
「
抑
制
さ
れ
た
青
、
ル
ビ
ー
の
深
紅
、
黄
色
、
一
四
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
特
有
な
緑

色
、
野
菜
か
ら
採
っ
た
染
料
に
も
比
肩
し
う
る
微
妙
な
大
地
の
色
彩
」（

13
（

で
あ
っ
た
。
モ
リ
ス
は
や
が
て
仲
間
の
彩
色
に
も
独
自
の
調
整

を
加
え
た
。「
独
創
的
か
つ
独
特
の
手
法
で
色
の
再
演
出
を
達
成
」
す
る
こ
と
に
努
め
て
、
モ
リ
ス
は
既
存
の
パ
ウ
エ
ル
社
な
ど
が
得

意
と
し
た
万
華
鏡
的
色
彩
の
氾
濫
、
つ
ま
り
無
数
の
高
彩
度
の
ガ
ラ
ス
小
片
を
撒
き
散
ら
し
た
よ
う
な
効
果
の
模
倣
を
華
美
に
過
ぎ
る

と
し
て
遠
ざ
け
た
。

　

商
会
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
と
賦
彩
の
変
革
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
中
世
に
刺
激
を
求
め
た
が
、
模
倣
を
忌
避
し
、
中
世

の
形
式
よ
り
も
精
神
を
伝
え
る
こ
と
に
腐
心
し
た
。
ア
ル
バ
ー
ト
・
ム
ア
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ド
・
モ
ー
ガ
ン
（
一
八
三
九
─

一
九
一
七
）
や
シ
メ
オ
ン
・
ソ
ロ
モ
ン
（
一
八
四
〇
─
一
九
〇
五
）
な
ど
有
能
な
外
部
の
手
を
借
り
な
が
ら
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
タ

イ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
に
携
わ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
壁
紙
に
先
駆
け
て
、
平パ

タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン

面
文
様
に
関
す
る
貴
重
な
経

験
と
な
っ
た
。
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一
八
六
二
年
は
商
会
に
と
っ
て
記
憶
さ
る
べ
き
年
と
な
っ
た
。
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
で
の
ロ
ン
ド
ン
国
際
芸
術
産
業
展
の
開
催

で
あ
る
。
五
一
年
の
ク
リ
ス
タ
ル
・
パ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
博
覧
会
の
第
二
弾
と
し
て
企
画
さ
れ
た
産
業
展
で
あ
る
。
注
目
を
引
い
た

の
は
日
本
部
門
（
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
の
気
運
を
高
め
た
）
と
中
世
部
門
だ
っ
た
。
後
者
は
ま
だ
発
足
し
た
ば
か

り
の
商
会
に
と
っ
て
事
実
上
の
初
舞
台
と
な
っ
た
。
大
枚
二
五
ポ
ン
ド
を
は
た
い
て
、
二
つ
の
ブ
ー
ス
を
確
保
、
一
つ
は
も
っ
ぱ
ら
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
ブ
ー
ス
に
は
絵
付
き
タ
イ
ル
、
絵
付
き
家
具
、
刺
繍
、
銅
製
の
燭
台
、
ウ
ェ
ッ
ブ
に
よ
る
宝
飾
品

の
試
作
品
、
ソ
フ
ァ
、
洗
面
台
等
を
展
示
し
た
。
人
気
が
あ
っ
た
の
は
《
聖
ジ
ョ
ー
ジ
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
》
で
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ウ
ェ
ッ
ブ
の
デ
ザ
イ
ン
、
モ
リ
ス
の
絵
付
け
、
マ
ホ
ガ
ニ
ー
、
オ
ー
ク
、
松
材
を
使
用
、
彩
飾
・
金
箔
が
施
さ
れ
、
銅
製
の
取
手
付
き

で
あ
っ
た
。
モ
リ
ス
は
板
絵
扉
の
た
め
に
「
聖
ジ
ョ
ー
ジ
の
伝
説
」
を
題
材
に
し
て
三
枚
の
パ
ネ
ル
に
五
景
を
描
い
た
。
龍
の
要
求
に

屈
し
て
、
町
の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
王
女
は
ジ
ェ
イ
ン
が
モ
デ
ル
だ
っ
た
。

　

二
つ
の
ブ
ー
ス
は
奨
励
賞
を
獲
得
、
一
般
入
場
者
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
か
ら
も
称
賛
が
寄
せ
ら
れ
た
。
会
場
で
一
五
〇
ポ
ン
ド
の

売
上
げ
が
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
新
た
に
重
要
な
顧
客
の
獲
得
に
も
成
功
し
た
。
審
査
員
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
色
彩
と
デ
ザ
イ
ン
両
面

の
芸
術
性
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
う
し
て
商
会
は
社
会
的
認
知
を
得
た
。
ず
っ
と
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
受
注
は
国
内
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ア
メ
リ
カ
、
ボ
ス
ト
ン
の
聖
三
位
一
体
教
会
か
ら
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
機
運
に
乗
じ
て
商
会
が
手
掛
け
た
数
々
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
な
か
で
、
ブ
ラ
イ
ト
ン
の
セ
ン
ト
・
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ン

ド
・
オ
ー
ル
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
ズ
教
会
の
そ
れ
は
評
価
が
高
い
。
西
正
面
の
薔
薇
窓
は
、
円
形
の
《
聖
母
子
》（
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
）

を
中
心
に
、
そ
れ
を
ぐ
る
り
と
囲
む
、
鐘
を
鳴
ら
す
七
態
の
天
使
を
描
い
た
七
つ
の
円
形
窓
《
鐘
を
鳴
ら
す
天
使
た
ち
》（
バ
ー
ン=

ジ
ョ
ー
ン
ズ
）
を
特
質
と
す
る
独
創
的
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
。
下
部
に
は
全
部
で
六
つ
の
窓
─
四
つ
の
細
縦
長
の
尖
頭
窓
（
ラ
ン
セ
ッ

ト
）
と
そ
の
上
部
に
二
つ
の
葉
形
飾
り
窓
─
が
左
右
対
称
に
配
さ
れ
た
。
尖
頭
窓
は
左
か
ら
盾
と
長
槍
を
も
つ
《
聖
ミ
カ
エ
ル
》
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（
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
）、《
聖
ラ
フ
ァ
エ
ル
》（
モ
リ
ス
）、《
聖
ユ
リ
エ
ル
》（
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ド
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ウ

ン
）、
白
百
合
を
も
つ
《
聖
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
》（
モ
リ
ス
）
で
あ
る
。
上
部
を
占
め
る
葉
形
飾
り
窓
は
左
が
《
聖
ジ
ョ
ー
ジ
》（
Ｐ
・
Ｐ
・

マ
ー
シ
ャ
ル
）、
右
が
《
受
胎
告
知
》（
モ
リ
ス
）
で
あ
る
。

　

依
頼
主
の
ボ
ド
レ
ー
は
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
薔
薇
窓
が
特
に
気
に
入
っ
て
、
初
期
商
会
の
も
っ
と
も
見
事
な
作
例
の
ひ
と

つ
と
称
え
た
。
濃
い
緑
色
の
着
衣
の
天
使
が
大
き
な
黄
金
の
鐘
を
打
つ
七
つ
の
姿
形
が
、
星
の
燦
め
き
の
表
象
で
あ
ろ
う
か
、
黄
色
の

装
飾
模
様
を
施
し
た
白
色
ガ
ラ
ス
を
背
景
に
描
か
れ
た
。
ま
た
尖
頭
窓
の
大
天
使
に
つ
い
て
、「
聖
像
的
だ
が
、
ほ
の
か
に
生
気
が
あ

り
、
一
三
世
紀
ゴ
シ
ッ
ク
彫
刻
の
ポ
ー
ズ
を
思
い
出
さ
せ
る
。
柔
ら
か
な
青
、
緑
、
赤
茶
色
は
、
モ
リ
ス
が
白
地
の
ガ
ラ
ス
に
黄
色
の

染
め
付
け
を
う
ま
く
活
か
し
、
金
と
銀
の
見
事
な
調
和
の
中
に
控
え
目
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
」（

14
（

と
ハ
リ
ソ
ン
は
解
説
す
る
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
北
部
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
近
郊
に
ノ
ッ
テ
ィ
・
ア
ッ
シ
ュ
と
い
う
町
が
あ
る
。
そ
の
聖
ジ
ョ
ン
・
ジ
・
エ
ヴ
ァ
ン

ジ
ェ
リ
ス
ト
教
会
の
北
側
廊
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
、
個
人
的
に
は
、
最
も
心
惹
か
れ
る
。
祭
壇
か
ら
三
番
目
の
区
画
に
設
け
ら
れ
た

大
窓
は
上
下
二
層
に
大
別
さ
れ
、
そ
の
下
部
に
通
称
《
ア
ブ
サ
ロ
ム
の
窓
》
が
あ
る
。
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
下
絵
に
モ
リ
ス
が
遺

憾
な
く
色
彩
感
覚
を
発
揮
し
た
、
一
八
七
二
年
の
共
同
製
作
で
あ
る
。
窓
全
体
は
三
分
割
さ
れ
、
中
央
に
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
左
右
に
サ

ミ
ュ
エ
ル
と
テ
モ
テ
を
主
題
に
し
た
窓
で
あ
る
。
聖
書
上
の
三
人
物
像
は
透
明
感
の
あ
る
紺
色
の
ア
ブ
サ
ロ
ム
を
は
じ
め
、
そ
の
両
側

に
配
さ
れ
た
茶
褐
色
の
二
人
物
像
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
最
大
の
特
徴
は
窓
全
面
の
背
景
を
埋
め
る
緑
の
曲
線
状
の
枝
葉
で
あ
る
。
多

少
の
濃
淡
を
交
え
た
そ
の
緑
が
人
物
を
背
後
か
ら
密
に
支
え
て
、
全
体
の
基
調
を
醸
成
す
る
。
け
っ
し
て
出
し
ゃ
ば
ら
な
い
。
そ
の
精

彩
あ
ふ
れ
る
緑
の
静
謐
は
失
っ
た
愛
児
を
弔
う
父
親
の
哀
惜
と
悲
嘆
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

こ
う
し
た
商
会
の
最
初
期
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
業
績
を
、
モ
リ
ス
の
娘
メ
イ
は
そ
の
編
著
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
美
術
工
芸

家
、
著
述
家
、
社
会
主
義
者
』
第
一
巻
に
「
商
会
の
職
人
た
ち
が
ガ
ラ
ス
工
芸
の
領
域
で
見
せ
た
仕
事
振
り
は
、
こ
れ
が
新
し
く
手
掛
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け
た
技
芸
だ
と
は
と
て
も
思
え
な
い
出
来
栄
え
で
、
彼
ら
が
、
徒
弟
見
習
い
も
経
ず
、
悠
々
と
確
実
に
、
こ
れ
だ
け
全
国
の
教
会
を

次
々
に
、
斬
新
か
つ
因
習
に
囚
わ
れ
な
い
素
晴
ら
し
い
仕
事
の
達
成
に
よ
っ
て
、
俄
に
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
達
人
の
地
歩
を
固
め
た

の
は
ま
さ
に
驚
き
で
し
た
」（

15
（

と
総
括
し
た
。

　

し
か
し
、
順
風
満
帆
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
。
当
然
、
揶
揄
、
や
っ
か
み
、
妨
害
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
モ
リ
ス
自
身
も
例
の
「
自
伝

的
覚
書
」
で
、「
商
会
は
ま
も
な
く
あ
る
程
度
の
成
功
を
収
め
た
け
れ
ど
、
当
然
ひ
ど
い
冷
笑
の
的
と
な
っ
た
」
と
書
く
。「
中
世
風
の

家
具
、
タ
ペ
ス
ト
リ
な
ど
、
い
っ
た
い
、
だ
れ
が
、
そ
う
し
た
展
示
の
品
々
を
見
て
、
一
九
世
紀
の
製
品
だ
と
信
じ
る
だ
ろ
う
か
─
は

め
ば
歯
車
と
蒸
気
ラ
ム
と
施
条
銃
の
こ
の
ご
時
世
に
？　

展
示
さ
れ
た
型
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
が
流
行
っ
た
の
は
六
〇
〇
年
も
昔
の
こ
と

で
は
な
い
か
」（

16
（

、�「
未
熟
な
商
会
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
、
あ
の
手
こ
の
手
が
使
わ
れ
た
」（

17
（

。
趣
意
書
を
「
読
ん
だ
者
は
そ
の
宣
言
の

無
鉄
砲
さ
に
空
い
た
口
が
塞
が
ら
な
か
っ
た
」
ば
か
り
か
、「
既
成
の
専
門
業
者
は
、
ろ
く
そ
っ
ぽ
商
売
の
こ
と
も
分
か
ら
な
い
連
中

に
土
足
で
玄
関
に
踏
み
込
ま
れ
た
感
じ
が
し
た
の
だ
。
で
き
る
こ
と
な
ら
結
託
し
て
、
市
場
か
ら
商
会
を
排
除
し
た
い
と
本
気
で
画
策

し
た
ほ
ど
だ
っ
た
」（

18
（

、「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
商
会
が
宣
伝
す
る
物
と
は
似
て
非
な
る
も
の
」、「
実
は
こ
の
機
に
臨
ん
で
、
昔
の
ガ
ラ
ス

を
そ
れ
な
り
に
急
拵
え
し
た
代
物
に
過
ぎ
な
い
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
ま
が
い
物
だ
」（

19
（

と
主
張
し
た
。
出
展
を
阻
も
う
と
す
る
動

き
さ
え
あ
っ
た
。
モ
リ
ス
に
は
一
〇
年
ほ
ど
前
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
絵
画
に
浴
び
せ
ら
れ
た
中
傷
と
非
難
の
再
来
と
思
え
た
だ
ろ

う
。

　

博
覧
会
の
成
功
を
機
に
注
文
が
増
え
る
。
来
店
す
る
顧
客
も
増
え
た
。
商
会
が
手
狭
に
な
っ
て
き
た
。
住
ま
い
と
仕
事
場
が
ロ
ン
ド

ン
郊
外
の
「
赤
い
家
」
と
市
内
の
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
オ
ン
・
ス
ク
エ
ア
で
は
離
れ
過
ぎ
て
い
て
、「
通
勤
」
が
苦
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
。

モ
リ
ス
は
リ
ュ
ー
マ
チ
熱
に
悩
ま
さ
れ
て
も
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ー
ナ
（
バ
ー
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
妻
）
が
猩
紅
熱
で
重
態
に
な
る

と
、
ス
ト
レ
ス
で
モ
リ
ス
の
相
棒
の
バ
ー
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ま
で
が
体
調
を
崩
し
た
。
モ
リ
ス
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
ア
プ
ト
ン
に
仕
事
場
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を
移
す
こ
と
、
あ
わ
せ
て
「
赤
い
家
」
を
建
て
増
し
し
て
、
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
夫
妻
と
ひ
と
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
こ
と
を
考
え

た
。
が
、
夫
妻
が
ロ
ン
ド
ン
を
離
れ
る
こ
と
を
強
く
嫌
っ
た
た
め
、
結
局
モ
リ
ス
は
「
赤
い
家
」
を
手
放
す
決
心
を
し
た
。
苦
渋
の
選

択
だ
っ
た
ろ
う
。
モ
リ
ス
夫
妻
に
と
っ
て
記
念
碑
的
家
具
の
大
半
は
備
え
付
け
で
あ
っ
た
た
め
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「
赤
い

家
」
の
至
福
は
わ
ず
か
五
年
で
終
わ
っ
た
。

　

ジ
ョ
ー
ジ
ア
ー
ナ
は
「
赤
い
家
」
を
惜
し
ん
で
こ
ん
な
ふ
う
に
書
き
残
し
た（

20
（

。

　

わ
た
し
た
ち
の
人
生
で
最
も
幸
福
な
一
時
期
は
、「
赤
い
家
」
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
幕
が
下
ろ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

で
も
、
仕
方
な
い
こ
と
で
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
起
居
し
て
断
固
事
業
に
か
ま
け
る
不
退
転
の
決
意
で
い
た
モ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、

あ
れ
ほ
ど
愛
し
た
家
を
留
守
に
し
た
ま
ま
、
た
だ
の
家
主
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
即
刻
、
売
り

に
出
す
よ
り
仕
方
な
く
、
も
う
二
度
と
目
に
す
る
つ
も
り
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
実
際
そ
の
通
り
二
度
と
目
に
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
家
を
後
か
ら
い
つ
ま
で
も
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
の
中
に
は
「
赤
い
家
」
を

夢
に
見
た
も
の
が
い
た
の
で
す
。

　

ア
プ
ト
ン
を
最
後
に
訪
ね
た
の
は
一
八
六
五
年
九
月
で
し
た
。
秋
晴
れ
の
午
後
、
モ
リ
ス
と
ジ
ェ
ニ
ー
、
エ
ド
ワ
ー
ド
と
わ
た

し
の
四
人
で
、
周
辺
に
ま
だ
残
っ
て
い
た
人
里
離
れ
た
景
勝
の
地
を
馬
車
で
お
別
れ
に
一
巡
り
し
ま
し
た
。

　

モ
リ
ス
が
「
赤
い
家
」
と
決
別
し
た
の
は
一
八
六
五
年
一
一
月
だ
っ
た
。
同
時
に
モ
リ
ス
夫
妻
は
ロ
ン
ド
ン
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
地

区
、
ク
ウ
ィ
ー
ン
・
ス
ク
エ
ア
二
六
番
を
新
居
と
し
た
。
そ
こ
は
新
婚
旅
行
を
終
え
て
帰
国
後
、「
赤
い
家
」
の
完
成
ま
で
仮
住
ま
い

を
し
た
グ
レ
ー
ト
・
オ
ー
モ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
と
指
呼
の
間
に
あ
る
、
南
北
に
細
長
い
ス
ク
エ
ア
だ
っ
た
。
二
六
番
は
モ
リ
ス
が
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バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
商
会
発
起
人
七
名
の
連
記
に
よ
っ
て
商
会
名
儀
で
借
り
た
建
物
（
現
在
は
病
院
）
だ
っ
た
。
モ
リ
ス
一
家
は

店
舗
の
上
階
に
一
八
七
二
年
ま
で
住
む
こ
と
に
な
る
。
北
側
に
は
建
物
が
な
く
、
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
丘
ま
で
見
渡
せ
た
。
当
時
ブ
ル
ー

ム
ズ
ベ
リ
地
区
は
、
ま
だ
ア
ン
女
王
時
代
の
ロ
ン
ド
ン
の
郊
外
住
宅
地
と
し
て
か
つ
て
の
風
格
の
い
く
ば
く
か
を
と
ど
め
て
い
る
場
所

だ
っ
た
。
い
ま
で
こ
そ
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
街
区
に
零
落
し
た
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
瀟
洒
な
ア
ン
女
王
時
代
の
住
居
が
わ

ず
か
に
残
り
、
文
人
・
芸
術
家
と
も
縁
が
深
く
、
大
英
博
物
館
の
所
在
地
と
し
て
も
、
か
つ
て
は
ロ
ン
ド
ン
を
代
表
す
る
文
教
地
区
で

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。

　

メ
イ
・
モ
リ
ス
は
父
の
断
腸
の
思
い
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
に
、「
父
が
妻
と
友
人
を
迎
え
る
た
め
に
建
て
た
美
し
い
住
い
の
こ
と
、

そ
し
て
都
会
の
喧
騒
に
と
て
も
近
い
の
に
、
ま
る
で
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
な
一
隅
で
、
花
咲
く
果
樹
園
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
若
い
仲
間

が
過
し
た
仕
合
せ
な
活
気
に
あ
ふ
れ
た
日
々
の
こ
と
、
そ
れ
は
い
く
ら
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
も
、
そ
の
陽
気
で
真
剣
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
日
々
の
魅
力
を
想
う
と
、
決
し
て
陳
腐
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
」（

21
（

と
述
懐
し
た
。

　

商
会
に
つ
い
て
次
に
特
筆
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
一
八
六
六
年
と
六
七
年
に
二
件
の
依
頼
を
、
教
会
関
係
で
は
な
く
、
は
じ
め
て
世
俗

建
築
の
室
内
装
飾
を
、
大
方
の
予
想
が
及
ば
な
い
方
面
か
ら
受
注
し
た
こ
と
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
宮
殿
の
「
武
具
の
間
」

と
「
綴
れ
織
の
間
」
の
内
装
工
事
と
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）
の
食

堂
内
装
の
工
事
が
相
前
後
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
。
発
足
し
て
間
も
な
い
商
会
に
と
っ
て
、
確
実
に
箔
付
け
に
な
る
注
文
だ
っ
た
が
、
ど

う
し
て
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
正
直
言
っ
て
、
戸
惑
い
を
覚
え
る
の
だ
が
、
Ｐ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
「
ち
ょ
っ
と

し
た
謎
で
あ
る
」（

22
（

と
言
っ
て
、
こ
の
注
文
は
「
ヘ
ン
リ
・
コ
ー
ル
が
一
八
六
二
年
の
博
覧
会
に
出
品
し
た
商
会
の
作
品
に
感
銘
を
受
け

て
、
商
会
を
推
薦
し
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
言
う
。
ま
た
Ｊ
・
リ
ン
ジ
は
「
受
注
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
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ジ
ン
ト
ン
博
物
館
長
コ
ー
ル
が
商
会
に
好
意
的
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
」（

23
（

と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
書
い
た
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
両
人

が
名
を
挙
げ
て
い
る
コ
ー
ル
と
い
う
人
物
の
方
に
関
心
が
向
か
う
。
た
し
か
に
こ
の
要
職
に
あ
っ
た
人
物
は
こ
の
時
期
の
モ
リ
ス
ま
た

は
商
会
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
次
章
に
譲
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
「
好
意
」
だ
け
で
実
現
す
る
こ
と
だ
ろ
う

か
、
博
物
館
は
ま
だ
し
も
、
と
い
う
思
い
が
依
然
残
る
。

　

Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
に
よ
れ
ば
、
同
宮
殿
は
二
年
前
に
「
宴
会
の
間
」
の
内
装
改
修
工
事
を
王
室
お
気
に
入
り
の
装
飾
家
ジ
ョ
ン
・
ク

レ
イ
ス
の
手
で
終
え
た
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う（

24
（

。
そ
の
実
績
を
押
し
の
け
る
恰
好
で
商
会
が
受
注
を
獲
得
し
た
の
は
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の

魅
力
と
強
引
な
押
し
の
成
果
だ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
時
の
ロ
ン
ド
ン
市
建
設
局
長
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ー
パ
ー
（
パ
ー
マ

ス
ト
ン
卿
の
継
子
、
後
の
マ
ウ
ン
ト
＝
テ
ン
プ
ル
卿
）
に
、
友
人
だ
っ
た
ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
働
き
か
け
た
と
い
う
訳

だ
。
ク
ー
パ
ー
自
身
も
た
ん
な
る
能
吏
で
は
な
く
、
芸
術
に
も
関
心
を
寄
せ
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
説
く
装
飾
美
術
の
新
し
い
動
向
に
も
理

解
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
間
の
経
緯
の
一
端
を
、
レ
デ
ィ
・
マ
ウ
ン
ト
＝
テ
ン
プ
ル
は
回
想
録
に
「
年
月
の
経
っ
た
セ
ン
ト
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
宮
殿
の
数
室
を
改
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
に
、
昔
と
同
じ
よ
う
に
な
に
が
し
か
名
の
売
れ
て
い
る
業
者
の
手

に
委
ね
る
こ
と
を
せ
ず
、
あ
の
芸
術
の
偉
大
な
改
革
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
を
説
き
伏
せ
て
仕
事
を
引
き
受
け
て
も
ら
っ
た
の
で

す
」�

と
書
い
た
。

　

