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王
績
「
遊
北
山
賦
」
小
考
―
―
隠
遁
空
間
の
肯
定
―
―

加
藤

文
彬

は
じ
め
に

初
唐
の
王
績
に
つ
い
て
は
、
高
木
重
俊
氏
が
「
太
平
の
世
に
疎
外
さ
れ
た
隠
士
と
し
て
生
き
る

し
か
な
い
現
状
は
、
不
本
意
で
あ
ろ
う*

1

」
と
し
、
彼
の
隠
遁
が
必
ず
し
も
充
足
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
、
寧
ろ
そ
こ
に
は
憤
懣
や
る
か
た
な
い
思
い
が
ひ
っ
そ
り
と
横
た
わ
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
阮
籍
・
嵆
康
・
陶
淵
明
等
の
隠
士
・
高
士
と
自

ら
と
を
比
擬
し
て
い
く
こ
と
を
要
請
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
太
平
の
世
の
隠
者
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
自
己
を
肯
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

古
の
隠
士
と
自
己
と
が
、
連
作
詩
と
い
う
構
造
の
中
で
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
は
拙
稿

で
既
に
述
べ
た
が*

2

、
本
稿
で
は
そ
の
自
己
の
在
る
空
間
が
ど
の
様
に
肯
定
さ
れ
ゆ
く
の
か
に
焦

点
を
当
て
る
。

一
見
す
る
と
王
績
詩
文
中
に
は
、
充
足
し
た
隠
遁
空
間
が
あ
り
あ
り
と
描
出
さ
れ
て
い
る
様
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
太
平
の
世
」
の
隠
者
と
し
て
の
隠
遁
で
あ
る
以
上
、
そ
の
空
間
も
手
放

し
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

「
太
平
の
世
」
の
隠
遁
を
肯
定
し
て
い
く
営
み
を
、
「
遊
北
山
賦
」
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
な

が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

〈
王
績
「
遊
北
山
賦*

3

」
〉

白
牛
溪
裡
、
崗
巒
四
峙
。
信
兹
山
之
奥
域
、
昔
吾
兄
之
所
止
。
許
由
避
地
、
張
超
成
市
。･

･
･

山
似
尼
丘
、
泉
疑
泗
涘
（
吾
兄
通
、
字
仲
淹
、
生
於
隋
末
。
守
道
不
仕
、
大
業
中
隱
於
此
溪
。
續

孔
子
六
經
近
百
餘
卷
、
門
人
弟
子
相
趨
成
市
。
故
溪
今
號
王
孔
子
之
溪
也
）
。
忽
焉
四
散
、
於
今

二
紀
。

（
白
牛
溪
の
裡
、
崗
巒
四
峙
す
。
信
に
兹
山
の
奥
域
に
し
て
、
昔
吾
が
兄
の
止
ま
る
所
な
り
。

許
由
地
を
避
け
、
張
超
市
を
成
す
。･

･･

山
は
尼
丘
の

似ご

と

く
、
泉
は
泗
涘
か
と
疑
う
〈
吾
が
兄
通
、

字
は
仲
淹
、
隋
末
に
生
ま
る
。
道
を
守
り
て
仕
え
ず
、
大
業
中
に
此
の
溪
に
隱
る
。
孔
子
の
六
經

を
續
ぐ
こ
と
百
餘
卷
に
近
く
、
門
人
弟
子
相
い
趨
り
て
市
を
成
す
。
故
に
溪
は
今
王
孔
子
の
溪
と

號
す
る
な
り
〉
。
忽
焉
と
し
て
四
散
し
、
今
に
於
い
て
二
紀
な
り
）

当
該
部
分
は
王
績
の
兄
、
王
通
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
（
吾
兄
通
、
…
故
溪
今
號

王
孔
子
之
溪
也
）
は
王
績
の
自
注
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
王
通
の
居
住
し
て
い
た
場
所
を
、
孔
子
生
誕
の
地
と
さ
れ
る
「
尼
丘*

4

」
と
、
孔
子

が
講
学
を
行
っ
て
い
た
「
泗
涘
」
と
に
擬
え
、
更
に
そ
こ
に
多
く
の
門
弟
が
集
っ
た
こ
と
を
述
べ
、

王
通
の
業
績
を
礼
讃
し
て
い
る
。

四
散
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
隋
の
大
業
十
三
（
六
一
七
）
年
に
王
通
が
死
し