一
方
リ
ン
ダ
・
パ
リ
は
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
が
重
要
な
働
き
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
風
に
書
い
た
。「
前
衛
的
な
デ
ザ
イ
ン
へ

の
愛
情
を
理
解
で
き
な
い
王
室
と
、
わ
ず
か
数
年
前
に
、
仮
住
ま
い
を
し
て
い
た
モ
ー
ル
バ
ラ
・
ハ
ウ
ス
か
ら
移
転
し
て
き
た
ば
か
り

の
博
物
館
に
対
し
て
、
発
足
間
も
な
い
未
経
験
な
装
飾
専
門
の
商
会
が
、
仕
事
の
質
量
両
面
に
お
い
て
施
主
の
要
求
に
十
分
応
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（

25
（

。

　

宮
殿
の
内
装
工
事
は
一
八
六
六
年
九
月
か
ら
翌
年
の
一
月
ま
で
か
か
っ
た
。
工
事
を
総
括
し
た
の
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
だ
っ
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た
。
リ
ン
ダ
・
パ
リ
の
解
説
を
借
り
れ
ば
、
天
井
、
天
井
蛇
腹
、
腰
羽
目
板
、
窓
、
扉
な
ど
す
べ
て
が
「
様
式
化
さ
れ
た
花
柄
の
反
復

模
様
で
彩
色
さ
れ
、
既
存
の
綴
れ
織
り
や
武
具
な
ど
の
展
示
品
と
競
い
合
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
補
完
す
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
た
。
黒
地
に
金
と
明
る
い
彩
色
を
強
調
す
る
な
ど
…
…
王
室
に
ふ
さ
わ
し
く
壮
麗
な
効
果
が
求
め
ら
れ
た
が
、
特
徴
に
欠
け
て
暗
い

印
象
で
あ
る
」（

26
（

。
自
己
主
張
で
は
な
く
、
全
体
と
の
調
和
を
重
ん
じ
た
構
想
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
た
い
。
過
度
に
ゴ
シ
ッ
ク
調
で
、

サ
イ
ケ
デ
リ
ッ
ク
で
さ
え
あ
る
と
評
し
た
の
は
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
で
あ
る
。
二
年
前
の
ク
レ
イ
ス
の
仕
事
に
比
べ
れ
ば
、
一
転
、
想
像

を
越
え
た
新
空
間
の
出
現
と
言
い
え
た
だ
ろ
う
。

　

商
会
の
も
う
一
つ
の
仕
事
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
「
緑
の
食
堂
」（

27
（

の
内
装
工
事
は
、
そ
の
頃
博
物
館
が
進
め
て
い
た
三

食
堂
の
改
装
計
画
の
一
環
だ
っ
た
。
漆
喰
壁
は
ウ
ェ
ッ
ブ
に
よ
っ
て
、
オ
リ
ー
ブ
の
実
る
枝
の
浅
浮
き
彫
り
反
復
模
様
が
施
さ
れ
、
そ

の
上
部
の
蛇コ

ー
ニ
ス
・
フ
リ
ー
ズ

腹
の
小
壁
に
は
兎
を
追
い
か
け
る
猟
犬
と
樹
木
と
野
兎
と
が
交
互
に
描
か
れ
た
。
漆
喰
壁
の
下
、
目
の
高
さ
に
、
樹
木
と

果
樹
の
緑
の
小
枝
、
果
実
、
花
を
描
い
た
縦
長
の
小
パ
ネ
ル
を
連
続
さ
せ
な
が
ら
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
一
年
一
二
カ
月
を
表
象
す
る
人

物
像
が
配
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ザ
イ
ン
は
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
。
腰
羽
目
板
は
無
地
の
緑
が
か
っ
た
藍
色
、
二
つ
の
窓
に

は
め
込
ま
れ
た
全
部
で
六
枚
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
は
小
動
物
や
花
に
囲
ま
れ
花
輪
に
飾
ら
れ
た
女
性
立
像
が
配
さ
れ
た
。

　

確
か
に
全
体
は
く
す
ん
だ
や
や
暗
い
印
象
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
小
枝
や
果
実
や
花
の
パ
ネ
ル
が
黄
色
地
に
描
か
れ
た
小
パ
ネ
ル

の
連
続
が
全
体
を
明
る
く
引
き
立
て
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
に
、
漆
喰
壁
の
オ
リ
ー
ブ
柄
と
い
い
、
こ
の
小
パ
ネ
ル
の
樹

木
と
果
樹
の
柄
と
い
い
、
決
し
て
壁
紙
で
は
な
い
が
、
商
会
が
平
面
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
高
い
技
術
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
す

る
植
物
文
様
と
な
っ
て
い
る
。
じ
つ
は
壁
紙
へ
の
挑
戦
は
す
で
に
こ
の
二
年
程
前
に
モ
リ
ス
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
た
。

　

次
章
は
話
題
の
向
き
を
少
々
変
え
て
、
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
設
立
前
後
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
装
飾
芸
術
を
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め
ぐ
る
状
況
を
一
瞥
し
た
い
。
そ
れ
は
モ
リ
ス
の
壁
紙
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
正
当
な
理
解
と
評
価
に
不
可
欠
な
手

続
き
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

◆
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
先
行
者
た
ち

　

一
八
世
紀
半
ば
進
展
す
る
手
工
業
生
産
制
の
急
速
な
発
展
の
中
に
早
く
も
後
の
モ
リ
ス
が
強
く
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ

れ
る
動
向
が
顕
著
と
な
っ
た
。
一
七
五
三
年
の
諸ソ

サ
イ
ア
テ
ィ
・
フ
ォ
ー
・
ジ
・
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
メ
ン
ト
・
オ
ヴ
・
ジ
・
ア
ー
ツ
・
マ
ヌ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ズ
・
ア
ン
ド
・
コ
マ
ー
ス

芸
術
・
手
工
業
・
商
業
奨
励
の
た
め
の
協
会
の
設
立
と
翌
年
の

王ロ
イ
ヤ
ル
・
ソ
サ
イ
ア
テ
ィ
・
オ
ヴ
・
ア
ー
ツ

立
芸
術
協
会
の
設
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
つ
の
協
会
は
、
同
年
創
設
さ
れ
た
大
英
博
物
館
と
と
も
に
、
デ
ザ
イ
ン
産
業
に
新

た
な
活
力
を
与
え
、
社
会
一
般
の
装
飾
美
術
に
対
す
る
関
心
を
格
段
に
高
め
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
を
は
じ
め
イ
ギ

リ
ス
各
地
で
品
評
会
・
展
示
会
が
活
気
を
呈
し
、
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
に
賞
を
与
え
る
各
種
コ
ン
テ
ス
ト
が
催
さ
れ
た
。
一
八
三
五
年
に

は
「
諸
技
芸
の
知
識
及
び
デ
ザ
イ
ン
の
諸
原
理
を
国
民
（
特
に
生
産
に
か
か
わ
る
人
々
）
の
間
に
普
及
せ
し
め
る
最
善
の
策
を
探
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
」
特
別
委
員
会
が
下
院
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
三
五
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
報
告
書
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
養
成
学
校
や
博
物

館
・
美
術
館
の
設
立
な
ど
を
提
言
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
三
六
年
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
の
創
設
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
八
四
六

年
ま
で
に
一
〇
指
に
あ
ま
る
国ノ

ー
マ
ル
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン

立
デ
ザ
イ
ン
師
範
学
校
の
開
校
が
実
現
し
た
。
こ
う
し
た
気
運
は
一
八
五
一
年
の
大グ

レ
ー
ト
・
エ
ク
ヒ
ビ
シ
ョ
ン

博
覧
会
、
つ

ま
り
第
一
回
万
国
博
覧
会
へ
と
集
約
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）
と
い
う
記
念
碑
的
遺
産
と
し
て
総
括
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
発
足
間
も
な
い
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
が
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
か
ら

「
緑
の
食
堂
」
の
内
装
工
事
を
受
注
し
た
事
実
（
一
八
六
六
）
を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
す
と
、
前
述
し
た
風
景
と
は
ま
た
別
な
事
情

が
お
の
ず
と
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
一
言
触
れ
た
同
博
物
館
の
創
設
者
に
し
て
初
代
館
長
ヘ
ン
リ
・
コ
ー
ル
の
姿
が
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同
時
代
の
群
像
に
混
じ
っ
て
そ
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

ヘ
ン
リ
・
コ
ー
ル
（
一
八
〇
八
─
八
二
）
と
は
い
っ
た
い
何
者
？�

そ
の
多
彩
・
活
力
に
は
舌
を
巻
か
ざ
る
を
え
な
い
。
上
述
の
博

覧
会
の
組
織
、
国
立
デ
ザ
イ
ン
学
校
の
創
設
、
ロ
ン
ド
ン
の
公
文
書
館
の
改
組
、
一
ペ
ニ
ー
郵
便
制
の
導
入
、
イ
ギ
リ
ス
初
の
一
ペ

ニ
ー
郵
便
切
手
や
糊
つ
き
郵
便
切
手
の
発
案
者
、
特
許
法
の
改
正
、
鉄
道
軌
間
の
統
一
の
実
現
、
水
彩
画
家
、
そ
し
て
手
工
芸
品
の
た

め
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
な
か
ん
ず
く
紅
茶
セ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
等
々
。
そ
れ
だ
け
に
コ
ー
ル
が
築
い
た
人
脈
も
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が

あ
っ
た
。
小
野
二
郎
が
「
一
八
五
〇
年
代
当
初
か
ら
、
壁
紙
あ
る
い
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
デ
コ
レ
イ
シ
ョ
ン
一
般
に
い
わ
ば
革
命
の

嵐
が
吹
き
、
趣
味
上
の
大
変
革
が
起
こ
っ
て
い
た
」（

1
（

と
言
う
時
、
コ
ー
ル
を
立
役
者
と
見
做
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
コ
ー
ル

の
一
見
と
り
と
め
な
い
「
多
彩
・
活
力
」
に
一
貫
す
る
の
は
、
産
業
と
芸
術
と
い
う
、
従
来
遠
く
隔
た
っ
た
二
つ
の
領
域
の
架
橋
に
成

功
し
た
極
め
て
優
れ
た
文
化
行
政
官
の
姿
で
あ
る
。
彼
は
手
工
業
生
産
品
に
お
け
る
趣
向
性
の
向
上
、
産
業
へ
の
美
術
の
応
用
を
旗
印

に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ラ
ー
と
美
術
工
芸
家
た
ち
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
奔
走
し
た
（
こ
の
意
味
で
は
、
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ

ト
運
動
の
仕
掛
人
の
ひ
と
り
と
い
え
よ
う
）。

　

振
り
出
し
は
ご
く
平
凡
に
公
文
書
館
勤
務
、
す
ぐ
に
侮
り
が
た
い
人
物
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
職
場
が
不

正
と
怠
惰
の
温
床
で
あ
る
こ
と
を
告
発
し
た
こ
と
が
契
機
だ
っ
た
。
告
発
が
招
い
た
誹
謗
の
嵐
の
中
、
コ
ー
ル
は
一
時
職
を
追
わ
れ
る

が
、
主
張
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
、
一
八
三
七
年
に
復
職
、
公
文
書
館
の
改
革
が
日
の
目
を
見
た
。
コ
ー
ル
は
正
義
感
あ
ふ
れ
る
清
廉

の
士
で
あ
っ
た
。
翌
年
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ヒ
ル
（
一
七
九
五
─
一
八
七
九
）
を
助
け
て
近
代
郵
便
制
度
の
導
入
に
力
を
尽
く
し
た
。
ま

た
一
八
四
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
が
鉄
道
狂
時
代
に
あ
る
最
中
、
コ
ー
ル
は
だ
れ
よ
り
も
先
ん
じ
て
軌
間
統
一
の
必
要
性
を
『
レ
ー
ル
ウ
ェ

イ
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
誌
上
に
展
開
、
一
八
四
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
軌
間
を1,435�m

m

と
決
定
し
た
。
同
年
、
コ
ー
ル
は
王
立
技

芸
協
会
主
催
の
デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
テ
ス
ト
に
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
サ
マ
リ
の
匿
名
で
応
募
、
紅
茶
セ
ッ
ト
が
銀
賞
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
を
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ミ
ン
ト
ン
社
が
大
量
生
産
し
て
大
成
功
を
収
め
た
。
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
は
『
英
国
デ
ザ
イ
ン
史　

一
八
三
〇
─
一
九
七
〇
』（
一
九
七
二
）

に
お
い
て
こ
の
受
賞
の
意
義
を
「
工
業
デ
ザ
イ
ン
の
質
的
向
上
と
い
う
大
運
動
、
改
革
運
動
の
端
緒
と
な
っ
た
」（

2
（

と
説
い
た
。
勢
い
を

え
た
コ
ー
ル
は
会
社
「
サ
マ
リ
ズ
・
ア
ー
ト
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ラ
ー
ズ
」
を
設
立
（
一
八
四
八
）、
ミ
ン
ト
ン
や
ウ
エ
ッ
ジ
ウ
ッ

ド
な
ど
の
製
陶
業
者
だ
け
で
な
く
、
収
納
家
具
メ
ー
カ
ー
の
ホ
ラ
ン
ズ
、
食
卓
用
品
メ
ー
カ
ー
の
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
な
ど
と
協
同
関
係
を
拡

大
し
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
生
産
者
と
の
提
携
を
模
索
し
続
け
た
。
同
時
に
コ
ー
ル
の
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
熱
中
は
教
育
に
も
注
が
れ
、
上

記
デ
ザ
イ
ン
学
校
の
新
設
な
ど
、
芸
術
技
術
教
育
の
質
的
向
上
に
敏
腕
を
ふ
る
っ
た
。

　

コ
ー
ル
は
博
覧
会
実
行
委
員
会
の
中
心
人
物
と
し
て
準
備
に
忙
殺
さ
れ
る
。
そ
れ
に
協
力
し
て
推
進
役
を
担
っ
た
の
は
、
以
前
か
ら

の
協
力
者
、
Ｎ
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
の
い
う
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
面
々
で
あ
っ
た（

3
（

。�

そ
の
中
に
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
イ
ス
（
一
八
〇
六

│
六
四
）
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
の
建
築
家
オ
ー
エ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
一
八
〇
九
─
七
四
）
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
マ
シ
ュ
ー
・
デ
ィ
グ

ビ
・
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
（
一
八
二
〇
─
七
七
）
ら
の
名
前
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
コ
ー
ル
が
水
を
得
た
魚
の
よ
う
に
活
動
で
き
た
に

は
訳
が
あ
っ
た
。
機
を
見
る
に
敏
な
コ
ー
ル
は
広
報
誌
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
』
誌
の

発
行
を
思
い
立
ち
、
第
一
号
（
一
八
四
九
年
三
月
）
を
王
立
技
芸
協
会
会
長
で
あ
る
ア
ル
バ
ー
ト
公
に
謹
呈
し
た
。「
こ
の
異
国
の
地

に
諸
芸
術
と
産
業
の
進
展
を
援
助
さ
れ
よ
う
と
す
る
、
一
貫
し
た
か
つ
多
大
の
意
義
あ
る
ご
尽
力
に
恭
し
く
謝
意
を
表
し
て
」（

4
（

謹
呈
さ

れ
た
。「
こ
の
献
辞
は
た
ん
な
る
美
辞
麗
句
で
は
な
く
」、
ア
ル
バ
ー
ト
公
と
コ
ー
ル
両
者
の
当
時
の
「
同
志
的
絆
」
の
表
現
で
あ
っ

た
、
と�

Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
は
注
釈
す
る
。
例
え
ば
、「
産
業
に
応
用
可
能
な
芸
術
を
」
と
い
う
コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
す

ら
ア
ル
バ
ー
ト
公
の
草
案
だ
っ
た
と
い
う
。
万
国
博
覧
会
の
成
功
は
ア
ル
バ
ー
ト
公
の
絶
大
な
支
援
の
賜
物
と
は
よ
く
耳
に
す
る
こ
と

だ
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
に
違
い
な
い
が
、
ア
ル
バ
ー
ト
公
が
王
立
技
芸
協
会
会
長
職
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
女

王
の
夫
君
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
ん
な
る
名
誉
職
で
は
な
く
、
実
は
も
っ
と
実
質
的
な
積
極
的
な
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意
味
で
の
「
会
長
職
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
が
い
う
「
同
志
的
絆
」
に
も
そ
ん
な
含
意
が
あ
る
。
両
者
の
い
わ
ば
二
人

三
脚
的
関
係
な
く
し
て
は
、
い
く
ら
ア
ル
バ
ー
ト
公
が
女
王
の
夫
君
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
コ
ー
ル
ひ
と
り
が
ど
れ
だ
け
獅

子
奮
迅
の
活
躍
を
し
て
も
、
お
そ
ら
く
博
覧
会
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

博
覧
会
は
未
曾
有
の
成
功
を
収
め
る
。
そ
の
器
と
し
て
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
（
一
八
〇
一
─
六
五
）
が
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク

に
作
り
上
げ
た
鉄
骨
ガ
ラ
ス
張
り
の
水ク

リ
ス
タ
ル
・
パ
レ
ス

晶
宮
の
新
奇
さ
と
ト
マ
ス
・
ク
ッ
ク
（
一
八
〇
八
─
九
二
）
の
創
出
し
た
、
今
言
う
パ
ッ

ケ
イ
ジ
旅
行
が
人
気
に
拍
車
を
か
け
、
入
場
者
六
〇
〇
万
人
と
い
う
空
前
の
ブ
ー
ム
を
招
来
し
た
。
万
国
博
覧
会
の
翌
一
八
五
二
年
、

ア
ル
バ
ー
ト
公
の
肝
い
り
で
、
産
業
界
に
科
学
と
芸
術
と
そ
の
応
用
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
博
覧
会
の
収
益
金
一
八
万
六
千
ポ
ン
ド

を
投
じ
て
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
に
八
七
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
取
得
、
そ
の
名
も
エ
ク
ヒ
ビ
シ
ョ
ン
・
ロ
ー
ド
を
軸
に
自
然
史
博
物

館
、
科
学
博
物
館
、
王
立
芸
術
大
学
な
ど
の
諸
施
設
を
相
次
い
で
誕
生
さ
せ
た
事
実
や
「
装
飾
美
術
博
物
館
」（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
オ

ヴ
・
オ
ー
ナ
メ
ン
タ
ル
・
ア
ー
ト
、
前
身
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
オ
ヴ
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
ズ
、
後
一
八
九
九
年
以
降
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
が
モ
ー
ル
バ
ラ
・
ハ
ウ
ス
に
設
立
さ
れ
た
事
実
な
ど
を
考
え
る
と
、
博
覧
会
が
そ
の

所
期
の
目
的
を
十
二
分
に
果
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
一
人
は
「
英
国
国
教
会
創
設
時
こ
の
か
た
、
こ
の
国
で
昨
今
ほ
ど
デ
ザ
イ
ン
の
将
来
が
良
好
で
あ
っ
た
た
め

し
は
な
い
」（

5
（

と
自
画
自
賛
し
た
。
ま
た
ア
ル
バ
ー
ト
公
は
「
労
働
の
分
業
の
大
原
則
」
と
「
競
争
と
資
本
と
い
う
刺
激
」
を
称
賛
し
、

「
今
や
人
類
は
こ
の
現
世
で
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
の
偉
大
な
神
聖
な
使
命
の
一
層
完
璧
な
達
成
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
」
と

手
放
し
の
楽
観
を
表
明
し
た
。
こ
こ
に
時
代
の
風
潮
が
き
っ
か
り
表
明
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
風
潮
を
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
時
代
を
覆
う
「
ご
て
ご
て
し
た
、
独
り
よ
が
り
の
楽
観
主
義
」（

6
（

と
断
じ
、

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
女
王
と
有
能
な
夫
君
に
統
治
さ
れ
、
以
前
に
増
し
て
富
を
手
に
し
た
生
産
者
と
商
人
の
企
業
家
魂
に
よ
っ
て
富
を
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増
大
さ
せ
、
世
界
の
工
場
と
な
り
、
成
功
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
天
国
と
な
っ
た
英
国
で
、
慈
善
に
努
め
、
教
会
で
の
祈
り
を
怠
ら

ず
、
道
徳
家
ぶ
っ
て
い
れ
ば
、
神
に
も
己
の
良
心
に
も
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
、
こ
の
類
例
の
な
い
進
歩
的
な
実
際
的
な
時
代
」
を
も
ろ

に
反
映
し
た
楽
観
主
義
と
断
じ
た
。
時
代
の
進
歩
の
た
だ
中
で
育
っ
た
世
代
に
は
、
大
量
生
産
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
機
械
に
疑
念
を

も
つ
余
裕
は
な
か
っ
た
。「
機
械
が
工
業
製
品
か
ら
趣
味
を
根
絶
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
一
八
五
〇
年
頃
ま
で
に
、
旧
来
の
職
人
を
い

ま
さ
ら
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
ま
で
に
毒
し
て
し
ま
っ
た
。
…
…
純
粋
な
形
状
、
純
粋
な
原
料
、
純
粋
な
装
飾
文
様
の
美
に
対
す
る
職

人
の
不
感
症
は
想
像
を
絶
す
る
」（

7
（

と
記
し
て
、
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
博
覧
会
出
品
の
絨
毯
、
肩
掛
け
、
各
種
銀
器
を
実
例
に
、「
ど
の
よ
う

な
観
点
か
ら
考
え
て
も
誤
り
で
あ
り
、
無
残
き
わ
ま
り
な
い
、
支
離
滅
裂
だ
」
と
酷
評
し
た
。
陰
影
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
浅

彫
を
深
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
気
に
欠
け
重
苦
し
く
な
る
ば
か
り
の
惨
め
さ
を
嘆
い
た
の
だ
っ
た
（
図
1
、
2
）。

　

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ク
レ
イ
ン
（
一
八
四
五
─
一
九
一
五
）
も
同
様
に
「
擬
古
典
様
式
の
長
椅
子
や
腰
掛
け
の
優
雅
な
線
と
脚
は
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
の
製
造
業
者
の
手
に
よ
っ
て
痛
風
ま
が
い
の
ぶ
ざ
ま
な
姿
に
な
り
は
て
た
。
図
版
入
り
一
八
五
一
年
の
博
覧
会
図
録
は
家
具

と
装
飾
に
お
け
る
怪
物
顔
負
け
の
不
気
味
さ
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
が
芸
術
的
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
解
体
は
す

で
に
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
進
行
し
て
、
お
そ
ら
く
家
具
、
衣
服
、
装
飾
に
み
ら
れ
る
前
例
の
な
い
醜
悪
さ
の
時
代
が
始
ま
っ
て
い

た
」（

8
（

と
手
厳
し
い
。
万
国
博
覧
会
が
大
成
功
を
収
め
た
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
反
面
じ
つ
に
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
れ
が
一
面
に
お
い

て
暴
露
し
た
も
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
の
無
秩
序
と
混
沌
の
現
状
と
目
前
の
利
益
に
拘
泥
す
る
製
造
業
者
の
実
態
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
打
破
す
る
試
み
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
中
期
、
美
術
工
芸
家
・
手
工
業
製
造
者
な
ど
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
面

で
、
ロ
ン
ド
ン
を
は
じ
め
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
自
覚
的
に
展
開
さ
れ
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
美
術
教
育
の
改
善
、
美
術
館
・
博
物
館
の
開
設

な
ど
が
喧
伝
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
れ
も
根
元
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
な
し
に
、
た
だ
近
視
眼
的
に
デ
ザ
イ
ン
の
改
善
を
口
に

す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
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図１　1851 年ロンドン大博覧会に出品された絨毯

図２　1851 年ロンドン大博覧会に出品された銀器
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ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
、
Ａ
・
Ｗ
・
Ｎ
・
ピ
ュ
ー
ジ
ン
の
主
導
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
め
ぐ
る
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
た
と
え
オ
ー
エ
ン
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
の
デ
ザ
イ
ン
の
前
触
れ
と
な
り
、
確
実
に
そ
れ
を
凌
駕
し
、
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
の
先
駆
け
に
す
ら
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
過
去
の
忠
実
な
模
倣
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
と
述
べ
た（

9
（

。

　

続
け
て
、
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
「
モ
リ
ス
を
デ
ザ
イ
ン
の
改
革
者
と
し
て
コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
と
ピ
ュ
ー
ジ
ン
に
勝
る
高
い
地
位
に
押
し

上
げ
た
所
以
は
、
た
ん
に
モ
リ
ス
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
真
実
の
天
才
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
拠
る

だ
け
で
は
な
く
、
た
だ
モ
リ
ス
ひ
と
り
が
、
一
つ
の
時
代
の
芸
術
と
そ
の
時
代
の
社
会
組
織
と
は
一
体
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
、
彼
ら

に
は
持
ち
え
な
か
っ
た
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
っ
た
」（

10
（

と
論
じ
た
。
モ
リ
ス
の
認
識
は
時
代
の
中
で
ひ
と
り
際
立
ち
、
そ

の
時
、
こ
の
天
才
は
否
応
な
し
に
、
博
覧
会
が
明
示
し
た
先
例
の
な
い
諸
問
題
の
解
決
と
い
う
難
題
を
ひ
と
り
抱
え
こ
ん
だ
の
だ
っ

た
。

　
「
モ
リ
ス
ひ
と
り
が
」、「
ひ
と
り
際
立
ち
」、「
難
題
を
ひ
と
り
抱
え
こ
ん
だ
」
と
す
る
な
ら
、
モ
リ
ス
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
デ
ザ
イ

ン
の
領
域
で
転
換
点
を
画
し
た
、
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
と
考
え
た
く
な
る
。
し
か
も
、
モ
リ
ス
に
は
最
初
期
三
点
の
壁
紙
が
今
な

お
世
界
中
で
高
い
評
価
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
実
績
が
あ
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
モ
リ
ス
の
三
点
は
「
同
時
代
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
か

ら
完
全
に
無
視
さ
れ
、
売
れ
行
き
も
数
年
間
振
る
わ
な
か
っ
た
」（

11
（

、「
転
換
点
な
ど
と
は
と
ん
で
も
な
い
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
ポ
ー

ル
・
ト
ム
ソ
ン
で
あ
る
。

　

デ
ザ
イ
ン
上
の
転
換
点
を
語
っ
て
、
ポ
ー
ル
・
ト
ム
ソ
ン
は
、
万
国
博
覧
会
の
翌
一
八
五
二
年
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル

バ
ー
ト
博
物
館
設
立
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
及
び
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
装
飾
芸
術
展
」
こ
そ
が
転
換
点

で
あ
る
と
す
る
。
伝
記
作
家
Ｐ
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
こ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
同
展
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
「
ひ
と
り
モ
リ
ス

の
仕
事
を
も
っ
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
デ
ザ
イ
ン
の
復
興
が
果
た
さ
れ
た
と
す
る
神
話
を
最
終
的
に
打
破
し
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
展
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覧
会
だ
っ
た
」
の
文
言
を
引
い
て
い
る（

12
（

。

　

展
覧
会
を
企
画
・
組
織
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
普
及
部
長
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ラ
ッ
ド

（
一
九
一
二
─
六
〇
）
だ
っ
た
。
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
属
、
製
作
年
代
の
確
定
な
ど
手
堅
い
実
証
的
研
究
で

知
ら
れ
、「
今
日
で
も
そ
の
仕
事
以
上
の
も
の
は
出
て
い
な
い
」（

13
（

と
小
野
に
い
わ
し
め
る
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
。

フ
ラ
ッ
ド
は
、
コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
と
い
わ
れ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
混
乱
と
貧
弱

を
改
善
し
よ
う
と
し
た
、
モ
リ
ス
に
先
駆
け
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
が
看
過
で
き
な
い
仕
事
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
展
覧
会
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。

　

な
る
ほ
ど
オ
ー
エ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
先
行
者
た
ち
は
、
完
璧
な
平
面
上
に
様
式
化
さ
れ
た
幾
何
学
模
様
を

明
る
い
淡
い
色
調
で
印
刷
す
る
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
を
主
張
し
実
践
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
盛
期
の
典
型
と
さ
れ
る
従
来
の
デ
ザ
イ

ン
に
大
き
な
革
新
を
も
た
ら
し
た
。
だ
が
小
野
は
、
そ
の
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ラ
ッ
ド
の
、「
デ
ザ
イ
ン
を
始
め

た
と
き
、
モ
リ
ス
は
こ
の
革
新
運
動
を
継
承
・
強
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
実
は
そ
れ
に
逆
行
し
、
あ
る
程
度
、
時
代
の
歯
車
を
逆
転
さ
せ

た
の
だ
」�

と
い
う
「
新
説
」
に
違
和
感
を
表
明
し
た
。

　

フ
ラ
ッ
ド
の
「
新
説
」
は
、『
リ
ス
ナ
ー
』
誌
上
に
「
一
装
飾
芸
術
家
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
ひ
と
つ
の
新
説
」
と
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
た（

14
（

。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
中
期
を
支
配
し
て
い
た
デ
ザ
イ
ン
と
は
、「
写
実
に
徹
し
た
細
部
と
高
浮
き
彫
り
と
深
い
影

に
よ
っ
て
完
璧
な
ま
で
に
描
か
れ
た
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
も
似
た
薔
薇
の
花
束
が
這
い
ま
わ
る
俗
悪
な
図
柄
で
、
し
か
も
、
し
ば
し
ば
リ
ボ

ン
の
花
綱
や
と
き
に
は
重
々
し
い
球
根
さ
な
が
ら
の
品
の
な
い
ロ
コ
コ
風
の
渦
巻
装
飾
と
結
び
会
い
、
大
抵
の
場
合
、
暗
緑
色
と
か
栗

色
の
い
か
に
も
濃
厚
な
色
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
」。

　

そ
れ
に
異
を
唱
え
た
の
が
、
ピ
ュ
ー
ジ
ン
や
オ
ー
エ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
、
モ
リ
ス
に
先
行
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
で
、
彼
ら
は
、
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正
反
対
に
「
幾
何
学
的
な
い
し
は
高
度
に
様
式
化
さ
れ
た
、
通
常
は
小
幅
な
反
復
す
る
デ
ザ
イ
ン
、
軽
快
な
明
る
い
色
調
の
刷
り
と
浮

彫
り
と
深
み
の
感
覚
を
排
除
す
る
こ
と
を
特
質
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
主
張
し
た
」。
フ
ラ
ッ
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
主
張
こ
そ
が

「
一
八
五
〇
年
と
六
〇
年
の
間
に
起
こ
っ
た
真
の
デ
ザ
イ
ン
革
新
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
趣
味
に

関
す
る
す
べ
て
の
書
物
が
こ
の
事
実
を
完
全
に
無
視
し
た
の
で
あ
る
」
し
か
も
こ
の
事
態
は
以
後
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
お
よ
そ

一
〇
〇
年
間
、
フ
ラ
ッ
ド
の
指
摘
ま
で
、
ど
の
伝
記
作
家
も
研
究
者
も
「
こ
の
件
に
関
し
て
い
ま
の
と
こ
ろ
格
別
新
事
実
は
な
い
こ
と

を
暗
示
す
る
」（

15
（

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ッ
ド
は
、「
時
代
の
歯
車
を
逆
転
さ
せ
た
」
モ
リ
ス
の
位
置
づ
け
を
彼
な
り
に

次
の
よ
う
に
表
現
し
た
。（

16
（

　

モ
リ
ス
は
革
命
的
先
駆
者
・
革
新
者
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
偉
大
な
古
典
的
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
世
人
が
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
諸
問
題
の
解
答
を
新
奇
と
非
正
統
に
求
め
て
い
た
と
き
に
、
純
粋
に
パ
タ
ー
ン
の
美
と

卓
越
性
に
よ
っ
て
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
物
と
し
て
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
最
良
が
時

間
を
超
え
た
驚
異
の
存
在
で
あ
り
、
ま
た
今
日
使
用
し
て
も
古
め
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
古
典
的

特
質
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
先
刻
名
を
挙
げ
た
ポ
ー
ル
・
ト
ム
ソ
ン
は
こ
の
フ
ラ
ッ
ド
に
影
響
さ
れ
た
。「
フ
ラ
ッ
ド
と
そ
の
同
僚
が
モ
リ
ス
と
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
期
の
複
雑
な
関
係
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
」（

17
（

、
と
言
う
。
ト
ム
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
先
行
者
た
ち
」
の
デ
ザ
イ
ン
革
新

は
、
モ
リ
ス
が
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
を
始
め
る
以
前
に
開
始
さ
れ
て
い
て
、
す
で
に
「
重
要
な
変
革
」
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
す
る
。
彼

ら
は
写
実
的
デ
ッ
サ
ン
に
よ
る
、
高
浮
彫
り
の
、
栗
色
と
暗
緑
色
と
い
う
不
快
な
色
調
の
初
期
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
壁
紙
を
け
な
し
、
壁
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紙
は
完
全
な
平
面
上
に
高
度
に
様
式
化
さ
れ
た
幾
何
学
文
様
で
軽
快
な
明
る
い
色
調
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

　

こ
の
主
張
が
当
時
の
趣
味
を
リ
ー
ド
し
た
。
モ
リ
ス
は
平
面
性
に
異
論
は
な
か
っ
た
が
、
幾
何
学
的
に
処
理
さ
れ
て
硬
直
化
し
た
そ

の
頃
の
花
柄
文
様
に
頷
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
い
く
つ
か
の
実
験
の
後
、
一
八
六
四
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て
作
り
出

さ
れ
た
少
数
の
モ
リ
ス
の
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
は
当
時
流
行
の
デ
ザ
イ
ン
に
比
べ
る
と
ず
っ
と
自
然
主
義
的
で
、
驚
く
ほ
ど
古
め
か
し

か
っ
た
」（

18
（

と
指
摘
す
る
が
、
た
し
か
に
そ
う
見
え
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。

　

コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
も
そ
れ
な
り
に
デ
ザ
イ
ン
の
質
的
改
善
を
志
し
た
と
は
い
え
、
モ
リ
ス
の
仲
間
た
ち
と
は
所
詮
異
質
の
集
団

だ
っ
た
。
両
者
が
協
調
し
て
時
代
の
デ
ザ
イ
ン
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
モ
リ
ス
は
コ
ー
ル
・
グ
ル
ー
プ

を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
い
わ
ば
「
先
行
者
」
に
つ
い
て
評
言
め
い
た
言
葉
を
発
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
は
、
両
者
に
は
ま
ず
様
式
上
中
世
主
義
と
古
典
主
義
と
い
う
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
製
作
の
諸
工
程
そ
の
も
の
に
幅
広
く
関
与
し
た
集
団
と
そ
う
で
な
い
集
団
の
違
い
、
そ
し
て
モ
リ
ス
に
言
わ
せ
れ

ば
、
コ
ー
ル
は
体
制
の
内
側
に
留
ま
り
な
が
ら
改
革
を
考
え
た
男
と
見
做
し
て
い
た
と
す
る
。
モ
リ
ス
は
そ
の
逆
で
、
既
成
社
会
の
変

革
を
思
考
と
行
動
の
原
点
に
据
え
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
の
壁
紙
が
「
古
め
か
し
い
」
な
ど
と
聞
か
さ
れ
る
と
、
そ
の
親
し
み
や
す
い
今
日
性
を
実
感
し
て
い
る
だ
け
に
意
外
の
感
が

あ
る
。「
先
行
者
」
の
死
に
体
と
も
い
え
る
模
写
と
し
て
の
自
然
主
義
と
モ
リ
ス
の
生
気
あ
る
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
自
然
主
義
は
ま
っ

た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
驚
い
た
の
は
、
フ
ラ
ッ
ド
の
名
が
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
の
モ
リ
ス
伝
（
一
九
九
四
）
に
も�

Ｊ
・
リ
ン
ジ
の
モ
リ
ス
伝
（
一
九
七
五
）
に
も
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
人
に
フ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
見
解
を
質
し
て
み
た

い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
、
小
野
二
郎
は
、
フ
ラ
ッ
ド
の
実
証
的
研
究
を
画
期
的
業
績
と
し
て
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ッ
ド
が
、
デ
ザ
イ
ン
に
関
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す
る
限
り
、
モ
リ
ス
は
革
命
的
先
駆
者
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
当
代
の
偉
大
な
古
典
的
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
考
え
る
べ
き

で
あ
る
、
と
主
張
し
た
こ
と
に
「
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
じ
が
す
る
」（

19
（

と
反
応
し
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
「
古
典
的
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
と
い

う
言
い
方
は
ど
こ
か
馴
染
ま
な
い
と
い
う
か
、
そ
の
本
意
が
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
多
分
に
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

る
。
先
行
者
と
の
対
比
を
際
立
た
せ
て
、「
新
説
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
図
が
フ
ラ
ッ
ド
に
過
剰
に
働
き
過
ぎ
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。

文
脈
に
そ
っ
て
読
み
解
け
ば
、
む
ろ
ん
、
モ
リ
ス
壁
紙
の
斬
新
さ
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
い
方
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

ポ
ー
ル
・
ト
ム
ソ
ン
に
続
い
て
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
が
フ
ラ
ッ
ド
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
フ
ラ
ッ
ド
の
視
点
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
朝
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
モ
リ
ス
の
貸
借
関
係
を
試
み
た
。『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
ロ
ー
マ
ン
主
義
者
か
ら
革
命
家
へ
』

（
一
九
五
五
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
モ
リ
ス
総
体
に
つ
い
て
の
評
伝
だ
が
、
こ
の
論
考
を
「
特
に
そ
の
社
会
主
義
活
動
に
く
わ
し
く
、
モ

リ
ス
の
革
命
的
社
会
主
義
者
た
る
こ
と
を
実
証
し
た
画
期
的
な
書
物
」（

20
（

と
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
小
野
は
、
こ
の
「
画
期
的
な
書

物
」
と
Ｐ
・
フ
ラ
ッ
ド
の
実
証
的
研
究
を
手
掛
か
り
に
、
装
飾
芸
術
家
モ
リ
ス
と
社
会
主
義
者
モ
リ
ス
を
別
個
の
こ
と
と
せ
ず
、
一
体

的
に
捉
ら
え
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
先
駆
的
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
は
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、「
モ
リ
ス
の
反
復
す
る
力
強
い
線
、
重
々
し
い
渦
巻
く
葉
群
、
明
る
い
色
彩

の
臆
面
も
な
い
使
用
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
品
に
一
様
に
活
力
と
大
胆
さ
を
与
え
、
…
…
活
発
旺
盛
な
成
長
と
葉
群
は
豊
潤
そ
の

も
の
、
絵
画
的
細
部
は
示
唆
に
あ
ふ
れ
る
」（

21
（

と
指
摘
し
て
、「
モ
リ
ス
の
手
に
な
る
作
品
、
あ
る
い
は
商
会
が
モ
リ
ス
の
監
督
下
で
生

み
出
し
た
す
べ
て
の
作
品
は
、
材
料
と
職
人
芸
の
優
秀
性
を
開
示
し
た
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、「
現
代
は
ま
や
か
し
の
時
代
だ
。
ま

や
か
し
が
闊
歩
し
て
い
る
。
政
治
家
か
ら
靴
職
人
ま
で
、
一
切
が
ま
や
か
し
だ
」
と
い
う
モ
リ
ス
晩
年
の
悲
痛
な
叫
び
を
紹
介
し
つ

つ
、
こ
ん
な
評
言
を
発
し
た（

22
（

。
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モ
リ
ス
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
、
良
質
な
材
料
を
前
提
に
し
た
健
全
な
職
人
気
質
と
装
飾
細
部
の
豊
か

さ
と
い
う
二
つ
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
を
念
願
と
し
た
。
そ
こ
で
第
一
の
目
標
と
し
て
、
素
朴
さ
と
優
れ
た
品
質
を
掲
げ
、
今
日

な
お
最
良
の
デ
ザ
イ
ン
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
の
傾
向
の
開
拓
者
と
し
て
そ
の
中
心
を
占
め
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
か
り
に

今
日
、
モ
リ
ス
が
、
作
品
の
あ
る
も
の
、
後
半
の
壁
紙
や
チ
ン
ツ
の
若
干
に
認
め
ら
れ
る
複
雑
な
装
飾
的
線
描
を
類
い
と
す
る
過

剰
な
精
細
さ
と
甘
美
さ
を
根
拠
に
し
て
、
批
評
家
か
ら
な
ん
ら
か
の
非
難
を
受
け
る
と
し
て
も
、
じ
つ
は
当
の
批
評
家
が
拠
っ
て

立
つ
そ
の
理
論
と
実
践
は
モ
リ
ス
そ
の
人
が
は
じ
め
て
主
張
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
は
一
九
七
六
年
同
書
の
改
訂
版
を
上
梓
し
た
。
そ
の
際
、
長
文
の
「
追
記�

一
九
七
六
」
を
巻
末
に
加
え
、
初
版

以
来
二
〇
余
年
間
に
深
化
し
た
モ
リ
ス
研
究
の
あ
ら
た
な
指
標
と
な
る
べ
き
諸
論
考
を
概
略
し
た
。
併
せ
て
み
ず
か
ら
の
そ
の
後
の
モ

リ
ス
研
究
の
概
要
に
も
触
れ
、「
モ
リ
ス
の
影
響
力
に
つ
い
て
既
存
の
見
方
に
重
要
な
変
更
」（

23
（

を
加
え
た
故
人
Ｐ
・
フ
ラ
ッ
ド
に
つ
い

て
、「
彼
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
中
期
に
起
こ
っ
た
趣
味
上
の
変
革
は
『
モ
リ
ス
運
動
』
の
成
果
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
異
義
を
唱
え
、

広
範
な
伝
統
の
内
側
で
モ
リ
ス
が
果
た
し
た
、
革
新
と
い
う
時
に
特
異
な
、
時
に
保
守
的
な
役
割
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
」
と
あ
ら
た

め
て
記
し
た
。

　

一
八
六
二
年
、
モ
リ
ス
は
壁
紙
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
に
着
手
す
る
。
商
会
設
立
の
一
年
後
、
モ
リ
ス
二
八
歳
の
時
で
あ
る
。
完
成
は

一
八
六
四
年
の
頃
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
最
初
期
に
制
作
さ
れ
た
の
が
《
格
子
》、《
雛
菊
》、《
果
物
あ
る
い
は
石

榴
》
の
三
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
作
品
を
論
ず
る
前
に
順
序
と
し
て
、
平
面
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

の
思
想
を
ま
ず
次
章
で
検
証
す
る
。
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◆
平
面
装
飾
の
思
想
─
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
と
「
小
芸
術
」

　

モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
が
展
開
し
た
家
具
調
度
・
内
装
全
般
に
ま
た
が
る
広
範
な
活
動
の
な
か
で
、
一
際
異

彩
を
放
つ
の
が
、
あ
え
て
異
彩
と
言
う
の
は
、
モ
リ
ス
の
非
凡
な
才
能
が
集
約
的
に
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
認
識
と
賛
辞
と
畏
敬
が
あ
る

か
ら
だ
が
、
モ
リ
ス
が
達
成
し
た
壁
紙
の
分
野
で
あ
ろ
う
。

　

モ
リ
ス
は
商
会
が
そ
の
設
立
趣
意
書
で
掲
げ
た
す
べ
て
の
品
目
に
つ
い
て
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
、
な
お
か
つ
商
会
の
総
括
責
任
者

と
し
て
関
与
を
果
た
し
た
。
仲
間
か
ら
見
れ
ば
、
ま
こ
と
に
頼
も
し
い
現
場
職
人
で
あ
り
、
同
時
に
経
営
者
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一
〇
余
年
後
、
商
会
の
改
組
と
い
う
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
、
商
会
は
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
の
場
で
あ
り
続
け
た
。
設
立
か
ら

三
〇
年
間
、
文
字
通
り
死
の
直
前
ま
で
、
不
動
・
不
屈
の
精
神
は
モ
リ
ス
に
遂
に
休
息
を
許
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
や
モ
リ
ス
自
身

が
休
息
を
求
め
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
長
期
に
わ
た
る
敢
然
た
る
営
為
は
、
嘆
息
を
誘
う
ほ
ど
に
優
雅
さ
と
力
強
さ
に
あ
ふ
れ
た
多
数

の
作
品
を
創
出
し
た
。
モ
リ
ス
亡
き
後
も
商
会
の
活
動
は
一
九
四
〇
年
ま
で
続
い
た
。

　

壁
紙
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
モ
リ
ス
の
始
動
は
一
八
六
二
年
で
あ
る
。
そ
の
活
動
は
一
八
九
六
年
死
の
年
ま
で
続
い
た
。
そ
の
間
、
モ
リ
ス

の
デ
ザ
イ
ン
は
壁
紙
か
ら
チ
ン
ツ
（
更
紗
木
綿
）
へ
、
さ
ら
に
刺
繍
、
タ
ペ
ス
ト
リ
、
絨
毯
、
ラ
グ
な
ど
多
分
野
に
お
よ
び
、
な
か
で

も
一
八
七
五
年
か
ら
一
〇
年
あ
ま
り
の
時
期
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
頂
点
と
考
え
ら
れ
、
モ
リ
ス
が
創
案
し
た
デ
ザ
イ
ン
は
壁
紙

の
二
一
点
を
は
じ
め
、
チ
ン
ツ
三
二
点
、
織
物
生
地
二
三
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
芸
術
的
営
為
は
、
東
奔

西
走
す
る
社
会
主
義
者
と
し
て
の
活
動
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
な
く
奪
わ
れ
な
が
ら
も
、
超
人
的
に
維
持
・
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
Ｆ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
は
こ
の
時
期
を
「
狂
乱
的
で
す
ら
あ
っ
た
」（

1
（

と
言
い
、「
デ
ザ
イ
ン
は
モ
リ
ス
の
生
命
を
維
持
す
る
血
で
あ
っ

た
」
と
書
く
。
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モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
出
発
点
に
は
鋭
敏
・
緻
密
な
観
察
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ウ
ォ
ル
サ
ム
ス
ト
ウ
の
生
家
の
自
然
に
つ
な
が
る

優
し
げ
な
庭
か
ら
始
ま
っ
た
。
庭
は
深
い
エ
ッ
ピ
ン
グ
の
森
に
繋
が
り
、
森
は
リ
ー
川
と
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
川
の
川
谷
に
挟
ま
れ
た
段
丘

を
北
に
向
か
っ
て
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
た
。
学
校
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
て
も
、
モ
リ
ス
の
教
室
は
あ
く
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
な

だ
ら
か
な
丘
陵
や
テ
ム
ズ
の
岸
辺
だ
っ
た
。
遠
い
ロ
マ
ン
ス
を
秘
め
、
郷
土
史
を
綴
る
小
教
会
に
熱
い
思
い
を
掻
き
立
て
ら
れ
、
樹
木

や
花
の
自
然
の
秩
序
へ
愛
を
寄
せ
た
。
モ
リ
ス
は
自
然
界
に
美
を
感
得
す
る
生
得
的
審
美
眼
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
壁
紙
の
制

作
に
取
り
掛
か
っ
た
時
、
モ
リ
ス
は
無
尽
蔵
と
も
い
え
る
そ
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
小
鳥
や
野
の

草
花
を
色
彩
と
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
は
家
具
調
度
、
壁
紙
、
チ
ン
ツ
、
絨
毯
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
タ
イ
ル
等
々
日
常
生
活
に
直
結
す
る
手
工