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば*

5

、
そ
れ
か
ら
「
二
紀
（
二
十
四
年
）
」
、
す
な
わ
ち
唐
の

貞
觀
十
四
（
六
四
〇
）
年
以
後
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う*

6

。
こ
れ
は
王
績
が
太
楽

丞
を
辞
し
て
最
終
的
な
隠
遁
を
開
始
し
た
時
期
と
重
な
り*

7

、
か
つ
彼
の
没
年
が
貞
観
十
八
（
六

四
四
）
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と*

8

、
「
遊
北
山
賦
」
に
は
彼
の
隠
遁
に
対
す
る
考
え
が
存

分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
が
「
遊
北
山
賦
」
を
中
心
的
に
取
り
上
げ

る
所
以
で
あ
る
。

「
遊
北
山
賦
」
の
他
に
も
、
彼
の
詩
文
で
は
隠
遁
空
間
が
多
く
語
ら
れ
る
が
、
先
に
述
べ
た
通

り
そ
の
空
間
は
手
放
し
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
節
以
降
、
王
績
詩
文
中
に
見
え

る
隠
遁
空
間
に
つ
い
て
、
俗
世
間
と
の
距
離
感
・
仙
界
と
の
距
離
感
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み

た
い
。

一

隠
遁
空
間
の
肯
定
（
１
）
―
―
俗
世
間
と
の
距
離
感
―
―

既
に
言
及
し
た
様
に
、
王
績
の
隠
遁
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
は
肯
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
「
明
經
思
待
詔
、
學
劍
覓
封
侯
。
棄
繻
頻
北
上
、
懷
刺
幾
西
遊
。
中
年
逢
喪
亂
、
非
復
昔
追
求
。

失
路
青
門
隱
、
藏
名
白
社
遊
（
經
を
明
ら
か
に
し
て
待
詔
を
思
い
、
劍
を
學
び
て
封
侯
を

覓も

と

む
。

繻
を
棄
て
て
頻
り
に
北
上
し
、
刺
を
懷
き
て

幾
い
く
ば
く

か
西
遊
す
。
中
年
に
し
て
喪
亂
に
逢
い
、
復
た

昔
追
い
求
む
る
に
非
ず
。
路
を
失
い
て
青
門
に
隱
れ
、
名
を

藏か

く

し
て
白
社
に
遊
ぶ
）
」
（
「
晩

1



年
敍
志
示
翟
處
士
正
師
」
）
」
と
い
う
世
俗
で
の
栄
達
が
達
成
さ
れ
ず
に
仕
方
な
く
隠
遁
し
た
こ

と
に
起
因
す
る
。

よ
っ
て
彼
の
詩
に
は
、
隠
遁
に
対
し
て
稍
否
定
的
に
も
見
え
る
以
下
の
様
な
記
述
も
あ
る
。

〈
王
績
「
贈
山
居
黄
道
士
」
〉

潔
身
何
必
是

身
を
潔
く
す
る
は
何
ぞ
必
し
も
是
な
ら
ん

避
俗
豈
能
全

俗
を
避
く
る
は
豈
に
能
く
全
う
せ
ん
や

動
息
都
無
隔

動
息

都す

べ

て
隔
つ
こ
と
無
き
も

浮
沈
最
可
憐

浮
沈
は
最
も
憐
れ
む
べ
し

05

嵆
山
高
士
傳

嵆
山
の
高
士
傳

荘
叟
譲
王
篇

荘
叟
の
譲
王
篇

逃
名
遂
得
志

名
を
逃
れ
て
遂
に
志
を
得
て

□
□

如
爲
傳*

9

（□
□

傳
と
爲
る
が
如
し
）

「
潔
身
」
と
「
避
俗
」
と
が
、
完
全
に
肯
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
初
聯
で
述
べ
ら
れ
、

ま
た
第
三
句
で
は
出
仕
と
隠
遁
と
（
動
息*

1
0

）
は
区
別
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
様
に
、
隠
遁

は
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
語
り
手
は
、
世
俗
に
付
き
従
う
こ
と
（
浮
沈*

1
1

）

に
つ
い
て
は
否
定
的
な
視
点
を
提
示
し
、
結
果
世
俗
の
名
利
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
（
逃
名
）
で
、

「
志
」
が
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

王
績
は
官
界
へ
の
未
練
を
断
ち
切
れ
ず
に
居
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
詩
に
於
い
て
は
世

俗
と
距
離
を
と
っ
た
空
間
こ
そ
が
「
志
」
を
得
る
為
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
挙
げ
る
「
春
晩
園
林
」
も
、
自
ら
望
ん
だ
隠
遁
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。