芸
品
か
ら
始
ま
り
、
晩
年
に
は
書
物
芸
術
の
領
域
で
い
ま
な
お
他
の
追
随
を
ゆ
る
さ
ぬ
仕
事
を
成
し
遂
げ
、
建
築
・
都
市
問
題
に
つ
い

て
も
今
日
の
環
境
問
題
に
通
じ
る
現
代
的
課
題
を
提
起
し
、
そ
の
実
践
は
社
会
そ
の
も
の
を
デ
ザ
イ
ン
し
直
し
す
る
こ
と
に
限
り
な
く

接
近
し
た
。
モ
リ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
趣
味
の
新
機
軸
を
目
指
す
運
動
の
創
始
者
と
い
え
る
。
壁
紙
・
チ
ン
ツ
と
い
う
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン

の
側
面
に
限
っ
て
も
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
、
そ
の
名
声
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
家
庭
で
室
内
装
飾
と
い
え
ば
、「
モ
リ
ス
・
ペ
ー

パ
ー
」
と
「
モ
リ
ス
・
チ
ン
ツ
」
が
合
言
葉
の
よ
う
に
流
布
し
た
。
娘
メ
イ
が
、
父
の
壁
紙
が
「
ロ
ン
ド
ン
の
多
く
の
客
間
を
飾
っ
た

の
で
す
」（

2
（

と
言
っ
た
が
、
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
ず
み
の
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
辞
を
モ
リ
ス
に
捧
げ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ダ
グ
ラ
ス
・
ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ー
ル

は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ト
ム
ソ
ン
に
共
通
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
を
革
命
的
社
会
主
義
者
と
捉
ら
え
る
。
コ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
モ
リ
ス

が
憎
悪
し
た
悲
惨
と
醜
悪
は
、
た
ん
な
る
芸
術
の
革
新
や
独
り
よ
が
り
の
博
愛
主
義
や
個
人
が
率
先
し
て
範
を
垂
れ
る
徳
行
な
ど
で
は

い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
そ
れ
ら
が
存
続
す
る
社
会
的
・
経
済
的
仕
組
み
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
芸
術
と
生
活
様
式
の
再
生
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は
芸
術
上
の
問
題
と
い
う
よ
り
政
治
的
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
の
は
モ
リ
ス
だ
け
で
あ
り
、
芸
術
の
保
存
を
口
実
に
、
搾
取
と

連
帯
否
定
の
上
に
成
立
し
て
い
る
現
体
制
を
温
存
す
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
い
っ
そ
の
こ
と
芸
術
を
完
全
に
葬
り
去
っ
た
新
し
い
社
会
環

境
の
う
ち
に
確
実
に
再
生
さ
せ
る
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
至
っ
た
故
に
革
命
的
な
の
で
あ
る
」（

3
（

。
モ
リ
ス
は
「
新
し

い
社
会
を
実
現
す
る
創
造
力
と
し
て
の
労
働
者
階
級
運
動
の
す
ば
ら
し
さ
と
良
き
連
帯
を
信
じ
、
た
ん
に
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
革
命
的
社
会
主
義
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
こ
れ
は
小
野
二
郎
に
も
通
じ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、「
革
命
的
と
い
う
の
は
、

モ
リ
ス
が
革
命
運
動
の
実
践
に
実
際
に
参
加
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
も
な
い
。
そ

の
革
命
思
想
の
う
ち
に
、
生
活
の
質
の
根
底
的
な
変
革
へ
の
志
向
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
社
会
組
織
の
…
一
八
〇
度
の
転

換
を
目
標
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
労
働
の
質
を
軸
と
し
て
、
社
会
的
生
産
を
人
間
の
本
当
の
欲
求
に
し
た
が
わ
せ
る
よ
う
に
再
組

織
す
る
要
求
を
構
造
的
に
も
つ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
ゆ
え
に
、
革
命
的
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」（

4
（

。

　

そ
れ
で
は
モ
リ
ス
の
仕
事
は
、
な
か
で
も
本
章
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
壁
紙
な
い
し
チ
ン
ツ
は
ど
の
よ
う
な
思
想
に
よ
っ
て

そ
の
革
新
性
を
担
保
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
モ
リ
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
捉
ら
え
な
が
ら
、
講
演
と
い
う
形

で
、
壁
紙
・
チ
ン
ツ
な
ど
平
面
装
飾
に
関
す
る
思
想
を
発
信
し
て
く
れ
た
。
な
か
で
も
「
装
飾
芸
術
」（
一
八
七
七
年
一
二
月
四
日
─

ロ
ン
ド
ン
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
協
同
組
合
会
館
）、｢

パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
」（
一
八
七
九
年
四
月
八
日
職
業

組
合
）、「
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
若
干
の
提
言
」（
一
八
八
一
年
一
二
月
一
〇
日
─
ロ
ン
ド
ン
労
働
者
大
学
、
以
下
「
若
干

の
提
言
」）、「
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
の
歴
史
」（
一
八
八
二
年
二
月
二
三
日
─
ロ
ン
ド
ン
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
リ
・
ホ
ー

ル
に
お
け
る
古
建
築
物
保
存
協
会
）
な
ど
が
重
要
で
あ
り
、「
装
飾
芸
術
」
は
モ
リ
ス
の
超
人
的
講
演
活
動
（
巻
末
「
補
遺
五
」
参
照
）

の
口
火
を
切
っ
た
講
演
で
、
一
八
八
二
年
に
「
生
活
の
小
芸
術
」
と
改
題
、
最
初
の
講
演
集
『
芸
術
の
希
望
と
不
安
』
に
「
民
衆
の
芸

術
」、「
生
活
の
美
」
な
ど
と
と
も
に
再
録
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
実
践
と
思
索
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
の
後
の
モ
リ
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ス
を
示
唆
す
る
点
で
き
わ
め
て
重
要
な
講
演
で
あ
る
。

　

以
下
主
と
し
て
「
若
干
の
提
言
」
と
「
生
活
の
小
芸
術
」
を
通
し
て
、
モ
リ
ス
の
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
を
探
る
。

　
「
若
干
の
提
言
」
は
冒
頭
、
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
模
倣
と
か
過
去
に
寄
り
か
か
ら
な
い
仕
事
に
よ
っ

て
、
と
も
か
く
原
理
的
に
も
本
質
的
に
も
そ
う
し
た
類
の
仕
事
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
平
面
上
の
装
飾
模
様
」（

5
（

。
ま
た
講
演
の
半
ば
で

「
平
ら
な
表
面
に
反
復
文
様
を
作
る
こ
と
」�

と
も
言
う
。
そ
し
て
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
と
は
た
だ
壁
紙
デ
ザ
イ
ン
を
指
す
だ
け
で
は
な

く
、
た
と
え
文
字
通
り
の
平
面
で
な
く
て
も
、
例
え
ば
陶
芸
・
漆
喰
細
工
・
織
物
・
彫
り
物
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
こ
の
仲
間
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
平
面
上
の
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
」
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
モ
リ
ス
に
先
行
し
た
い
わ
ゆ
る
コ
ー
ル
・
グ

ル
ー
プ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
。
平
面
上
の
模
様
が
関
心
を
集
め
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
デ
ザ
イ
ン
上
の
主
流
に
な
っ

て
い
く
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
重
た
い
デ
ザ
イ
ン
」
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
部
屋
の
全
壁
面
を
装
飾
す
る
た
め
の
厚
手

で
過
剰
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
立
体
感
に
よ
っ
て
、
室
内
に
風
景
を
大
々
的
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
こ
と
へ
の
不
満
で
あ
る
。

色
彩
も
暗
赤
色
、
暗
緑
色
な
ど
暗
い
色
調
が
主
流
だ
っ
た
。
先
行
者
と
同
様
に
平
面
性
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
達
成
さ
れ
た
モ
リ
ス
独

自
の
壁
紙
の
個
々
に
つ
い
て
の
考
察
は
次
章
に
譲
り
、
今
は
た
だ
、
先
行
者
が
な
し
え
な
か
っ
た
身
近
な
植
物
を
好
ん
で
モ
チ
ー
フ
と

し
な
が
ら
、
自
然
と
様
式
と
い
う
困
難
な
調
和
を
完
璧
な
ま
で
に
達
成
し
て
、
先
行
者
を
凌
駕
し
た
仕
事
人
、
そ
れ
が
モ
リ
ス
だ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

モ
リ
ス
は
続
け
て
、「
も
し
装
飾
が
そ
れ
を
越
え
て
な
に
か
あ
る
も
の
を
諸
君
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
装

飾
が
な
に
か
あ
る
も
の
の
視
覚
的
表
象
で
な
い
時
、
い
か
な
る
装
飾
も
無
益
で
あ
り
、
そ
れ
は
堕
落
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で



37

再考　ウィリアム・モリスの壁紙　蛭川久康

あ
る
」（

6
（

と
指
摘
し
て
、
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
喚
起
力
の
重
要
性
を
説
く
。
な
に
よ
り
奇
抜
に
走
る
こ
と
を
戒
め
、
身
辺
に

あ
っ
て
心
地
よ
い
、
馴
染
み
あ
る
薔
薇
、
白
百
合
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
オ
ー
ク
、
葡
萄
の
木
な
ど
す
べ
て
の
樹
木
、
草
木
こ
そ
を
求
め

る
べ
き
で
、
そ
れ
ら
は
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
心
地
よ
い
連
想
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
奇
を
衒
っ
た
珍
奇
な
上
下
逆
さ
ま
の
訳
の

分
か
ら
ぬ
植
物
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
目
的
に
ず
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
」（

7
（

と
い
う
。

　

退
屈
な
模
倣
、
生
気
を
欠
く
文
字
通
り
の
た
ん
な
る
自
然
の
模
倣
を
意
図
す
る
な
ら
ば
、
切
り
花
や
枝
の
小
片
で
、
あ
る
い
は
青
バ

エ
や
蝶
で
も
っ
て
ど
ん
な
に
壁
を
覆
っ
て
も
、
そ
れ
は
退
屈
に
堕
す
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
模
倣
が
喚
起
力
を
殺
ぐ
こ
と
に
な
る
。
と
す

れ
ば
、「
い
か
に
素
朴
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
ナ
イ
ル
川
岸
の
太
陽
を
遮
る
密
な
葡
萄
の
格
子
垣
で
も
よ
い
、
原
生
林
や
そ
こ
を
流
れ

る
小
川
で
も
よ
い
、
幼
鳥
が
待
ち
う
け
る
巣
の
か
か
る
軒
先
目
指
し
て
庭
木
の
枝
よ
り
高
く
す
い
す
い
と
飛
び
交
う
燕
で
も
よ
い
、
ピ

カ
ル
デ
ィ
地
方
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
夏
の
牧
草
地
で
も
よ
い
、
な
に
か
そ
ん
な
連
想
を
誘
っ
て
く
れ
る
ほ
う
が
ま
し
で
は
あ
る
ま
い

か
。
く
る
日
も
く
る
日
も
壁
に
描
か
れ
た
、
本
物
と
も
偽
物
と
も
つ
か
ぬ
、
コ
ヴ
ェ
ン
ト
・
ガ
ー
デ
ン
の
花
市
場
を
ほ
の
め
か
す
こ
と

す
ら
覚
束
な
い
枝
や
花
を
数
え
て
暮
ら
す
よ
り
は
ま
し
で
は
あ
る
ま
い
か
」（

8
（

と
モ
リ
ス
は
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
る
。

　

次
に
モ
リ
ス
は
平
面
装
飾
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
美
と
想
像
と
秩
序
の
三
特
性
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
第
一
は
装
飾
を
目
的
と

す
る
以
上
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
多
言
を
要
し
な
い
。
第
二
は
「
平
面
装
飾
に
こ
め
ら
れ
た
職
人
の
想
像
力
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
美
を
具
え
た
作
品
は
そ
れ
を
創
作
し
た
人
間
の
凡
俗
を
越
え
た
精
神
の
高
揚
が
宿
る
か
ら
、
そ
の
作
品
に
接
す
る
人
々
に
は

作
り
手
か
ら
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
も
感
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
な
に
か
が
伝
達
さ
れ
る
。
つ
ま
り
職
人
に
は
創
造
的
想
像
力
が
具
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
第
三
の
特
性
は
、「
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
美
も
想
像
も
顕
在
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
秩
序

は
前
二
者
の
生
命
を
一
体
化
す
る
」（

9
（

。「
秩
序
」
を
「
調
和
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。「
自

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ラ
イ
ジ
ン
グ
・
オ
ヴ
・
ネ
イ
チ
ャ

然
の
様
式
化
」（

10
（

こ
そ
が

壁
紙
に
百
害
を
も
た
ら
す
「
曖
昧
さ
の
侵
入
を
防
ぎ
」、
代
わ
っ
て
「
想
像
が
入
っ
て
来
ら
れ
る
よ
う
に
扉
を
開
く
」
た
め
の
手
立
て
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と
な
る
。
自
然
の
「
秩
序
は
自
然
の
美
し
い
形
態
を
創
出
す
る
」
が
、
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
知
力
と
想
像
力
を
刺
激
さ

れ
、
そ
の
際
、
形
態
が
表
示
す
る
自
然
に
限
定
さ
れ
ず
、
そ
の
背
後
に
広
が
る
自
然
を
も
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
は
、
田
園
に
し
て
も
、
野
原
に
し
て
も
、
い
や
木
々
の
繁
み
ひ
と
つ
に
し
て
も
、
丸
ご
と
自
室
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
が
、「
特
別
に
腕
の
あ
る
職
人
な
ら
ば
」、
模
倣
を
越
え
て
生
気
あ
る
自
然
そ
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
胸
騒
ぎ
と
と
も
に
実
感
さ

せ
て
く
れ
る
。「
自
然
の
様
式
化
」
こ
そ
、
壁
紙
デ
ザ
イ
ン
に
た
ず
さ
わ
る
職
人
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
奥
義
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
モ
リ
ス
が
力
説
す
る
の
は
、「
成セ

ン
ス
・
オ
ヴ
・
グ
ロ
ー
ス

長
の
感
覚
」
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
文
様
に
は
、
理
に
適
っ
た
成
長
の
感
覚
、
せ
め
て
そ

う
し
た
成
長
の
気
配
が
具
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
反
復
文
様
の
場
合
、
文
様
と
し
て
至
高
な
の
は
、
一
つ
の
も
の
か
ら

目
に
見
え
る
形
で
必
然
的
に
も
う
一
つ
新
し
い
も
の
が
成
長
す
る
感
覚
で
あ
る
。
成
長
の
各
部
は
力
強
く
清
新
で
あ
る
よ
う
に
配
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
端
が
弱
々
し
か
っ
た
り
、
無
気
力
で
あ
っ
た
り
、
根
幹
か
ら
離
れ
過
ぎ
て
い
て
勢
い
よ
く
旺
盛
に
芽
吹
き

が
で
き
な
い
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
末
端
に
あ
っ
て
さ
え
さ
ら
な
る
成
長
の
可
能
性
を
十
分
に
暗
示
す
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（

11
（

と
い
う
。

　

モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
真
骨
頂
で
あ
る
「
成
長
の
感
覚
」
に
つ
い
て
、
建
築
家�

Ｗ
・
Ｒ
・
レ
サ
ビ
ー
は
こ
ん
な
風
に
評
し
た
。「
モ
リ

ス
・
デ
ザ
イ
ン
は
現
代
平
面
装
飾
の
仕
事
と
し
て
は
至
高
の
位
置
に
あ
る
。
そ
し
て
か
な
ら
ず
そ
う
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
モ
リ
ス
と

同
じ
よ
う
に
偉
大
な
人
物
が
ふ
た
た
び
モ
リ
ス
と
同
じ
よ
う
に
全
力
で
そ
の
表
現
法
と
取
り
組
む
時
が
来
る
ま
で
は
。
…
…
彼
の
作
品

は
も
っ
と
も
形
式
的
な
も
の
で
す
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
植
物
の
健
康
な
力
強
い
成
長
を
想
起
さ
せ
る
。
…
…
他
の
作
品
は
さ
ら
に
直
接
的

に
デ
ザ
イ
ン
の
秩
序
あ
る
言
語
に
よ
っ
て
、
刺
繍
さ
れ
た
花
咲
く
野
、
大
空
を
背
景
に
し
た
柳
の
枝
、
絡
み
合
う
ジ
ャ
ス
ミ
ン
や
セ
イ

ヨ
ウ
サ
ン
ザ
シ
、
イ
チ
イ
を
背
景
に
蔓
を
延
ば
す
薔
薇
、
枝
分
か
れ
す
る
柘
榴
や
レ
モ
ン
や
桃
、
庭
の
薔
薇
を
は
わ
せ
た
格
子
垣
を
物

語
る
」（

12
（

。
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さ
ら
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
対
す
る
若
干
の
提
言
が
続
く
。
ま
ず
曖
昧
な
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
て
は
な
ら
ぬ
。
失
敗
を
恐
れ
て
、
理
解
不
能

な
貧
相
で
脆
弱
な
線
描
に
絡
み
取
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
画
家
の
速
筆
に
少
し
で
も
傾
く
気
配
が
あ
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
る
こ
と

は
放
棄
す
べ
き
だ
。
職
人
に
は
知
識
と
併
せ
て
技
芸
に
寄
せ
る
共
感
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
欠
い
て
は
ど
ん
な
に
腕
の
よ
い
職
人
の

仕
事
も
た
だ
の
陳
腐
に
終
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
優
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は
望
め
な
い
、
な
ど
と
聴
衆
に
む
か
っ
て
心
得
を
説
く
。

　

さ
ら
に
、
い
か
に
も
モ
リ
ス
ら
し
く
、

　

本
来
、
汗
水
た
ら
し
て
働
く
職
人
に
憩
い
と
喜
び
を
も
た
ら
す
こ
と
を
務
め
と
す
る
は
ず
の
技
芸
が
、
疲
労
し
た
頭
脳
に
責
め

苦
と
な
っ
て
い
る
現
状
は
ま
さ
し
く
本
末
転
倒
で
あ
り
、
一
般
家
庭
用
品
向
き
の
小
ぎ
れ
い
な
デ
ザ
イ
ン
を
考
案
す
る
こ
と
に
か

ま
け
る
あ
ま
り
、
じ
つ
は
見
か
け
以
上
に
ず
っ
と
重
大
な
問
題
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で

す
。
…
…
も
し
こ
の
点
に
わ
れ
わ
れ
が
目
を
つ
む
り
続
け
れ
ば
、
世
の
中
が
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
予
言
で
き
る
な
ど
と
は

申
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
ひ
と
つ
だ
け
分
か
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
技
芸
の
死
滅
で
す
。
そ
れ
が
な

ん
と
現
に
進
行
中
な
の
で
す
。
今
、
方
向
転
換
し
な
け
れ
ば
、
遠
か
ら
ず
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

と
、
小
芸
術
を
取
り
巻
く
現
況
に
警
告
を
発
す
る（

13
（

。

　

さ
ら
に
、
所
有
す
る
品
物
は
高
品
質
で
あ
る
こ
と
、
本
物
に
代
わ
る
代
用
品
を
排
除
し
、
い
っ
そ
そ
れ
無
し
で
済
ま
す
こ
と
、
装
飾

を
た
ん
に
流
行
の
目
当
て
と
せ
ず
、
真
に
美
し
い
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
受
容
す
る
こ
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
そ
れ
無
し
で
済
ま
す
こ

と
、
醜
悪
な
ご
み
ご
み
し
た
場
所
（
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
）
に
、
や
む
を
え
ぬ
職
務
の
た
め
以
外
に
は
刺
激
を
求
め
て
生
活
し
な
い
こ

と
、
た
だ
た
だ
地
上
の
自
然
美
を
神
聖
な
も
の
と
し
、
な
に
か
し
ら
の
見
返
り
を
求
め
て
軽
率
な
扱
い
を
し
な
い
こ
と
、
な
ど
と
美
的



40

武蔵大学人文学会雑誌　第 45 巻第 1・2 号

日
常
生
活
の
心
得
を
伝
授
す
る
。
現
下
の
急
務
は
、
競
争
に
代
わ
る
協
働
の
実
践
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
浪
費
と
不
正

の
限
り
を
尽
く
す
商
戦
に
代
わ
っ
て
協
働
の
実
践
を
今
こ
そ
、
と
訴
え
る
。

　

最
後
に
自
ら
の
確
信
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
講
演
を
結
ぶ
─
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
基
盤
で
あ
る
民ポ

ピ
ュ
ラ
ー
・
ア
ー
ツ

衆
の
芸
術
が
、
仮
に
も
永
遠
に
混

乱
と
不
正
と
分
裂
の
奴
隷
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
い
ず
れ
死
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
に
は
、
秩
序
と
善
意
と
連
合
の
時

代
が
身
辺
に
到
来
す
る
兆
し
が
感
じ
ら
れ
て
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
気
持
ち
で
あ
る
」（

14
（

。

　

モ
リ
ス
の
言
説
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
上
述
の
講
演
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
代
に
対

す
る
批
判
精
神
が
旺
盛
で
、
一
見
、
芸
術
と
社
会
の
乖
離
が
一
方
的
に
叫
ば
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
響
き
が
あ
る
が
、
じ
つ
は
モ
リ
ス

が
真
に
目
指
し
た
の
は
、
商
会
設
立
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
乖
離
・
対
立
で
な
く
、
接
近
・
協
調
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば

中
世
主
義
か
ら
出
発
し
て
、
モ
リ
ス
は
一
九
世
紀
に
中
世
芸
術
の
美
を
取
り
戻
す
に
は
、
か
つ
て
芸
術
が
社
会
と
幸
福
な
関
係
を
構
築

し
て
い
た
社
会
そ
の
も
の
を
ま
ず
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
。
そ
の
先
に
こ
そ
自
分
が
住
ん
で
み
た
い
と

思
う
社
会
が
、
モ
リ
ス
の
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
出
現
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
後
年
の
社
会
主
義
へ
の
傾
注
は
こ
の
確
信
の
ご
く

自
然
な
発
露
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
小
野
は
こ
ん
な
風
な
一
般
化
の
規
定
に
不
満
を
示
し
て
、
必
然
の
趨
勢
で

は
な
く
、
社
会
主
義
が
モ
リ
ス
の
後
に
つ
い
て
き
た
の
だ
、
と
言
う（

15
（

。

　

次
に
「
生
活
の
小
芸
術
」�

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
言
で
い
え
ば
、
こ
の
講
演
は
小
芸
術
（
＝
装
飾
芸
術
）
の
現
状
分
析

か
ら
期
待
さ
れ
る
未
来
の
社
会
像
を
語
っ
た
も
の
で
、
多
数
の
モ
リ
ス
の
講
演
・
演
説
の
な
か
で
も
、
彼
の
思
想
の
要
諦
を
ふ
く
む
重

要
な
発
言
と
な
っ
て
い
る
。

　

順
序
と
し
て
、
い
さ
さ
か
耳
慣
れ
ぬ
キ
ー
・
ワ
ー
ド
「
小
芸
術
」
に
つ
い
て
。
英
語�Lesser�A

rts�

の
訳
語
だ
が
、
別
段
「
よ
り
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劣
っ
た
」
の
意
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
は
「
小
さ
い
ほ
う
の
」
の
意
味
、
対
に
な
る
「
大
芸
術
」
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。「
大
芸

術
」
が
建
築
・
絵
画
、
彫
刻
の
領
域
を
指
し
示
す
の
に
対
し
て
、「
小
芸
術
」
は
よ
り
直
接
的
に
日
常
身
辺
を
美
し
く
豊
か
に
す
る

（
は
ず
の
）
芸
術
の
総
体
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
小
芸
術
」
は
「
実
用
芸
術
」
と
か
「
応
用
芸
術
」（A

pplied�A
rts

）
の
名
で
呼
ば

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
領
域
の
代
表
格
は
住
宅
建
築
だ
が
、
そ
れ
は
塗
装
、
建
具
、
大
工
、
鍛
冶
、
製
陶
、
ガ
ラ
ス
製
造
、
織
物
、

そ
の
他
多
様
な
業
種
が
関
連
す
る
広
領
域
で
あ
る
。
こ
の
日
常
と
実
用
に
直
結
し
た
「
小
芸
術
」
の
領
域
に
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
（
文

化
）
の
イイ

ン

グ

リ

シ

ュ

ネ

ス

ギ
リ
ス
ら
し
さ
が
発
揮
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
た
、
実
に
豊
か
な
領
域
で
あ
る
。

　
「
大
芸
術
」
は
歴
史
も
伝
統
も
あ
る
。
そ
れ
に
気
を
と
ら
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
芸
術
の
後
進
国
な
ど
と
い
う
言
い
方
が
一
人
歩
き
し

て
い
る
現
実
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
真
実
に
通
じ
る
と
も
言
え
て
、
こ
の
島
国
と
海
の
向
こ
う
側
の
「
芸
術
の
都
」

パ
リ
を
首
都
と
す
る
国
と
は
そ
も
そ
も
美
の
尺
度
が
異
な
っ
た
。
絵
画
に
さ
え
第
一
義
的
に
道
義
性
を
期
待
す
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
い

か
に
も
イ
ギ
リ
ス
ら
し
い
風
土
で
あ
る
。
審
美
的
側
面
は
そ
の
後
に
続
く
。
心
を
魅
了
し
目
を
通
じ
て
、
心
を
矯
正
す
る
意
図
を
持
っ

て
絵
筆
を
握
っ
た
の
は
一
八
世
紀
の
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
（
一
六
九
七
─
一
七
六
四
）
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
声
高

に
叫
ん
だ
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社
会
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
慎
重
に
な
れ
ば
、
片
手
落
ち
と
も
言
え
る
、
イ
ギ
リ
ス
芸
術
へ
の
性
急
な
断
定
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
避

け
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
と
い
う
応
用
芸
術
の
世
界
最
大
の

殿
堂
が
あ
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
、
と
自
問
自
答
を
す
れ
ば
よ
い
。
自
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
中
の
美
術
工
芸

品
を
網
羅
的
に
収
集
・
蓄
積
・
整
理
・
展
示
す
る
、
国
民
の
冷
静
な
熱
い
持
続
的
活
力
は
、
そ
の
国
の
応
用
芸
術
へ
の
姿
勢
を
的
確
に

映
し
出
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
。

　

地
球
上
、
イ
ギ
リ
ス
（
ロ
ン
ド
ン
と
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
）
に
し
か
存
在
し
な
い
肖
像
画
美
術
館
の
存
在
は
ど
ん
な
風
に
国
民
性
と
つ
な
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が
っ
て
い
る
の
か
、
と
。
政
治
巧
者
の
強
み
は
芸
術
上
の
弱
み
に
通
じ
る
、
と
か
、
理
屈
よ
り
現
場
主
義
を
重
ん
じ
る
国
民
性
と
か
、

経
験
哲
学
の
伝
統
と
か
、
伝
記
大
国
を
自
認
す
る
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
伝
統
と
か
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
ん
な
回
路
を
経
て
こ
そ
「
イ
ギ

リ
ス
ら
し
さ
」
に
、
つ
ま
り
大
芸
術
よ
り
小
芸
術
を
本
来
的
に
愛
好
す
る
国
民
な
の
か
な
、
と
い
う
認
識
に
た
ど
り
着
け
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。「
小
芸
術
」
と
呼
ば
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
を
「
大
芸
術
」
の
下
位
項
目
な
ど
と
受
け
取
っ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
思

い
違
い
で
あ
る
こ
と
に
誰
し
も
気
づ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

モ
リ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
大
芸
術
」
と
「
小
芸
術
」
の
両
者
を
切
り
離
す
の
は
本
意
で
な
く
、「
別
々
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
芸
術
に

と
っ
て
じ
つ
に
由
々
し
い
事
態
で
あ
り
、
小
芸
術
は
矮
小
化
さ
れ
、
無
味
乾
燥
、
愚
劣
と
な
る
。
一
方
、
小
芸
術
に
見
放
さ
れ
た
大
芸

術
は
、
偉
大
な
精
神
や
神
の
手
を
も
つ
人
間
に
よ
っ
て
暫
く
の
間
ど
う
に
か
命
脈
を
保
つ
と
し
て
も
、
無
意
味
な
虚
飾
に
従
属
す
る
退

屈
な
代
物
と
化
す
か
、
怠
惰
な
少
数
の
金
持
ち
の
こ
の
上
な
い
玩
具
と
成
り
下
が
る
だ
け
で
あ
る
」（

16
（

。
日
常
的
に
わ
れ
わ
れ
は
装
飾
に

慣
れ
っ
こ
で
あ
る
あ
ま
り
、
つ
い
「
乾
い
た
棒
切
れ
の
先
っ
ぽ
の
苔
ほ
ど
に
も
気
に
か
け
な
い
が
、
…
…
人
間
の
手
に
な
る
も
の
は
す

べ
て
に
形
が
あ
り
、
そ
れ
は
美
か
醜
で
あ
り
、
も
し
自
然
に
一
致
し
て
い
れ
ば
美
と
な
る
が
、
不
一
致
で
あ
れ
ば
醜
と
な
る
。
…
…
装

飾
の
眼
目
は
自
然
と
手
を
結
ん
で
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
の
に
、
と
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
は
千
変
万
化
す
る
自
然
の
姿
形
に

鈍
化
し
て
し
ま
う
」（

17
（

。
鋭
敏
な
感
覚
が
取
り
戻
さ
れ
た
時
、
ま
る
で
奇
跡
の
よ
う
に
手
の
込
ん
だ
文
様
や
未
知
の
形
態
が
創
出
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に
真
の
人
間
的
喜
び
が
あ
っ
た
。「
職
人
の
手
は
自
然
を
か
な
ら
ず
し
も
模
倣
す
る
必
要
は
な
く
、
た
だ
自
然
の
働
き
に
導

か
れ
て
仕
事
を
果
た
せ
ば
よ
い
。
そ
の
時
、
織
物
も
紅
茶
茶
碗
も
ナ
イ
フ
も
緑
の
野
や
川
の
土
手
と
同
じ
く
自
然
そ
の
も
の
の
よ
う

に
、
美
し
い
姿
に
見
え
る
の
で
あ
る
」（

18
（

　

モ
リ
ス
は
小
芸
術
は
大
芸
術
を
凌
駕
す
る
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。

　

で
は
、
小
芸
術
の
喜
び
と
は
な
に
か
。
小
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
職
人
が
労
働
の
な
か
に
生
活
の
充
実
と
幸
福
が
享
受
で
き
る
こ
と
、

そ
う
し
た
労
働
が
創
造
す
る
小
芸
術
に
よ
っ
て
庶
民
が
生
活
の
美
化
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
の
根
幹
が
自
然
で
あ
り
、
自
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然
か
ら
始
ま
っ
て
自
然
に
帰
る
思
想
で
あ
る
。（
同
一
趣
旨
の
発
言
は
す
で
に
「
若
干
の
提
言
」
で
も
語
ら
れ
た
）
こ
の
喜
び
を
可
能

に
す
る
社
会
の
実
現
が
モ
リ
ス
畢
生
の
課
題
で
あ
っ
た
。�

　

講
演
な
か
ば
、
モ
リ
ス
は
ラ
ス
キ
ン
を
「
い
ま
な
お
健
在
の
偉
人
、
わ
が
同
志
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
教
授
」（

19
（

と
最
大
級
の
敬
愛
を

表
わ
し
な
が
ら
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
石
』
に
開
陳
さ
れ
た
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
章
句
を
「
そ
の
真
実
は
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て

も
し
過
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
」�

と
全
面
の
支
持
を
表
明
し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
ン
の
言
辞
を
ほ
と
ん
ど
鸚
鵡
返
し
に
説
く
。�

働
く
者
が

自
由
に
伸
び
伸
び
と
自
然
に
倣
っ
て
仕
事
に
精
励
し
、
そ
の
幸
福
な
果
実
を
享
受
す
る
喜
び
を
語
る
。
し
か
し
、
モ
リ
ス
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
夢
の
果
実
を
語
る
こ
と
に
等
し
か
っ
た
。
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
時
代
の
卑
俗
と
醜
悪
に
だ
れ
よ
り
も
敏
感
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
敏
感
さ
は
モ
リ
ス
一
人
の
も
の
で
あ
り
、
夢
の
果
実
を
手
に
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
芸
術
の
問
題
で
は
な
く
、
煎
じ
詰
め
れ

ば
政
治
・
経
済
の
問
題
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
の
仕
組
み
の
中
で
は
望
む
べ
く
も
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
。
そ
ん
な
不
安
ま
じ
り

の
心
情
を
、
モ
リ
ス
は
講
演
会
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
な
が
ら
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ー
ナ
に
告
白
し
た（

20
（

。

　

今
ち
ょ
う
ど
二
時
間
ば
か
り
講
演
の
準
備
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
よ
う
や
く
僕
の
一
日
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
…
…

ち
ょ
っ
と
仕
事
の
や
り
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
、
な
ん
だ
か
と
ん
で
も
な
い
恥
さ
ら
し
の
谷
間

に
は
ま
り
こ
ん
だ
感
じ
で
、
ど
う
も
落
ち
込
ん
だ
気
分
で
す
。
…
…
仕
事
を
し
て
い
る
間
は
、
い
つ
も
大
義
が
心
か
ら
離
れ
ま
せ

ん
。
大
義
の
た
め
に
こ
そ
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
く
せ
、
挫
折
の
運
命
に
あ
る
の
を
承
知
し
て
い
る
の
で
す
。
と
に

か
く
、
そ
ん
な
気
分
な
の
で
す
。
…
…
な
ん
の
役
に
も
立
た
ず
、
独
り
相
撲
で
し
か
な
い
こ
と
が
、
当
の
本
人
に
は
分
か
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
で
、
僕
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
た
だ
の
独
り
よ
が
り
の
遊
び
み
た
い

な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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モ
リ
ス
は
講
演
中
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
弱
気
は
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。
枯
渇
状
態
の
装
飾
芸
術
の
蘇
生
を
訴
え
る
。
高
踏
的
言

い
様
を
好
ま
ぬ
モ
リ
ス
の
弁
舌
は
つ
ね
に
情
理
を
尽
く
し
て
聴
衆
に
発
せ
ら
れ
る
。「
皆
さ
ん
方
は
自
然
と
歴
史
を
教
師
と
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
」（

21
（

と
い
う
。
今
の
世
の
中
で
古
代
芸
術
に
学
ぶ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
か
身
辺
に
あ
ふ
れ
か
え
る
脆
弱
な
作

品
の
悪
し
き
影
響
に
染
ま
り
、
知
性
の
通
っ
た
作
品
の
達
成
は
望
む
べ
く
も
な
い
、
と
す
る
。「
古
代
芸
術
を
研
究
し
、
教
師
と
し
、

そ
こ
か
ら
刺
激
を
受
け
て
こ
そ
、
そ
の
間
に
模
倣
や
鸚
鵡
返
し
に
染
ま
ら
ぬ
決
断
が
つ
く
の
で
す
」
と
い
う
。

　

そ
し
て
モ
リ
ス
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
園
に
つ
い
て
語
る
。「
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
あ
の
煤
で
汚
れ
た
世
界
を
抜
け
出
せ
ば
、
そ
こ
は

田
園
の
た
だ
中
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
営
為
が
ま
だ
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
、
そ
の
一
部
と
し
て
立
派
に
息
づ
い
て
い
る
。
今
そ
こ
に

あ
る
の
は
、
こ
の
ご
時
世
に
世
人
が
ま
さ
か
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
人
間
の
仕
事
と
労
力
が
注
が
れ
た
土
地
、
そ
の
両
者
間
の
完
璧
な

ま
で
の
共
感
で
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
田
園
と
は
、
そ
う
し
た
か
け
が
え
の
な
い
土
地
な
の
で
す
」（

22
（

　

さ
ら
に
モ
リ
ス
の
熱
の
こ
も
っ
た
静
か
な
弁
舌
が
続
く
。

　

国
土
は
狭
小
、
あ
た
か
も
狭
い
海
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
か
と
思
え
る
ほ
ど
に
、
巨
大
な
隆
起
を
生
み
出
す
余
地
は
ま
る
で

な
い
、
荒
涼
が
支
配
す
る
広
漠
た
る
不
毛
の
地
も
な
い
、
森
林
の
大
い
な
る
孤
独
も
、
恐
ろ
し
い
ば
か
り
の
人
跡
未
踏
の
屹
立
す

る
山
塊
も
な
い
、
あ
る
の
は
、
計
測
さ
れ
、
混
ざ
り
合
い
、
変
化
に
と
む
、
一
つ
が
他
に
こ
と
も
な
げ
に
融
解
し
て
い
く
姿
、
整

然
と
し
た
美
し
い
樹
木
に
飾
ら
れ
る
小
さ
な
川
と
小
さ
な
町
、
変
化
の
早
い
起
伏
す
る
高
地
、
牧
羊
地
の
網
目
状
の
石
垣
が
つ
ら

な
る
小
さ
な
丘
と
山
、
す
べ
て
が
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
、
だ
が
愚
か
で
も
空
虚
で
も
な
い
、
む
し
ろ
生
真
面
目
で
、
求
め
る

者
に
は
豊
か
な
意
味
を
秘
め
て
い
る
、
監
獄
で
も
な
け
れ
ば
、
宮
殿
で
も
な
い
、
が
、
慎
ま
し
や
か
な
心
な
ご
む
わ
が
家
で
あ

る
。
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
風
景
を
こ
ん
な
風
に
モ
リ
ス
以
外
の
だ
れ
が
表
現
し
え
た
だ
ろ
う
。
モ
リ
ス
は
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
に
も
負
け
な
い
風

景
を
描
出
し
た
。
風
景
の
発
見
で
あ
る
。
精
密
な
観
察
の
眼
差
し
が
捉
え
た
寸
分
の
ピ
ン
ボ
ケ
も
な
い
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
自
然

へ
の
共
感
が
静
か
に
し
か
も
熱
く
あ
ふ
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
穏
や
か
な
自
然
の
表
情
、
節
度
の
あ
る
広
が
り
の
な
か
に
農
家

も
羊
も
牛
も
石
垣
も
す
べ
て
が
調
和
し
て
あ
る
風
景
、
そ
ん
な
自
然
に
求
道
者
に
も
似
た
モ
リ
ス
は
確
実
に
「
豊
か
な
意
味
」
を
発
見

し
て
い
る
。
倫
理
的
意
味
さ
え
託
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
モ
リ
ス
は
度
過
ぎ
た
賛
美
や
あ
く
ど
い
蔑
視
を
し
た
り
は
し

な
い
。
た
だ
、
険
峻
な
山
塊
や
豪
壮
な
宮
殿
に
代
え
て
、
祖
先
が
歴
史
と
と
も
に
長
く
親
し
く
住
み
な
が
ら
、
自
ら
の
心
の
拠
り
所
と

も
し
て
き
た
、「
こ
の
散
文
的
で
、
波
乱
を
思
わ
せ
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
土
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
わ
れ

わ
れ
の
希
望
の
芽
生
え
に
つ
な
が
る
国
土
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
た
し
か
な
の
で
あ
る
」

　

さ
ら
に
発
言
は
核
心
に
迫
る（

23
（

。

　

国
土
が
こ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
芸
術
も
同
様
で
、
虚
飾
や
奇
想
に
よ
っ
て
世
人
の
感
興
を
誘
う
と
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
さ
り
と
て
凡
俗
に
堕
し
た
り
、
荘
厳
の
高
み
を
き
わ
め
る
こ
と
も
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
く
せ
高
圧
的
で
あ
っ
た
り
、

奴
隷
の
悪
夢
や
横
柄
な
自
惚
れ
な
ど
と
も
ち
が
っ
た
。
最
盛
期
の
装
飾
芸
術
に
は
、
大
様
式
の
芸
術
と
い
え
ど
も
決
し
て
な
い
が

し
ろ
に
で
き
な
い
創
意
性
と
独
自
性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
由
農
の
住
ま
い
や
片
田
舎
の
素
朴
な
教
会
に
も
、
ま
る
で
貴
族
の

大
邸
宅
や
壮
大
な
聖
堂
と
同
じ
よ
う
に
、
惜
し
げ
も
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
そ
れ
は
往
々
に
し
て
粗
削
り
で
あ
っ
た
が
、
粗
悪
で
は

な
か
っ
た
。
優
し
く
、
自
然
で
、
飾
ら
ず
、
豪
商
や
宮
廷
人
の
芸
術
と
い
う
よ
り
、
農
民
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
…
…
農
民
の
芸
術

は
、「
フ
ラ
ン
ス
式
の
豪
勢
な
」
大
邸
宅
が
続
々
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
わ
が
国
の
各
所
に
残
る
田
舎
家
や
自
由
農
民

の
住
ま
い
に
い
ま
だ
に
息
づ
い
て
い
る
。
海
の
向
こ
う
の
愚
か
な
虚
飾
が
自
然
と
自
由
の
灯
を
す
っ
か
り
打
ち
消
し
て
、
芸
術
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が
、
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
あ
の
功
な
り
名
を
遂
げ
た
得
意
顔
の
悪
党
連
中
の
表
現
で
し
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
に
、
こ
こ

わ
が
国
で
は
依
然
と
し
て
機
織
り
や
印
刷
用
版
木
や
刺
繍
針
が
作
り
出
す
優
美
な
模
様
が
健
在
だ
っ
た
。
そ
の
歴
史
は
あ
る
意
味

で
皆
さ
ん
の
目
と
鼻
先
に
あ
る
の
で
す
。
と
は
い
え
、
昨
今
す
っ
か
り
影
が
薄
く
、
そ
れ
も
年
々
歳
々
薄
く
な
る
ば
か
り
で
す

が
、
そ
れ
は
、
強
欲
な
取
り
壊
し
が
、
以
前
よ
り
た
し
か
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
原
因
で
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
ま

た
、
今
日
「
修
復
」
と
呼
ば
れ
る
も
う
一
つ
の
敵
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
「
修
復
」
の
暴
挙
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
民
衆
の
英
知
、
そ
れ
を
涵
養
す
る
た
め
の
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
が
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
途
上
、
モ
リ
ス
は
民
衆
工
芸
の
素
朴
さ
を
、
忘
れ
て
い
た
も
の
を
取
り
戻
す
か
の
よ
う
に
、
ふ
と
語
る
。
生
活
の
素
朴
が
趣
味
の
素

朴
を
生
み
、
そ
こ
に
優
し
さ
と
高
貴
へ
の
愛
が
生
じ
、
希
求
す
る
新
し
い
芸
術
の
誕
生
が
期
待
で
き
る
。
田
舎
家
に
も
宮
殿
に
も
、
素

朴
さ
の
伝
統
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
拝
金
主
義
が
は
び
こ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
愛
す
る
科
学
ま
で
も
が
そ
れ
に
加
担
す
る
こ

と
に
忙
し
く
、
世
の
た
め
に
奉
仕
し
て
い
な
い
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
煙
を
排
除
す
る
こ
と
や
リ
ー
ズ
の
黒
色
染
料
を
川
に
垂
れ
流
し

せ
ず
に
除
去
す
る
こ
と
を
科
学
は
教
え
て
欲
し
い
。
大
都
市
の
現
状
を
改
善
す
る
こ
と
に
関
心
が
な
く
て
、
ど
う
し
て
諸
芸
術
の
向
上

を
期
す
る
わ
れ
わ
れ
の
努
力
に
希
望
が
訪
れ
る
だ
ろ
う
か
。
小
芸
術
が
、
宮
殿
に
住
ん
で
民
衆
の
活
動
の
場
の
汚
穢
に
一
顧
だ
に
し
な

い
少
数
者
の
た
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
や
自
由
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
は
「
諸
君
」
と
呼
び
か
け
る
、「
芸
術
は
自
己
本
位
と
贅
沢
の
も
と
で
は
病
む
、
そ
の
か
わ
り
、
に
こ
や
か
な
自
由
と
率
直

さ
と
真
実
と
は
き
わ
め
て
相
性
が
よ
い
。
現
状
の
よ
う
に
身
勝
手
で
排
他
的
で
は
生
き
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
う

し
た
条
件
の
下
で
は
、
芸
術
に
生
き
て
い
て
欲
し
い
と
は
思
わ
な
い
。
弾
丸
と
鉄
砲
の
戦
い
だ
け
で
な
く
、
商
業
主
義
の
戦
い
か
ら
も

解
放
さ
れ
た
余
暇
を
手
に
し
た
い
。
…
…
と
く
に
金
銭
へ
の
強
欲
か
ら
解
放
さ
れ
た
余
暇
を
手
に
し
た
い
。
…
…
す
で
に
多
少
だ
が
、
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自
由
を
達
成
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
つ
か
平
等
を
達
成
す
る
日
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
が
友
愛
に
通
じ

る
唯
一
の
道
で
あ
る
」（

24
（

と
力
説
す
る
。
だ
れ
も
が
仕
事
に
幸
福
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
幸
福
が
確
実
に
民
衆
の
気
高
い
装

飾
芸
術
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
と
も
。

　

そ
の
時
「
芸
術
が
わ
れ
ら
の
町
を
森
の
よ
う
に
美
し
く
し
、
わ
れ
ら
の
心
を
山
腹
と
同
様
に
高
揚
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
広
々
と

し
た
田
園
か
ら
都
会
に
赴
く
こ
と
が
喜
び
と
憩
い
に
な
り
、
け
っ
し
て
精
神
の
重
荷
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
万
人
の
住
ま
い
が
美
し

い
、
節
度
の
あ
る
、
心
に
優
し
く
、
仕
事
の
助
け
に
も
な
る
場
所
と
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
に
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
手
に
触
れ
る
一
切
が
自
然
と
調
和
し
て
、
理
に
適
い
、
美
と
な
る
」

　

こ
れ
は
夢
を
語
っ
た
講
演
で
あ
る
、
誰
し
も
そ
う
思
う
。
講
演
者
も
夢
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
モ
リ
ス
は
見

果
て
ぬ
夢
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
叶
う
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
い
つ
か
正
夢
と
な
る
だ
ろ
う
と
、
ま
す
ま
す
大
き
な
望
み

を
い
だ
く
。
そ
し
て
、
モ
リ
ス
は
「
夢
で
は
あ
る
が
、
皆
さ
ん
の
前
に
こ
う
し
て
披
露
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
夢

は
わ
た
し
の
装
飾
芸
術
の
全
作
品
の
根
底
に
あ
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
夢
は
わ
た
し
の
頭
か
ら
片
時
も
離
れ
ま
せ
ん
。
今
夕
、
皆
さ

ん
と
席
を
同
じ
く
し
た
の
は
、
こ
の
夢
、
こ
の
希
望
を
実
現
す
る
た
め
皆
さ
ん
の
力
を
お
願
い
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
」（

25
（

と
講
演
を
結

ん
だ
。

　
「
わ
た
し
の
仕
事
は
た
く
さ
ん
の
夢
を
な
ん
ら
か
の
形
に
す
る
こ
と
な
ん
だ
」（

26
（

モ
リ
ス
の
こ
の
希
求
は
、
親
友
コ
ー
ネ
ル
・
プ
ラ
イ

ス
宛
て
の
手
紙
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
講
演
の
二
〇
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
二
二
歳
だ
っ
た
青
年
モ
リ
ス
に
は
、

今
、
夢
を
語
っ
た
こ
の
講
演
時
の
自
信
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
当
然
で
あ
る
。
こ
の
時
で
も
自
信
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
今
、
発
言
に
は
格
段
の
力
強
さ
が
響
く
。
進
化
す
る
モ
リ
ス
─
立
ち
位
置
を
一
寸
た
り
と
も
移
動
さ
せ
ず
、
深
化
と
拡
大
を
つ
づ

け
る
モ
リ
ス
、
こ
の
講
演
に
は
後
半
生
の
モ
リ
ス
の
相
貌
が
明
白
で
あ
る
。
ひ
た
む
き
な
、
く
そ
ま
じ
め
な
社
会
主
義
者
の
そ
れ
が
。
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モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会
の
成
功
と
と
も
に
、
モ
リ
ス
の
活
動
は
、
社
会
的
・
芸
術
的
に
重
層
化
し
て
、
装
飾

芸
術
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
、
古
建
築
物
保
護
運
動
、
環
境
保
護
運
動
、
美
術
教
育
運
動
な
ど
、
時
に
芸
術
的
所
業
と
し
て
、
時
に
社
会
主
義

的
実
践
と
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
、
モ
リ
ス
の
創
造
的
営
為
は
重
層
的
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
展
開
し
た
。
そ
の
総
体
は
い
か
に
も
多

岐
に
わ
た
る
が
、
モ
リ
ス
に
は
、
お
そ
ら
く
た
だ
一
つ
の
こ
と
へ
の
聖
戦
と
い
う
認
識
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

◆
モ
リ
ス
の
壁
紙

　

モ
リ
ス
が
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
着
手
し
た
の
は
一
八
六
二
年
の
後
半
だ
っ
た
。
そ
の
仕
事
は
亡
く
な
る
一
八
九
六
年
ま
で
三
〇
年
以

上
も
続
い
た
。
そ
れ
は
モ
リ
ス
二
八
歳
の
時
か
ら
六
二
歳
に
い
た
る
長
い
期
間
で
あ
っ
た
。

　

最
初
期
の
作
品
と
し
て
一
八
六
四
年
か
ら
六
六
年
に
、《
雛
菊
》、《
果
物
あ
る
い
は
石
榴
》、《
格
子
垣
》
の
三
点
が
あ
る
。
こ
れ
を

い
わ
ば
習
作
期
と
し
て
、
以
後
六
年
ほ
ど
の
中
断
を
経
て
一
八
七
二
年
に
壁
紙
が
再
開
さ
れ
、
以
後
七
六
年
頃
ま
で
モ
リ
ス
の
壁
紙
は

黄
金
期
（
一
〇
点
）
を
迎
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
二
〇
年
間
ペ
イ
パ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
は
続
け
ら
れ
る
。
全
期
間
を
通
じ
て
壁
紙
の
デ
ザ

イ
ン
総
数
は
フ
ィ
オ
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
四
九
点
を
数
え
る
。
壁
紙
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
な
が
ら
、
チ
ン
ツ
や
タ
イ
ル
に
転
用

さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
逆
の
場
合
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
そ
れ
に
モ
リ
ス
の
協
力
者
も
い
た
か
ら
、
モ
リ
ス
の
作
品
と
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
、
制
作
年
代
と
帰
属
の
十
全
な
特
定
は
容
易
で
は
な
い
。

　

そ
の
困
難
な
課
題
に
つ
い
て
画
期
的
な
業
績
を
挙
げ
た
の
は
、
前
述
し
た
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ラ
ッ
ド
（
一
九
一
二
│
一
九
六
〇
）
で
あ

る
。
研
究
成
果
は
『
リ
ス
ナ
ー
』
誌
上
（
一
九
五
四
年
一
〇
月
七
日
号
）
に
「
芸
術
家
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
新
所
見
」

と
し
て
、
あ
る
い
は
『
建
築
評
論
』
誌
上
（
一
九
五
九
年
七
月
号
）
に
「
モ
リ
ス
・
パ
タ
ン
の
制
作
年
代
の
確
定
」
と
し
て
発
表
さ
れ

た
。
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フ
ラ
ッ
ド
の
後
者
論
文
は
、
モ
リ
ス
壁
紙
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
「
長
い
こ
と
き
わ
め
て
曖
昧
で
、
頼
り
に
で
き
る
標
準
的
資
料
は

Ａ
・
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
と
Ｍ
・
モ
リ
ス
の
二
書
と
き
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
，
こ
の
二
書
に
し
て
も
、
お
お
ま
か
な
製
作
年
代
順
に
従
っ
て

主
要
な
デ
ザ
イ
ン
を
検
証
す
る
だ
け
だ
っ
た
か
ら
、
い
ず
れ
も
正
確
な
記
述
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
一
覧
表
に
も
両
者
間
に
は
く
い
ち

が
い
が
目
立
ち
、
し
か
も
壁
紙
・
チ
ン
ツ
・
織
物
・
絨
毯
と
い
う
風
に
別
々
に
取
り
上
げ
た
た
め
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
モ
リ
ス
の

全
体
的
展
開
を
包
括
し
て
明
ら
か
に
す
る
に
至
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
」（

1
（

と
指
摘
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
モ
リ
ス
が
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）
が
所
蔵
す
る
テ

キ
ス
タ
イ
ル
か
ら
多
大
な
感
化
を
受
け
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
。「
モ
リ
ス
は
強
い
個
性
の
持
主
だ
っ
た
か
ら
、
強
力
な
感
化
を
受
け

て
い
る
と
き
で
も
、
デ
ザ
イ
ン
は
た
ん
な
る
模

パ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
倣
に
堕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
モ
リ
ス
の
鑑
識
眼
と
色
彩
感
覚
が
そ
の
デ
ザ
イ

ン
に
同
時
代
人
と
彼
の
信
奉
者
た
ち
の
仕
事
に
欠
け
て
い
た
際
立
っ
た
独
創
性
を
は
っ
き
り
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（

2
（

と
述
べ
た
。

　

夭
折
し
た
こ
の
研
究
者
（
一
九
一
二
─
一
九
六
〇
）
の
後
を
つ
い
で
さ
ら
な
る
検
証
を
重
ね
た
の
が
、
同
じ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン

ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
フ
ィ
オ
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
女
史
で
あ
る
。
研
究
成
果
は
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
壁
紙
と
チ
ン
ツ
』

（
一
九
七
三
、
改
訂
版
一
九
七
四
）
そ
の
他
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
労
作
は
モ
リ
ス
の
壁
紙
、
チ
ン
ツ
に
つ
い
て
制
作
年
代
順
に
解
説
を

付
し
た
、
白
黒
図
版
（
巻
末
四
頁
は
カ
ラ
ー
図
版
）
に
よ
る
モ
リ
ス
・
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
集
で
あ
る
（
以
下
に
記
す
制
作
年
代
、
帰

属
は
大
筋
に
お
い
て
こ
の
ク
ラ
ー
ク
女
史
の
労
作
に
拠
る
）。

　

最
初
期
の
《
雛
菊
》
な
ど
三
点
の
壁
紙
は
売
れ
行
き
芳
し
く
な
く
制
作
中
止
に
な
っ
た
。
そ
の
穴
埋
め
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
商

会
は
《
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
ン
》（V

enetian

）、�《
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
》（Indian

、
図
3
）、《
菱
形
模
様
》（D

iaper

）、《
ク
ウ
ィ
ー
ン
・
ア
ン
》

（Q
ueen�A

nne

）
を
制
作
・
販
売
し
た
。
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
モ
リ
ス
の
意
に
沿
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
四
作
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品
を
見
る
と
き
、
だ
れ
し
も
こ
れ
が
モ
リ
ス
（
商
会
）
の
製
品
な
の
か
、
と

目
を
疑
う
の
で
は
な
い
か
。
モ
リ
ス
の
壁
紙
と
し
て
一
般
に
受
容
さ
れ
て
い

る
も
の
と
の
作
風
の
差
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
先
行
三
作
品
の
方
が
は

る
か
に
魅
力
的
と
い
え
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
小
野
は
「
こ
れ
は
ビ
ジ
ネ

ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の�

Ｗ
・
テ
イ
ラ
ー
の
強
い
要
求
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る

が
、
み
な
古
い
幾
何
学
パ
タ
ン
の
ア
ダ
プ
テ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ

貧
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
べ
き
で
当
時
流
行
の
趣
味
に
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
モ
リ
ス
は
手
を
下
す
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
今
日

明
ら
か
で
あ
る
」（

3
（

と
言
い
切
る
。
フ
ィ
オ
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
壁
紙
の
制
作

年
の
特
定
に
、
特
許
局
デ
ザ
イ
ン
登
録
簿
、
あ
る
い
は
一
九
世
紀
最
後
の
四

半
世
紀
に
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
た
壁
紙
製
造
会
社
で
あ
る
ジ
ェ
フ
リ
社
（
ロ

ン
ド
ン
）
に
保
存
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
原
簿
を
論
拠
に
、
こ
の
四
点
の
制
作
年

代
を
「
お
お
よ
そ
一
八
六
八
─
七
〇
年
」
と
い
う
幅
の
あ
る
記
述
を
し
た
。

ま
た
帰
属
に
関
し
て
も
、
当
時
商
会
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
だ
っ
た

Ｗ
・
テ
イ
ラ
ー
の
強
い
指
示
に
よ
り
、
Ｇ
・
Ｆ
・
ボ
ド
リ
ー
と
そ
の
仲
間
の

ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
た
ち
が
手
掛
け
た
こ
と
を
暗
示
的
に
記
し
た
。

　

モ
リ
ス
が
壁
紙
の
た
め
に
着
想
し
た
最
初
の
モ
チ
ー
フ
は
、
以
前
か
ら
こ

だ
わ
り
の
あ
っ
た
、「
赤
い
家
」
の
象
徴
的
添
景
で
あ
っ
た
薔
薇
が
絡
む
格

図３　壁紙《インディアン》1871 年頃
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子
垣
だ
っ
た
。
た
だ
ウ
ェ
ッ
ブ
に
よ
る
小
鳥
の
図
柄
が
お
く
れ
た
た
め
、《
格
子
垣
》
の
完
成
は
、《
雛
菊
》、《
果
物
あ
る
い
は
石
榴
》

に
次
い
で
三
番
目
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
制
作
年
は
三
点
と
も
一
八
六
四
年
で
あ
る
。
前
述
の
フ
ラ
ッ
ド
は
こ
の
三
点
を
モ
リ
ス
・
ペ

イ
パ
ー
の
系
列
か
ら
は
ず
し
て
考
慮
の
対
象
外
と
し
た
。
そ
れ
は
様
式
上
、
後
続
の
壁
紙
と
連
続
性
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
扱
い
に
、
小
野
は
「
モ
リ
ス
の
成
熟
し
た
ス
タ
イ
ル
と
し
て
ま
っ
た
く
典
型
的
で
な
い
」（

4
（

と
し
て
も
、「
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン

の
本
質
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
深
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
デ
ザ
イ
ン
の
質
と
姿
勢
は
、
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
最
良
の
も
の
を

予
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
こ
れ
ら
は
モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
の
な
か
で
も
一
般
に
最
も
な
が
く
愛
さ
れ
た
も
の
で
も
あ

る
」
と
こ
だ
わ
り
を
表
明
し
た
。
当
然
で
あ
る
し
、
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ッ
ド
は
、
三
点
を
除
外
し
な
が
ら
、
モ
リ
ス
の
壁
紙
デ
ザ
イ
ン
の
全
体
を
様
式
上
の
特
徴
に
よ
っ
て
四
つ
の
時
期
に
区
分
し

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
区
分
毎
の
実
証
的
研
究
の
細
部
に
立
ち
入
る
よ
り
、
習
作
期
と
そ
の
後
の
製
作
を
、
必
要
に
応
じ
て
チ
ン

ツ
（
更
紗
木
綿
。
カ
ー
テ
ン
・
家
具
カ
バ
ー
・
服
地
用
に
花
柄
な
ど
を
プ
リ
ン
ト
し
た
平
織
綿
布
。
も
と
は
イ
ン
ド
渡
来
の
染
色
文
様

の
綿
布
）
を
含
め
な
が
ら
、
製
作
年
代
順
に
モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
の
全
体
を
俯
瞰
す
る
。

　

ま
ず
習
作
期
（
本
当
に
こ
う
呼
ん
で
い
い
の
か
）
と
い
わ
れ
る
最
初
の
三
点
に
つ
い
て
。

　
《
雛
菊
》（D

aisy,

一
八
六
四
、
図
4
）
─
モ
リ
ス
に
よ
る
壁
紙
第
一
号
と
し
て
、
レ
ッ
ド
・
ラ
イ
オ
ン
・
ス
ク
エ
ア
の
狭
い
工
房
で

制
作
さ
れ
た
。
版
木
に
代
わ
る
亜
鉛
板
を
用
い
、
デ
ィ
ス
テ
ン
パ
ー
絵
具
（
水
性
塗
料
）
よ
り
透
明
度
の
あ
る
絵
具
が
用
い
ら
れ
た
。

野
原
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
背
景
に
一
本
立
ち
し
た
牧
草
地
の
草
花
が
繁
茂
す
る
だ
け
の
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
文
様
。
地
色
の
草
色
、

花
の
赤
、
白
、
黄
色
と
も
に
淡
調
な
配
色
。
横
一
列
に
二
種
の
草
花
が
配
さ
れ
、
そ
れ
が
二
層
に
組
み
立
て
ら
れ
反
復
さ
れ
る
。
描
か
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れ
た
草
花
は
雛
菊
（
黄
）
と
オ
ダ
マ
キ
（
赤
）
と
ナ
デ
シ
コ
（
白
）
の
三
種
。
細
い
茎
の
先
に
紫
の
五
弁
花
を
下
向
き
に
咲
か
せ
る
オ

ダ
マ
キ
を
モ
リ
ス
は
赤
で
表
現
し
た
。
し
か
も
、
こ
れ
だ
け
は
特
に
念
入
り
に
、
花
の
正
面
と
側
面
、
そ
れ
に
種
子
を
つ
け
た
頭
状
花

の
三
様
に
描
い
た
。
い
っ
そ
《
オ
ダ
マ
キ
》
と
呼
ん
で
み
た
く
な
る
壁
紙
で
あ
る
。
モ
リ
ス
は
大
英
博
物
館
で
見
た
、
フ
ラ
ン
ス
一
四

世
紀
の
詩
人
・
年
代
記
作
家
ジ
ャ
ン
・
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
（
一
三
三
七
頃
─
一
四
〇
四
頃
）
の
『
年
代
記
』
に
描
か
れ
た
壁
掛
け
に
触
発

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
モ
リ
ス
お
気
に
入
り
の
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
同
じ
頃
の
手
描
き
タ
イ
ル
に
も
登
場
す
る
。
全
体
と
し
て
、
淡
い

色
調
が
女
性
の
手
に
な
る
作
品
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
優
し
い
静
か
な
雰
囲
気
の
晴
れ
や
か
な
文
様
で
あ
る
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
妻
ジ
ェ

イ
ン
と
そ
の
妹
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
バ
ー
デ
ン
に
よ
っ
て
刺
繍
作
品
に
も
用
い
ら
れ
た
。

　
《
果
実
》
あ
る
い
は
《
石
榴
》（Fruit�or�Pom

egranate,

一
八
六
四
、
図
5
）
─
レ
モ
ン
と
石
榴
と
桃
と
林
檎
（
？
）
を
図
柄
に

し
た
壁
紙
第
二
号
。
木
版
刷
り
、
水
性
塗
料
に
よ
る
捺
染
。
制
作
年
代
は
一
八
六
六
年
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
マ
ッ
ケ
イ
ル
は
、

ク
ゥ
イ
ー
ン
・
ス
ク
エ
ア
で
顧
客
が
こ
の
壁
紙
の
制
作
を
目
撃
し
た
こ
と
の
記
録
と
し
て
、「
一
八
六
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
濃
紺

の
作
業
着
を
着
た
モ
リ
ス
本
人
が
模
様
を
見
せ
て
く
れ
た
り
、
勘
定
書
を
作
っ
て
く
れ
た
り
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
、
そ
の
翌
年

の
こ
と
だ
が
、
モ
リ
ス
が
石
榴
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
る
場
面
に
出
会
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
」（

5
（

と
書
い
た
。

　

一
八
六
六
年
、
前
述
し
た
が
、
商
会
は
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
（
現
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
）

の
「
緑
の
食
堂
」
の
内
装
工
事
の
依
頼
を
受
け
た
。
教
会
関
係
か
ら
で
は
な
い
最
初
の
受
注
だ
っ
た
、
壁
の
一
部
に
《
果
物
》
に
酷
似

し
た
壁
紙
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
今
思
い
当
た
る
。
レ
ズ
リ
ー
・
ホ
ス
キ
ン
ズ
は
「
お
そ
ら
く
一
八
六
七
年
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

ウ
ォ
リ
ン
ト
ン
・
テ
イ
ラ
ー
の
手
紙
で
『
わ
が
社
の
最
新
の
壁
紙
』
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
《
果
物
》
で
あ
ろ
う
」（

6
（

と
推

測
す
る
。
デ
ザ
イ
ン
は
、
こ
れ
に
続
く
《
格
子
垣
》
と
同
じ
く
、
四
つ
の
長
方
形
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
反
復
を
基
本
と
し
た
構
成
で
、
こ

の
頃
、
タ
イ
ル
を
手
掛
け
た
モ
リ
ス
に
と
っ
て
馴
染
み
あ
る
構
図
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
榴
の
枝
が
左
下
か
ら
右
上
へ
対
角
線
状
に
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図 4　壁紙《雛菊》1864 年

図 6　壁紙《格子垣》1864 年

図 5　壁紙《果物あるいは石榴》1866 年

図 7　壁紙《ジャスミン》1872 年
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伸
び
る
、
様
式
化
さ
れ
た
図
柄
の
な
か
に
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
心
地
よ
い
動
感
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。�

　
《
格
子
垣
》（T

rellis,

一
八
六
四
、
図
6
）
─
木
版
刷
り
、
水
性
絵
具
に
よ
る
捺
染
。
デ
ザ
イ
ン
は
こ
れ
も
「
赤
い
家
」
の
中
世
風

中
庭
に
設
け
ら
れ
た
、
モ
リ
ス
お
気
に
入
り
の
薔
薇
が
絡
む
現
実
の
格
子
垣
に
倣
っ
た
。
あ
る
い
は
学
生
の
頃
北
フ
ラ
ン
ス
の
旅
で
出

会
っ
た
、
僧
院
の
格
子
垣
に
託
し
た
夢
を
実
現
し
た
モ
チ
ー
フ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
小
鳥
の
三
態
を
描
い
た
の
は
建
築
家

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
、
商
会
初
期
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
小
鳥
や
小
動
物
を
担
当
し
た
ベ
テ
ラ
ン
だ
っ
た
。
マ
ッ
ケ
イ
ル
も
、

「
長
い
芝
生
の
散
策
道
、
盛
夏
の
百
合
、
秋
の
向
日
葵
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
四
角
い
庭
を
囲
む
薔
薇
の
か
ら
ん
だ
格

子
垣
の
あ
る
『
赤
い
家
』
の
中
庭
」（

7
（

と
記
述
し
て
い
る
。
花
の
格
子
垣
の
モ
チ
ー
フ
は
モ
リ
ス
の
作
品
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
ケ
ル
ム
ス

コ
ッ
ト
領
主
館
の
モ
リ
ス
の
寝
室
は
ブ
ル
ー
地
の
《
格
子
垣
》
で
飾
ら
れ
た
。
セ
ル
ス
リ
ー
の
オ
ー
ル
・
セ
イ
ン
ツ
教
会
の
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
や
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
『
善
女
列
伝
』
を
題
材
に
し
た
刺
繍
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
後
の
一
層

洗
練
さ
れ
た
、
モ
リ
ス
最
初
の
織
物
《
ジ
ャ
ス
ミ
ン
格
子
垣
》（
一
八
六
六
│
七
〇
）
に
も
反
復
さ
れ
る
。
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
植
物
の

細
い
茎
の
曲
線
と
垣
根
の
方
眼
の
直
線
の
構
図
が
モ
リ
ス
の
大
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
。

　

モ
リ
ス
の
次
女
メ
イ
は
父
親
譲
り
の
感
性
で
上
記
三
点
を
こ
ん
な
風
に
書
き
留
め
た（

8
（

。

　
《
果
物
》
の
場
合
、
手
探
り
と
か
実
験
と
い
っ
た
感
じ
は
微
塵
も
な
い
。
果
物
と
枝
の
質
感
は
あ
た
か
も
熟
練
の
技
が
仕
上
げ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
レ
モ
ン
と
石
榴
と
桃
の
実
が
緑
灰
色
の
葉
と
花
に
ま
じ
っ
て
輝
き
、
連
続
す
る
熟
し
た
果
物
が
生
き
生
き

と
ま
る
で
花
の
よ
う
に
描
か
れ
た
。《
雛
菊
》
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
花
々
は
整
然
と
配
置
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
実
物
に

そ
っ
く
り
で
あ
る
。《
格
子
垣
》
も
同
様
で
、
ケ
ン
ト
の
自
邸
の
薔
薇
の
絡
む
格
子
垣
の
あ
る
庭
の
甘
美
な
秩
序
に
思
い
を
寄
せ

な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
以
後
の
す
ば
ら
し
い
数
々
の
壁
紙
は
そ
れ
ぞ
れ
が
質
感
を
異
に
し
な
が
ら
、
興
味
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深
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ど
れ
一
つ
を
取
っ
て
も
、
こ
れ
ら
最
初
期
の
三
点
の
デ
ザ
イ
ン
以
上
に
、
様
式
化
さ
れ

た
形
状
に
生
気
を
付
与
す
る
独
創
性
に
お
い
て
右
に
出
る
作
品
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
小
野
二
郎
は
最
初
期
三
点
の
壁
紙
に
つ
い
て
、
じ
つ
に
行
き
届
い
た
評
言
を
与
え
た
。（

9
（

　

い
わ
ば
臆
面
も
な
い
「
自
然
主
義
」
は
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
「
進
ん
だ
」
追
随
者
た
ち
か
ら
見
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も

な
い
オ
ー
ル
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
格
子
」
の
と
げ
の
あ
る
野
薔
薇
の
茎
と
鳥
、「
雛
菊
」
の
明
ら
か
に
こ

の
花
と
わ
か
る
花
柄
、「
果
物
」
の
恥
ず
か
し
気
も
な
く
三
次
元
的
な
ザ
ク
ロ
や
レ
モ
ン
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
幾
何
学
的
パ
タ
ン

を
も
た
ず
、
雛
菊
や
オ
ダ
マ
キ
の
群
れ
、
リ
ン
ゴ
や
ザ
ク
ロ
の
小
枝
が
壁
の
表
面
い
っ
ぱ
い
に
拡
が
る
と
い
う
体
の
も
の
で
あ
っ

た
。
…
…
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
…
…
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、
生
き
た
自
然
よ
り
は
死
ん
だ
自
然
を
示
し

て
お
り
、
花
や
葉
は
冷
た
く
こ
わ
ば
り
、
重
苦
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
モ
リ
ス
の
作
品
は
い
か
に
も
暖
か
い
。
自

然
の
形
に
対
す
る
暖
か
い
感
情
が
あ
る
。
新
鮮
な
自
然
の
生
命
の
息
づ
か
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ

ン
の
最
良
の
も
の
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

一
八
七
二
年
、
モ
リ
ス
は
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
を
再
開
す
る
。
そ
れ
は
以
後
二
〇
年
あ
ま
り
も
続
く
、
息
の
長
い
仕
事
と
な
っ
た
。
し

か
も
、
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
も
う
一
つ
の
主
要
分
野
で
あ
る
チ
ン
ツ
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
七
〇
年
代
後

半
か
ら
八
〇
年
代
前
半
は
、
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
モ
リ
ス
の
最
も
多
忙
に
し
て
多
産
な
時
期
で
あ
り
、「
超
人
」
が
可
能
に
し
た

充
実
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
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ふ
た
た
び
メ
イ
・
モ
リ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、（

10
（

　

最
初
期
の
き
わ
め
て
魅
力
的
な
素
朴
さ
と
き
っ
ぱ
り
決
別
し
て
、
今
度
は
七
〇
年
代
以
降
の
豊
饒
な
平
面
模
様
の
作
品
が
始
ま

る
、
時
に
重
層
的
に
、
時
に
稠
密
な
地
模
様
を
も
つ
単
一
面
の
作
品
は
も
は
や
「
若
々
し
く
」
は
な
い
が
、
林
や
庭
を
題
材
に
熟

成
し
た
独
創
力
に
よ
っ
て
処
理
し
た
手
工
芸
の
達
人
の
仕
事
で
あ
る
。

　

引
き
続
い
て
、「
達
人
の
仕
事
」
を
製
作
年
代
順
に
眺
め
て
み
よ
う
。

　
《
ジ
ャ
ス
ミ
ン
》（Jasm

ine,
一
八
七
二
、
図
7
）
─
木
版
刷
り
水
性
塗
料
に
よ
る
捺
染
。
平
面
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
モ
リ
ス
の
非

凡
な
才
能
を
例
証
す
る
代
表
的
作
品
。
全
体
に
濃
淡
は
あ
る
も
の
の
、
渋
い
緑
灰
色
で
地
味
な
印
象
で
あ
る
。
地
模
様
は
ほ
と
ん
ど
全

面
が
サ
ン
ザ
シ
の
花
と
葉
に
覆
わ
れ
、
前
景
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
白
い
繊
細
な
花
が
撒
き
散
ら
さ
れ
た
間
隙
に
葉
と
細
茎
が
広
が
る
。
そ

れ
は
地
模
様
の
サ
ン
ザ
シ
が
ほ
ど
よ
く
控
え
目
で
、
前
景
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
を
邪
魔
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
そ
れ
と
な
く
引
き
立
て
て
い

る
。
二
つ
の
層
が
絶
妙
な
調
和
を
見
せ
、
モ
リ
ス
の
卓
抜
な
技
量
が
至
難
な
バ
ラ
ン
ス
を
成
功
に
導
い
た
。
こ
れ
を
、
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は

「
モ
リ
ス
ほ
ど
に
後
に
も
先
に
も
自
然
と
様
式
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
成
功
さ
せ
た
者
は
い
な
か
っ
た
」（

11
（

と
評
し
た
。
刺
の
あ
る
サ
ン
ザ
シ

は
盗
人
や
家
畜
の
侵
入
を
防
い
で
く
れ
る
か
ら
、
今
も
昔
も
農
家
の
生
垣
に
馴
染
み
深
い
。
そ
の
白
い
小
さ
な
花
が
香
る
と
季
節
は
春

か
ら
夏
に
移
る
。「
赤
い
家
」
の
庭
に
も
ケ
ル
ム
ス
コ
ッ
ト
領
主
館
の
垣
根
に
も
サ
ン
ザ
シ
が
あ
っ
た
。

　

同
じ
頃
、
モ
リ
ス
は
初
め
て
チ
ン
ツ
の
た
め
に
ジ
ャ
ス
ミ
ン
と
格
子
垣
を
組
み
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
を
創
案
し
た
。
綾
織
り
木
綿
に

刷
ら
れ
た
《
ジ
ャ
ス
ミ
ン
・
ト
レ
リ
ス
》（
一
八
六
八
─
七
〇
）
で
あ
る
。
壁
紙
ほ
ど
密
な
構
成
で
は
な
い
が
、
黄
褐
色
の
垣
根
と
そ

れ
に
蔓
を
絡
ま
せ
て
広
が
る
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
緑
の
葉
と
淡
黄
色
の
花
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
は
芳
香
が
匂
い
立
つ
ば
か
り
の
生
命
感
が
漂
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う
。
メ
イ
・
モ
リ
ス
は
こ
れ
を
モ
リ
ス
に
よ
る
最
初
の
チ
ン
ツ
・
デ
ザ
イ
ン
と
確
定
し
て
い
る
。

　
《
飛
燕
草
》（Larkspur,

単
色
一
八
七
二
、
多
色
一
八
七
五
）
─
木
版
刷
り
水
性
絵
具
に
よ
る
。
六
、七
月
頃
麦
畑
な
ど
に
房
状
に

咲
く
白
・
淡
紅
・
青
紫
色
の
美
花
は
鳥
の
飛
翔
を
連
想
さ
せ
る
。
一
八
七
二
年
の
く
す
ん
だ
灰
色
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
版
は
淡
紫
と
淡
紅

が
加
わ
っ
た
多
色
刷
り
第
二
版
に
発
展
し
た
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
チ
ン
ツ
に
も
転
用
さ
れ
る
。
緩
や
か
な
曲
線
を
描
い
て
上
方
に
伸
び

る
茎
か
ら
大
き
な
葉
を
つ
け
た
枝
が
交
差
を
繰
り
返
し
つ
つ
左
右
に
分
か
れ
る
。
葉
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
に
、
茎
の
左
に
淡
紫
の
花

が
、
右
に
淡
紅
の
花
が
点
描
に
よ
る
地
模
様
の
上
に
配
さ
れ
た
。
落
ち
着
き
あ
る
優
雅
さ
。

　
《
ア
カ
ン
サ
ス
》（A

canthus,

一
八
七
五
）
─
木
版
刷
り
水
性
絵
具
に
よ
る
。
ア
カ
ン
サ
ス
の
葉
脈
を
微
妙
な
色
調
に
描
き
分
け
る

た
め
使
用
さ
れ
た
版
木
は
一
六
と
も
三
〇
と
も
い
わ
れ
る
野
心
作
。
大
波
の
よ
う
に
う
ね
る
大
型
の
緑
の
群
葉
が
圧
巻
。
メ
イ
・
モ
リ

ス
は
「
こ
れ
も
連
続
す
る
作
図
。
と
は
い
え
、
モ
リ
ス
の
花
木
を
解
釈
す
る
独
創
性
に
は
際
限
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
受

け
る
印
象
は
大
き
な
深
裂
葉
群
の
錯
綜
を
間
近
に
み
る
思
い
で
あ
る
。
…
…
高
貴
な
植
物
の
柔
ら
か
な
質
感
、
巨
匠
に
通
じ
る
素
朴
な

処
理
に
よ
る
立
体
感
と
重
層
感
が
こ
こ
に
は
あ
る
」（

12
（

と
適
確
な
解
説
を
試
み
た
。

　
《
ル
リ
ハ
コ
ベ
》（Pim

pernel,

一
八
七
六
）
─
木
版
刷
り
水
性
絵
具
に
よ
る
。
デ
ザ
イ
ン
は
織
物
か
ら
の
転
用
で
、
画
面
真
ん
中

に
鏡
を
立
て
て
作
図
し
た
よ
う
な
厳
密
な
繰
り
返
し
文
様
、
別
に
左
右
対
称
の
反タ

ー
ン
・
オ
ー
ヴ
ァ

転
構
造
と
も
呼
ば
れ
る
作
風
の
最
初
の
例
。
全
体
の

効
果
は
複
雑
な
作
図
の
う
ち
に
量
感
あ
ふ
れ
る
傑
作
の
一
点
。
ル
リ
ハ
コ
ベ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
路
傍
や
耕
地
に
自

生
し
て
、
二
五
セ
ン
チ
く
ら
い
の
茎
の
先
端
に
小
さ
な
赤
茶
色
の
可
憐
な
花
を
五
月
か
ら
八
月
に
咲
か
せ
る
。
開
花
は
、
時
計
の
よ
う

に
正
確
に
、
天
気
が
良
け
れ
ば
八
時
頃
に
開
き
、
午
後
三
時
に
は
も
う
閉
じ
る
。「
羊
飼
い
の
日
時
計
」
と
か
「
貧
者
の
晴
雨
計
」
の

別
名
が
あ
る
。
メ
イ
・
モ
リ
ス
は
「
ハ
マ
ス
ミ
ス
の
ハ
イ
・
ア
ダ
ム
様
式
の
食
堂
に
使
用
し
た
馴
染
み
深
い
緑
の
色
調
の
壁
紙
。
父
が

ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
絵
と
東
洋
の
宝
物
を
“
最
大
限
に
引
き
立
て
る
”
こ
と
を
念
頭
に
作
っ
た
壁
紙
だ
っ
た
」（

13
（

と
言
う
。
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こ
の
反
転
構
造
は
壁
紙
や
チ
ン
ツ
に
た
び
た
び
取
り
入
れ
ら
れ
、
モ
リ
ス
の
代
表
作
と
さ
れ
る
作
品
が
多
数
あ
る
。《
ひ
ま
わ
り
》

（Sunflow
er,

一
八
七
九
─
壁
紙
）、《
ど
ん
ぐ
り
》（A

corn,

一
八
七
九
─
壁
紙
）、�《
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
》（A

frican�

M
arigold,

一
八
七
六
─
チ
ン
ツ
）、�《
苺
盗
み
》（Straw

berry�T
hief,

一
八
八
三
─
チ
ン
ツ
）
な
ど
。
小
野
は
、
反
転
構
造
に
つ
い

て
、「
茎
は
表
面
を
自
然
に
流
れ
る
代
わ
り
に
、
左
右
対
称
的
な
Ｓ
字
形
反
曲
線
や
長
方
形
に
ぴ
っ
た
り
は
ま
る
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
細
部
の
描
き
方
は
き
わ
め
て
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ど
の
草
だ
か
、
ど
の
花
だ
か
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
と
フ

ラ
ッ
ド
の
評
言
を
借
用
し
た（

14
（

。

　
《
り
ん
ご
》（A

pple,
一
八
七
七
）
─
版
木
が
わ
ず
か
三
つ
の
簡
素
な
デ
ザ
イ
ン
。
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
必
須
要
件
と
し
て
「
秩

序
」（
＝
「
自
然
の
秩
序
」）
を
唱
え
た
モ
リ
ス
の
意
図
が
端
的
に
示
さ
れ
た
作
例
。
メ
イ
・
モ
リ
ス
は
「
ほ
と
ん
ど
一
色
の
壁
紙
だ

が
、
わ
た
し
の
気
に
入
り
の
一
点
。
斜
線
軸
を
も
つ
連
続
構
成
の
図
案
。
ケ
ル
ム
ス
コ
ッ
ト
で
使
用
し
た
の
は
ブ
ル
ー
の
模
様
。
斑
点

の
つ
い
た
淡
黄
褐
色
の
果
物
が
す
ば
ら
し
い
」（

15
（

と
書
い
た
。
清
浄
感
を
口
に
す
る
愛
好
者
も
多
い
。

　
《
ス
イ
カ
ズ
ラ
》（H

oneysuckle,
一
八
八
三
）
─
壁
紙
と
し
て
は
遅
い
部
類
だ
が
、
同
じ
ス
イ
カ
ズ
ラ
と
題
さ
れ
た
チ
ン
ツ

（
一
八
七
六
）
も
あ
る
。
作
品
は
緩
や
か
な
曲
線
を
描
き
な
が
ら
上
方
に
伸
び
る
茎
を
い
わ
ば
軸
線
と
し
た
、
基
本
的
に
は
《
ジ
ャ
ス

ミ
ン
》
に
通
じ
る
自
然
主
義
的
作
図
で
、
こ
の
常
緑
蔓
性
植
物
に
特
有
な
管
状
花
の
群
れ
を
葉
群
の
な
か
に
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
全

体
と
し
て
、
色
彩
の
バ
ラ
ン
ス
が
上
等
で
、
静
か
な
空
気
の
流
れ
る
壁
紙
で
あ
る
。
フ
ィ
オ
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
は
モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
か

ら
除
外
、
メ
イ
・
モ
リ
ス
の
作
と
し
た
。
多
分
、
ク
ラ
ー
ク
に
先
行
し
た
レ
イ
・
ウ
ォ
ト
キ
ン
ソ
ン
の
『
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
』（
一
九
六
七
）
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
は
こ
の
壁
紙
を
解
説
し
て
、「
メ
イ
・
モ
リ
ス
が
商
会
の
刺
繍
部

門
の
責
任
者
で
あ
っ
た
時
期
の
作
品
で
、
メ
イ
の
壁
紙
三
点
の
中
で
は
出
色
の
出
来
栄
え
で
あ
る
」
と
記
述
し
た
。
ま
た
フ
ィ
オ
ナ
・

マ
ッ
カ
ー
シ
も
『
モ
リ
ス
伝
』（
一
九
九
五
）
で
こ
の
壁
紙
を
モ
リ
ス
作
と
断
定
す
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
も
、「
モ
リ
ス
に
と
っ
て
ケ
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ル
ム
ス
コ
ッ
ト
周
辺
の
植
物
、
果
樹
園
、
生
垣
は
絶
え
る
こ
と
な
い
デ
ザ
イ

ン
の
源
泉
と
な
っ
た
」
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
し
た
。
一
方
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
作
品
所
蔵
リ
ス

ト
は
、
こ
の
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
あ
る

い
は
メ
イ
・
モ
リ
ス
の
作
」
と
記
載
し
て
、
作
者
の
特
定
を
避
け
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
メ
イ
の
編
著
、
本
論
考
で
も
す
で
に
重
ね
て
引
用
を
し
た
が
、

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
芸
術
家
・
著
述
家
・
社
会
主
義
者
』（
全
二
巻
）

の
第
一
巻
第
二
章
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
モ
リ
ス
」
を
読
む
時
、
メ
イ
・

モ
リ
ス
は
壁
紙
と
チ
ン
ツ
に
つ
い
て
、
各
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
を
淡
々
と
解
説

す
る
な
か
で
、
当
事
者
な
ら
で
は
の
折
々
の
所
感
を
披
瀝
し
た
。
な
か
で
も

《
ス
イ
カ
ズ
ラ
》
と
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》（W

andle,

図
8
）
に
は
再
三
の
言
及

が
あ
る
が
、
メ
イ
自
身
の
制
作
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
ら
し
い
示
唆
あ
る
い
は

暗
示
の
字
句
は
、
娘
と
し
て
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
皆
無
で
あ
る
。

　

メ
イ
・
モ
リ
ス
は
こ
ん
な
風
に
書
く
。「
も
し
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
が
文
字

ど
お
り
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
う
ち
で
最
も
素
晴
ら
し
い
と
す
れ
ば
、《
ス

イ
カ
ズ
ラ
》
は
、
モ
リ
ス
中
年
期
の
デ
ザ
イ
ン
の
な
か
で
、
そ
れ
こ
そ
最
高

に
モ
リ
ス
流
儀
の
特
長
あ
る
壁
紙
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど

に
形
式
主
義
的
構
造
で
あ
り
な
が
ら
、
秩
序
が
あ
り
し
か
も
自
然
そ
の
も
の

図 8　壁紙《ウォンドル》1884 年



60

武蔵大学人文学会雑誌　第 45 巻第 1・2 号

で
あ
る
よ
う
な
、
ま
さ
に
咲
き
乱
れ
る
花
の
集
合
体
と
見
え
る
こ
と
は
、
技
量
と
想
像
力
の
偽
ら
ざ
る
勝
利
な
の
で
す
」（

16
（

。
あ
る
い
は

ま
た
「
わ
た
し
と
し
て
は
、《
ス
イ
カ
ズ
ラ
》
と
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
の
二
つ
の
平
面
模
様
は
、
チ
ン
ツ
の
な
か
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
構

造
を
異
に
し
な
が
ら
際
立
っ
た
存
在
で
す
。
も
し
《
ス
イ
カ
ズ
ラ
》
が
、
草
花
が
入
り
乱
れ
る
庭
園
の
表
象
そ
の
も
の
と
し
て
最
大
に

神
秘
的
で
あ
り
詩
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
の
よ
り
大
胆
で
豊
か
な
三
層
装
飾
の
構
造
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
は
驚
異
で
あ

り
、
ま
さ
に
圧
巻
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
全
作
品
の
な
か
で
、
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
は
前
者
で
す
」（

17
（

。

　

こ
れ
ほ
ど
明
快
な
記
述
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
メ
イ
・
モ
リ
ス
の
帰
属
が
示
唆
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ

イ
・
モ
リ
ス
は
自
分
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
な
ん
ら
か
の
事
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
《
苺
盗
み
》（Straw

berry�T
hief,

一
八
八
三
、
図
9
）
─
イ
ン
デ
ィ
ゴ
抜
き
染
め
、
版
木
刷
り
チ
ン
ツ
。
朱
色
の
苺
と
鳥
と
草
花

を
多
色
刷
り
に
よ
っ
て
複
雑
な
構
成
の
困
難
に
打
ち
勝
っ
た
チ
ン
ツ
と
し
て
評
価
が
高
い
。
フ
ィ
オ
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
こ
の
デ
ザ
イ

ン
を
「
工
房
マ
ー
ト
ン
・
ア
ベ
イ
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
イ
ン
デ
ィ
ゴ
抜
染
技
法
の
完
璧
な
作
例
」（

18
（

と
評
し
た
。
モ
リ
ス
は
完
成
前
の
期
待
と
不
安
を
に
じ
ま
せ
た
手
紙
を
娘
ジ
ェ
ニ
ー
に
送
っ
た
。「
先
週
、
マ
ー
ト
ン
で
は
い
ろ
ん
な

こ
と
が
あ
っ
た
。《
苺
盗
み
》
の
初
め
て
の
印
刷
と
い
う
こ
と
で
監
督
に
熱
が
入
っ
て
ね
。
今
度
は
な
ん
と
か
う
ま
く
行
く
と
思
う
」（

19
（

。

「
盗
ん
だ
」
苺
を
く
わ
え
る
小
鳥
を
図
柄
に
し
た
文
様
は
、
イ
ン
デ
ィ
ゴ
抜
染
め
に
初
め
て
ア
リ
ザ
リ
ン
（
赤
色
）
と
ウ
ェ
ル
ド
（
黄

色
）
を
使
用
し
た
た
め
モ
リ
ス
は
不
安
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

メ
イ
・
モ
リ
ス
は
「
早
朝
、
庭
に
出
た
父
が
、
庭
師
の
『
こ
の
野
郎
、
首
を
ひ
ね
っ
て
や
る
！
』
と
い
う
怒
鳴
り
声
を
聞
き
つ
け

て
、
果
樹
園
で
ツ
グ
ミ
が
狼
藉
を
は
た
ら
く
か
ら
と
い
っ
て
、
鳥
に
手
出
し
を
し
て
は
絶
対
に
い
か
ん
よ
、
と
言
っ
て
い
る
姿
が
、
皆

さ
ん
に
も
想
像
で
き
る
と
思
い
ま
す
。“
口
に
入
る
苺
が
少
し
く
ら
い
少
な
く
な
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
”。
わ
が
家
の
食
堂
の
壁
に

は
、
六
月
と
も
な
る
と
、
か
わ
い
い
庭
の
王
様
の
た
め
に
こ
ん
な
お
触
れ
が
貼
り
出
さ
れ
る
の
で
し
た
」（

20
（

と
微
笑
ま
し
い
初
夏
の
風
景
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を
記
録
し
た
。
チ
ン
ツ
と
し
て
は
も
っ
と
も
成
功
し
た
商
品
で
、

い
ま
な
お
多
く
の
愛
好
者
が
い
る
。

　
《
ク
レ
イ
》（Cray,

一
八
八
四
）
─
版
木
刷
り
チ
ン
ツ
。
モ
リ

ス
が
手
掛
け
た
チ
ン
ツ
の
な
か
で
も
、
リ
ピ
ー
ト
が96.5

×

70.9
cm

と
大
掛
か
り
の
も
の
で
、
版
木
は
三
四
枚
を
必
要
と
し

た
。
そ
の
た
め
商
会
の
製
作
し
た
チ
ン
ツ
と
し
て
は
最
も
高
価
な

商
品
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
気
は
高
か
っ
た
。

八
〇
年
代
に
珍
し
く
な
い
対
角
線
を
軸
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
、
複

雑
な
文
様
が
華
や
か
に
大
胆
に
作
図
さ
れ
た
。
そ
の
点
《
ウ
ォ

ン
ド
ル
》
と
双
璧
を
な
す
一
品
で
あ
る
。
な
お
《
ク
レ
イ
》
は

《
チ
ャ
ー
ウ
ェ
ル
》、《
メ
ド
ウ
ェ
イ
》
と
と
も
に
一
八
八
九
年

の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
展
に
出
品
さ
れ
た
。

　
《
柳
の
枝
》（W

illow
�Boughs,

一
八
八
七
、
図
10
）
─
木

版
刷
り
水
性
絵
具
に
よ
る
。
ケ
ル
ム
ス
コ
ッ
ト
領
主
館
を
一
歩

外
へ
出
れ
ば
、
柳
の
あ
る
テ
ム
ズ
川
の
風
景
が
広
が
っ
て
い

図 9　チンツ《苺盗み》1883 年

図 10　壁紙《柳の枝》1887 年
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た
。
モ
リ
ス
が
も
っ
と
も
好
ん
だ
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
、
初
期
の
自
然
主
義
的
処
理
に
よ
っ
て
、
川
風
に
ゆ
ら
ぐ
葉
枝
の
描
写
が
瑞
々

し
い
。
メ
イ
・
モ
リ
ス
は
「
あ
る
日
、
テ
ム
ズ
に
合
流
す
る
小
川
の
ほ
と
り
を
歩
い
て
い
る
時
、
父
が
葉
の
細
部
と
形
態
が
多
種
多
様

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
わ
た
し
た
ち
に
な
じ
み
深
い
柳
を
鋭
い
観
察
に
よ
っ
て
描
出

し
た
こ
の
壁
紙
が
仕
上
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
の
多
く
の
客
間
を
飾
っ
た
の
で
す
」（

21
（

と
記
し
た
。
メ
イ
が
こ
ん
な
ふ
う
に
書

き
記
し
た
時
か
ら
、
こ
の
壁
紙
は
い
ま
な
お
多
く
の
人
々
を
引
き
つ
け
て
、
モ
リ
ス
壁
紙
の
代
表
作
の
感
が
あ
る
。
一
言
断
れ
ば
《
柳
》

（
一
八
七
四
）
と
は
別
作
品
。

　
《
ノ
リ
ッ
ジ
》（N

orw
ich,

一
八
八
九
）
─
量
感
で
は
《
ル
リ
ハ
コ
ベ
》
に
引
け
を
取
ら
な
い
が
、
大
柄
の
花
が
一
際
目
立
つ
。
そ

れ
に
な
に
か
し
ら
導
管
を
思
わ
せ
る
太
い
枝
が
蛇
状
曲
線
を
描
き
な
が
ら
対
角
線
状
に
伸
び
て
、
八
〇
年
代
の
壁
紙
の
特
徴
と
な
っ
た

斜
線
軸
を
も
つ
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
の
種
の
作
風
を
特
徴
と
す
る
作
品
は
、
他
に
も
《
野
生
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
》（W

ild�T
ulip,

一
八
八
四
─
壁
紙
）、《
ク
レ
イ
》（Cray,

一
八
八
四
頃
─
チ
ン
ツ
）、《
ウ
ェ
イ
》（W

ey,

一
八
八
三
─
チ
ン
ツ
）、《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》

（W
andle,

一
八
八
四
─
チ
ン
ツ
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
モ
リ
ス
は
好
ん
で
テ
ム
ズ
の
支
流
を
作
品
名
に
し
た
。
上
記
の

《
ウ
ェ
イ
》、《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
も
そ
の
例
だ
が
、
ほ
か
に
《
リ
ー
》（Lea,

一
八
八
三
）、《
ケ
ネ
ッ
ト
》（K

ennet,

一
八
八
三
）、《
メ

ド
ウ
ェ
イ
》（M

edw
ay,

一
八
八
五
）、《
チ
ャ
ー
ウ
ェ
ル
》（Cherw

ell,

一
八
八
七
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
と
に
ウ
ォ
ン
ド
ル
は
モ
リ
ス
の
工
房
マ
ー
ト
ン
・
ア
ベ
イ
の
脇
を
流
れ
る
支
流
で
、
染
色
の
た
め
の
良
質
な
水
を
運
ん
で
く
れ
る

「
恵
み
の
川
」
だ
っ
た
。
モ
リ
ス
は
ジ
ェ
ニ
ー
宛
の
手
紙
に
「
こ
れ
が
成
功
し
た
ら
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
あ
の

湿
り
が
ち
な
ウ
ォ
ン
ド
ル
は
大
き
く
な
く
小
さ
い
流
れ
だ
か
ら
、
こ
の
連
想
は
君
に
は
し
っ
く
り
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
で

も
今
度
の
作
品
は
と
て
も
精
巧
で
見
事
な
出
来
で
あ
ろ
う
こ
と
は
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
の
恵
み
の
小
川
に
敬
意
を

表
し
た
い
と
思
う
」（

22
（

と
優
し
い
心
根
を
娘
に
伝
え
た
。
メ
イ
・
モ
リ
ス
は
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
を
「
大
昔
の
僧
院
の
敷
地
の
な
か
に
あ
る
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古
い
木
造
工
房
の
周
辺
を
緑
の
樹
木
に
囲
ま
れ
て
流
れ
る
き
ら
き
ら
光
る
小
川
に
ぴ
っ
た
り
の
壁
紙
」（

23
（

、
と
喜
ば
し
げ
に
表
現
し
た
。

　
《
フ
ロ
ー
ラ
》（Flora,

一
八
九
一
）
─
背
景
を
淡
黄
色
の
無
地
の
一
色
地
に
緩
や
か
な
蛇
状
曲
線
を
描
き
な
が
ら
、
垂
直
方
向
に
伸

び
る
茎
を
軸
に
多
種
の
花
を
配
し
た
純
朴
な
壁
紙
。
こ
の
頃
、
モ
リ
ス
は
彩
飾
写
本
の
研
究
に
余
念
が
な
く
、
理
想
の
書
物
を
追
及
し

て
い
た
関
心
が
反
映
し
た
と
思
わ
れ
る
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
表
現
が
見
て
取
れ
る
の
は
甚
だ
興
味
深
い
。

　
《
リ
ン
ボ
ク
》（Blackthorn,

一
八
九
二
）
─
版
木
刷
り
水
性
絵
具
。
左
右
対
称
型
の
反
転
構
造
に
よ
る
、
き
わ
め
て
完
成
度
の
高

い
美
し
い
壁
紙
。
濃
緑
色
の
下
地
に
リ
ン
ボ
ク
を
中
心
に
し
て
、
ス
ミ
レ
、
雛
菊
、
バ
イ
モ
な
ど
五
種
の
花
を
洗
練
さ
れ
た
幾
何
学
的

文
様
に
仕
立
て
た
。
大
小
姿
形
を
異
に
す
る
生
き
生
き
と
し
た
花
が
整
然
と
咲
き
乱
れ
る
（
？
）
野
原
の
春
。
リ
ン
ボ
ク
は
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
北
部
を
除
い
て
イ
ギ
リ
ス
全
土
に
自
生
す
る
小
高
木
で
、
三
月
～
五
月
に
小
さ
な
白
い
花
を
咲
か
せ
、
八
月
～
一
〇
月
に
濃
紫

色
の
果
実
を
つ
け
る
。
別
に
ス
ネ
イ
ク
ス
・
ヘ
ッ
ド
（
蛇
の
頭
）
と
も
。

　

以
上
、
モ
リ
ス
の
壁
紙
を
中
心
に
若
干
の
チ
ン
ツ
（
更
紗
木
綿
）
を
ま
じ
え
な
が
ら
概
観
し
た
。
一
八
六
一
年
に
開
始
さ
れ
た
モ
リ

ス
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
は
、
壁
紙
四
九
点
、
チ
ン
ツ
三
七
点
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
制
作
時
期
に
よ
っ
て
際
立
っ
た
特
徴
を
み
せ
た

が
、
全
期
間
を
通
じ
て
モ
リ
ス
が
腐
心
し
た
の
は
、「
時
代
の
流
行
か
ら
独
立
し
な
が
ら
」、「
自
然
と
様
式
と
の
バ
ラ
ン
ス
」
を
い
か

に
達
成
す
る
か
、
つ
ま
り
、
先
達
者
た
ち
が
陥
っ
た
生
命
の
通
わ
ぬ
自
然
の
模
倣
に
堕
す
る
こ
と
な
く
「
自
然
主
義
」
を
い
か
に
達
成

す
る
か
、
と
い
う
課
題
だ
っ
た
。

　

一
見
、
淡
々
と
続
く
モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
で
は
あ
る
が
、
少
し
目
を
凝
ら
せ
ば
、
じ
つ
に
劇
的
な
展
開
と
い
う
か
変
移
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
す
ぐ
気
づ
く
。「
孤
立
し
た
」
と
い
わ
れ
る
最
初
期
の
三
点
で
す
ら
、
そ
の
写
実
の
純
朴
さ
は
暖
か
み
と
と
も
に
幾
多
の
変
奏

を
見
せ
な
が
ら
、
以
後
の
全
作
品
を
予
示
す
る
意
味
で
全
体
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
時
中
断
し
た
壁
紙
制
作
だ
が
、
一
八
七
二
年
に
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再
開
し
た
と
き
、
モ
リ
ス
は
地
模
様
を
い
か
し
た
重
層
構
造
の
な
か
に
緩
や
か
な
伸
び
伸
び
し
た
自
然
の
成
長
感
に
み
ち
み
ち
た
曲
線

を
特
徴
と
す
る
自
然
主
義
的
平
面
模
様
を
達
成
し
た
。

　

フ
ラ
ッ
ド
は
モ
リ
ス
の
「
自
然
主
義
」
を
こ
ん
な
風
に
解
説
し
た（

24
（

。

　

表
面
全
体
に
ゆ
る
や
か
な
不
定
形
の
曲
線
を
つ
く
っ
て
う
ね
り
流
れ
る
線
を
基
盤
と
し
、
注
意
深
く
隠
さ
れ
た
繰
り
返
し
模
様

の
構
造
を
も
つ
。
そ
の
必
然
の
効
果
と
し
て
、
自
発
的
成
長
の
感
覚
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
は
模
様
の
主
対
象
が
左
右
不
均
整
的

に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
で
た
ら
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
蕾
や

新
芽
が
、
繰
り
返
し
パ
タ
ン
の
形
式
論
理
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
自
然
そ
の
も
の
要
求
の
通
り
に
、
枝
か
ら
次
ぎ
次
ぎ
と
発
生
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
や
り
方
に
よ
っ
て
そ
れ
は
強
調
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
花
や
葉
の
細
部
は
、

そ
れ
が
ど
の
種
類
の
も
の
か
す
ぐ
に
わ
か
る
ほ
ど
に
、
十
分
に
そ
れ
ぞ
れ
自
然
主
義
的
に
画
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、
と
く
に
壁
紙
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
評
言
を
の
こ
し
た（

25
（

。

　

コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
デ
ザ
イ
ン
は
乾
燥
し
て
い
て
理
屈
っ
ぽ
い
。
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
は
生
命
に
充
ち
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ

が
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
第
一
に
記
憶
さ
る
べ
き
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
は
つ
ね
に
新
鮮
で

パ
リ
パ
リ
し
て
い
て
、
そ
こ
に
は
、「
だ
ら
だ
ら
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
気
配
」
が
微
塵
も
な
い
。
第
二
に
、
モ
リ
ス
が
、
自
然
と
様

式
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
彼
の
後
に
も
先
に
も
比
を
見
な
い
ほ
ど
見
事
に
達
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ュ
ー
ジ
ン
や
コ
ー

ル
・
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
織
物
そ
の
他
に
推
奨
さ
れ
た
平
面
性
と
モ
リ
ス
が
青
少
年
期
に
あ
れ
ほ
ど
見
事
に
習
得
し
た
花
や
葉
の
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豊
潤
・
潤
沢
さ
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
事
に
達
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
は
─
模
倣
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
ま
さ
に
デ
ザ
イ
ン
の
文
法
に
則
っ
て
、
モ
リ
ス
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
自
然
の
稠
密
・
濃
度
そ
の
も
の
を
具
え
て
い

る
。
最
後
に
、
モ
リ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
と
く
に
一
八
七
六
年
以
前
の
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
も
過
去
に
依
存
し
た

も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
及
び
ジ
ャ
コ
ビ
ア
ン
時
代
の
刺
繍
に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
本
質

的
に
は
モ
リ
ス
自
身
の
独
創
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
に
明
ら
か
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
の
は
一
八
七
六
年
頃
で
、
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鏡

を
立
て
て
模
様
を
反
転
さ
せ
た
、
一
見
し
て
そ
れ
と
判
る
厳
格
な
左
右
対
称
文
様
の
出
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
頭
を
き
っ
た
の
が
《
ル

リ
ハ
コ
ベ
》
だ
っ
た
。「
垂ヴ

ァ
ー
テ
ィ
カ
ル
・
タ
ー
ン
オ
ー
ヴ
ァ
ー

直
反
転
構
造
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
一
八
八
三
年
頃
に
な
る
と
も
う
ひ
と
つ
の
変
容
を
み
せ
る
。

そ
れ
は
七
六
年
頃
に
始
ま
っ
た
変
化
ほ
ど
急
激
で
は
な
く
、「
同
じ
形
式
主
義
的
な
硬
い
パ
タ
ン
の
中
で
の
あ
る
タ
イ
プ
か
ら
別
の
タ

イ
プ
へ
の
推
移
」（

26
（

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
《
苺
盗
み
》
か
ら
《
ク
レ
イ
》
へ
の
推
移
で
あ
り
、
つ
ま
り
対ダ

イ
ア
ゴ
ナ
ル

角
線
的
パ
タ
ン
の
登
場
で
あ

る
。
こ
の
構
造
を
も
つ
作
品
に
は
《
ウ
ォ
ン
ド
ル
》
を
は
じ
め
テ
ム
ズ
川
の
支
流
名
が
つ
い
た
も
の
が
多
い
が
、
緩
や
か
に
曲
が
る
対

角
線
に
北
国
の
陽
光
を
映
し
て
川
面
に
小
さ
く
光
る
小
波
を
託
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
後
一
八
九
六
年
の
死
去
の
年
ま
で
続
く
最
晩
年
の
モ
リ
ス
・
ペ
イ
パ
ー
・
デ
ザ
イ
ン
は
、
最
初
期
へ
の
回
帰
を
思
わ
せ
る
、
よ
り

自
由
で
伸
び
伸
び
し
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
。
全
作
品
の
代
表
と
し
て
も
引
け
を
取
ら
な
い
《
リ
ン
ボ
ク
》
の
よ
う
に
、
反
転
構
造
に
よ

る
色
彩
豊
か
な
流
動
性
す
ら
感
じ
ら
れ
る
精
緻
な
壁
紙
を
、
ま
る
で
終
盤
を
む
か
え
て
総
決
算
で
あ
る
か
の
よ
う
に
完
成
さ
せ
た
。
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〔
付
記
〕

　

本
稿
は
既
発
表
の
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
─
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
美
術
工
芸
家
の
軌
跡
」（
本
誌
第
四
十
巻
第
一
号
）
に
大
幅
な
換

骨
奪
胎
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
ま
す
。

【
主
要
文
献
と
注
】

主
要
文
献
に
つ
い
て
は
以
下
の
略
記
を
用
い
た
。

�

・
Ａ
Ｖ
→�A

ym
er�V

allance,�W
illiam

 M
orris: his art, his w

ritings and his public life,�G.�Bell�&
�Sons,��1893.

�

・
Ｅ
Ｐ
Ｔ
→�E.�P.�T

hom
pson,�W

illiam
 M

orris 

─R
om

antic to R
evolutionary,�Pantheon�Book,�1976.

�

・
Ｆ
Ｍ-

１
→�Fiona�M

acCarthy,�W
illiam

 M
orris,�K

nopf,�1995
�

・
Ｆ
Ｍ-

２
→�Fiona�M

acCarthy,�A
 H

istory of British D
esign 1830-1970,�George�A

llen�&
�U

nw
in�Ltd,�1979,

�

・
Ｇ
Ｂ
Ｊ
→�Georgiana�Burne-Jones,
（G.B-J

）�,�M
em

orials of E
dw

ard Burne-Jones,�2�vols,�M
acm

illan,�1909.
�

・
Ｇ
Ｄ
Ｈ
Ｃ
→�G.D

.H
.�Cole�,�W

illiam
 M

orris,�Random
�H

ouse,�1946.
�

・
Ｊ
Ｌ
→�Jack�Lindsay,�W

illiam
 M

orris,�Constable,�1975.
�

・
Ｊ
Ｍ
→�Jan�M

arsh,�Jane and M
ay M

orris,�Pandra�Press,�1986.
�

・
Ｊ
Ｗ
Ｍ
→�J.W

.�M
ackail,�T

he Life of W
illiam

 M
orris,�2�vols,�Longm

ans�Green�and�Co.,�1912.
�

・
Ｌ
Ｐ
→�Linda�Parry

（ed.

）�,�W
illiam

 M
orris,�H

arry�N
.�A

bram
s,�1996.

�

・
Ｍ
Ｍ-

１
→�M

ay�M
orris

（ed.

）�,�T
he Collected W

orks of W
illiam

 M
orris,�24�vols,�Longm

ans�Green,�1914.
�

・
Ｍ
Ｍ-

２
→�M
ay�M

orris

（ed.

）�,�W
illiam

 M
orris-A

rtist W
riter Socialist,�2�vols,�Russell�&

�Russell,�1966.
�

・
Ｍ
Ｍ-

３
→�M

ay�M
orris,�T

he Introductions to T
he Collected W

orks of W
illiam

 M
orris,�2�vols,�O

riole�Editions:�N
ew

�Y
ork,�1973.

�

・
Ｎ
Ｋ
→�N

orm
an�K

elvin

（ed.

）�,�T
he Collected Letters of W

illiam
 M

orris,�Prinston�U
niversity�Press,�vol.1,�1848-1880,

（1984

）;�vol.2,�
1881-1888,

（1987

）;�vol.3,�1889-1892,

（1996

）;�vol.4,�1893-1896,
（1996

）�.�
�

・
Ｎ
Ｐ-

１
→�N

ikolaus�Pevsner,�Pioneers of M
odern D

esign,�Y
ale�U

niversity�Press,�2005.
�

・
Ｎ
Ｐ-

２
→�N

ikolaus�Pevsner,�T
he Sources of M

odern A
rchitecture and D

esign,�T
ham

es�and�H
udson,�1968.
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�

・
Ｐ
Ｆ-

１
→�Peter�Floud,� ,,W

illiam
�M

orris�as�an�A
rtist:�A

�N
ew

�V
iew

,,,�T
he Listner,�1954-10-7.

�
・
Ｐ
Ｆ-

２
→�Peter�Floud,� ,,D

ating�M
orris�Patterns ,,,�A

rchitectual R
eview

,�1959,�July.
�

・
Ｐ
Ｈ
→�Philip�H

enderson,�W
illiam

 M
orris

─H
is Life, W

ork, and Friends,�M
acGraw

-H
ill,�1967.

◆
モ
リ
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
商
会

（
1
）�
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
ア
リ
ン
ガ
ム
宛
一
八
六
一
年
一
月
二
〇
日
付
書
簡
。

（
2
）�N

K
,�

書
簡
九
一
一
．（
一
八
三
三
年
九
月
一
五
日
付
モ
リ
ス
の
Ａ
・
シ
ョ
イ
宛
書
簡
）。
Ａ
・
シ
ョ
イ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
社
会
主
義
者
。

（
3
）�N

K
,�

書
簡
二
四
．（
一
八
六
一
年
四
月
一
九
日
付
モ
リ
ス
の
ガ
イ
宛
書
簡
）。

（
4
）�Gillian�N

aylor,�W
illiam

 M
orris by him

self,（T
im

e�W
arner�Books,�2004

）,�p.43.

（
5
）�M

M
-2,�vol.�1,�p.7.�

チ
ェ
ン
バ
ー
百
科
事
典
で
は
「
壁
面
装
飾
」
の
項
目
で
モ
リ
ス
が
Ｊ
・
Ｈ
・
ミ
ド
ル
ト
ン
と
共
同
執
筆
し
た
。

（
6
）�

同
右
書
、p.357.

（
7
）�

同
右
書
、p.364.

（
8
）�

同
右
書
、p.363.

（
9
）
同
右
書
、p.360.

（
10
）
同
右
書
、p.361.

（
11
）Paul�T

hom
pson,�T

he W
ork of W

illiam
 M

orris,

（H
einem

ann,�1967

）。
巻
末
に
付
さ
れ
た
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
中
心
に
し
た
「
モ
リ
ス

作
品
の
イ
ギ
リ
ス
分
布
案
内
」
は
重
要
度
も
併
記
さ
れ
て
い
て
有
用
。

（
12
）�LP,�p.113.

（
13
）�

同
右
書
、p.107.

（
14
）�

同
右
書
、p.108.

（
15
）�M

M
-2,�vol.1.�p.16.

（
16
）�FM

,�p.181.

（
17
）�JL,�p.123.
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（
18
）�A

V
,�p.58.

（
19
）�

同
右
書
、p.60.

（
20
）�GBJ,�vol.1,�p.294.

（
21
）�M

M
-3,�vol1,�p.8.

（
22
）�PH

,�p.82.

（
23
）�JL,�p.145.

（
24
）�FM

,�p.211.

（
25
）�LP,�p.139.

（
26
）�

同
右
書
、p.140

（
27
）�「
緑
の
食
堂
」
は
長
い
間
、
モ
リ
ス
商
会
の
仕
事
と
し
て
「
展
示
」
さ
れ
て
い
た
が
、
昨
年
（2012

）
の
博
物
館
中
庭
の
整
備
完
了
と
と
も
に
、
文
字

通
り
「
食
堂
」
と
し
て
一
般
の
実
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
英
断
で
あ
る
。

◆
モ
リ
ス
・
デ
ザ
イ
ン
の
先
行
者
た
ち

（
1
）
小
野
二
郎
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
研
究
』（
小
野
二
郎
著
作
集
1
、
晶
文
社
、1986

）,�p.195.

（
2
）�FM

-2,�p.7.

（
3
）
同
右
書
、pp.10-11.

（
4
）
同
右
書
、p.12.

（
5
）
同
右
書
、p.14.

（
6
）N

P-1�,�p.37.

（
7
）
同
右
書
、p.38.

（
8
）W

.�Crane,�W
illiam

 M
orris to W

histler,

（K
issinger�Legacy�Reprin,�1911

）�,�p.51.

（
9
）N

P-1�,�p.42.

（
10
）
同
右
書
、p.42.

（
11
）Paul�T

hom
pson,�T

he W
ork of W

illiam
 M

orris,

（H
einem

ann,�1967
）�,�p.83.

（
12
）PH

,�p.65.

（
13
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.344.
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（
14
）T

he Listener,

（1954-10-7

）�,�pp.562-564.
（
15
）Paul�T

hom
pson,�

前
掲
書
、p.83.

（
16
）T

he Listener,�

前
掲
誌
、p.564.

（
17
）Paul�T

hom
pson,�

前
掲
書
、p.83.

（
18
）
同
右
書
、p.90.

（
19
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.116.

（
20
）EPT

,�p.171.

（
21
）
同
右
書
、p.108.

（
22
）
同
右
書
、pp.108-109.

（
23
）
同
右
書
、p.763.

◆
平
面
装
飾
の
思
想
─
パ
タ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
と
「
小
芸
術
」

（
1
）LP,�p.40.　

�

（
2
）M

M
-2,�vol.1,�p.36.

（
3
）GD

H
C,�pp.xix-xx.

（
4
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.66.

（
5
）M

M
-1

、vol.xxii,�p.175.　

こ
の
定
義
はO

.E.D
が
採
録
。

（
6
）
同
右
書
、p.179.

（
7
）
同
右
書
、p.200.

（
8
）
同
右
書
、p.178.

（
9
）�

同
右
書
、p.180.

（
10
）�

同
右
書
、p.181.

（
11
）�

同
右
書
、p.199.

（
12
）�EPT

,�pp.107-108.

（
13
）�M

M
-1,�vol.22,�pp.201-202.

（
14
）�

同
右
書
、p.205.
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（
15
）�

小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.196.

（
16
）�GD

H
C,�pp.494-495.�

（
17
）�

同
右
書
、p.495.

（
18
）�
同
右
書
、p.496.

（
19
）�
同
右
書
、p.496.

（
20
）�N

K
,�

書
簡
七
七
〇
（
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ー
ナ
・
バ
ー
ン
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
宛
モ
リ
ス
の
一
八
八
二
年
一
月
一
九
日
付
）。

（
21
）�GD

H
C,�p.505.

（
22
）�

同
右
書
、p.507.

（
23
）�

同
右
書
、pp.507-508.

（
24
）�

同
右
書
、p.515.

（
25
）�

同
右
書
、p.516.

（
26
）�N

K
,�

書
簡
一
七
（
コ
ー
ネ
ル
・
プ
ラ
イ
ス
宛
モ
リ
ス
の
一
八
五
六
年
七
月
付
）。

◆
モ
リ
ス
の
壁
紙

（
1
）�PF-2,�p.15.

（
2
）�

同
右
誌
、p.16.

（
3
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.196.

（
4
）
同
右
書
、p.194.

（
5
）JW

M
,�vol.1,�pp.181-182.

（
6
）LP,�p.206.

（
7
）JW

M
,�vol.1,�p.148.

（
8
）M

M
-2,�vol.,1,�p.35.

（
9
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、pp.195-196.

（
10
）M

M
-2,�vol.1,�p.39.

（
11
）N

P-2,�p.27.

（
12
）M

M
-2,�vol.1,�p.40.
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（
13
）
同
右
書
、p.41.

（
14
）
小
野
二
郎
、
前
掲
書
、p.200.

（
15
）M

M
-2,�vol.1,�p.41.

（
16
）
同
右
書
、pp.36-37.

（
17
）
同
右
書
、p.45.

（
18
）F.�Clark,�W

illiam
 M

orris-W
allpapers and Chintzes,

（A
cadem

y�Edition,�1973

）�,�p.59.

（
19
）N

K
,�

書
簡872
（
ジ
ェ
ニ
ー
宛
モ
リ
ス
の
一
八
八
三
年
五
月
一
四
日
付
）

（
20
）M

M
-2,�vol.1,�p.45.

（
21
）
同
右
書
、p.36.

（
22
）N

K
,�

書
簡
九
〇
八
（
ジ
ェ
ニ
ー
宛
モ
リ
ス
の
一
八
八
三
年
九
月
四
日
付
）

（
23
）M

M
-2,�vol.1,�p.36.

（
24
）PF-2.�p.17.�

引
用
中
「
だ
ら
だ
ら
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
気
配
」
の
出
典
はJW

M
,�vol.2,�p.24.

（
25
）N

P-2,�p.15.

（
26
）�

同
右
書
、p.16.

【
図
版
出
典
】

・
図
1
・
2
─�N

.�Pevsner,�Pioneers of M
odern D

esign,�Penguin�Bks,�1975.

・
図
3
～
10
─�E.�W

ilhide,�W
illiam

 M
orris D

ecor and D
esign,�Pavilion,�1991.
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