〈
王
績
「
春
晩
園
林
」
〉

不
道
嫌
朝
隱

道お

も

わ
ず
し
て

朝
隱
を

嫌に

く

み

無
情
受
陸
沉

情
無
く
し
て

陸
沉
を
受
く

忽
逢
今
旦
樂

忽
ち
今
旦
の
樂
に
逢
い

還
逐
少
時
心

還
た
少
時
の
心
を
逐
う

05

捲
書
蔵
篋
笥

書
を
捲
り
て
篋
笥
を
蔵
め

移
榻
就
園
林

榻
を
移
し
て
園
林
に
就
く

老
妻
能
勧
酒

老
妻

能
く
酒
を
勧
め

少
子
解
弾
琴

少
子

解よ

く
琴
を
弾
く

落
花
隨
處
下

落
花

隨
處
に
下
り

10

春
鳥
自
須
吟

春
鳥

自
ら
吟
を

須ゆ

る

く
す

兀
然
成
一
醉

兀
然
と
し
て
一
醉
を
成
す

誰
知
懐
抱
深

誰
か
知
ら
ん
懐
抱
の
深
き
を

初
聯
の
「
朝
隱
」
は
、
官
に
居
り
な
が
ら
隠
士
の
操
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
「
陸
沉
」
は
官
僚

社
会
と
は
距
離
を
と
っ
た
隠
者
と
し
て
の
生
活
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
中
年
逢
喪
亂
、
非
復

昔
追
求
。
失
路
青
門
隱
、
藏
名
白
社
遊
」
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
彼
は
「
陸
沉
」
を
「
情
無
く

し
て
（
そ
の
つ
も
り
は
な
い
の
に
）
」
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た*

1
2

。
た
だ
そ
の
隠
遁
は
、

酒
・
琴
が
あ
る
と
い
う
充
足
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
更
に
「
樂
」
た
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
描

出
さ
れ
て
い
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
の
「
樂
」
が
官
僚
社
会
と
隔
絶
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
確
認

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
俗
世
間
と
の
比
較
の
上
で
―
―
い
わ
ば
相
対
的
に

、
、
、
、
―

―
こ
の
隠
遁
空
間
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

隠
遁
空
間
が
世
俗
と
離
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
よ
い
、
と
肯
定
し
て
い
く
と
い
う
営
み
は
陶
淵
明

詩
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
陶
淵
明
「
歸
園
田
居
」
其
一
〉

少
無
適
俗
韻

少
く
し
て
俗
に
適
う
韻
無
く

性
本
愛
邱
山

性

本
よ
り
邱
山
を
愛
す

誤
落
塵
網
中

誤
り
て
塵
網
の
中
に
落
ち

一
去
三
十
年

一
た
び
去
り
て
三
十
年

05

覊
鳥
戀
舊
林

覊
鳥

舊
林
を
戀
い

池
魚
思
故
淵

池
魚

故
淵
を
思
う

開
荒
南
野
際

荒
を
開
く

南
野
の
際

守
拙
歸
園
田

拙
を
守
り
て
園
田
に
歸
る

2



〈
陶
淵
明
「
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
口
」
〉 

01

閒
居
三
十
載 

 

閒
居 

三
十
載 

 

遂
與
塵
事
冥 

 

遂
に
塵
事
と

冥く

ら

し 

 
詩
書
敦
宿
好 

 

詩
書 

宿
好
敦
く 

 

林
園
無
世
情 

 

林
園 

世
情
無
し 

… 

17

投
冠
旋
舊
墟 

 

冠
を
投
じ
て
舊
墟
に

旋か

え

り 

 

不
爲
好
爵
縈 

 
好
爵
の
爲
に

縈つ

な

が
れ
ざ
ら
ん 

 

養
眞
衡
茅
下 

 

眞
を
養
う 

衡
茅
の
下 

 

庶
以
善
自
名 

 

庶
は
く
は
善
を
以
て
自
ら
名
づ
け
ん 

  

「
歸
園
田
居
」
で
は
、
自
身
の
役
人
生
活
の
こ
と
を
「
誤
落
塵
網
中
」
と
し
て
否
定
的
に
描
き
、

「
覊
鳥
」
「
池
魚
」
が
か
つ
て
棲
ん
で
い
た
場
所
に
帰
ら
ん
と
す
る
様
に
、
「
拙
」
を
守
っ
て
園

田
へ
帰
る
語
り
手
の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
の
園
田
が
「
塵
網
」
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
も
の
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
「
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗

口
」
に
於
い
て
も
、
「
閒
居
」
が
俗
世
間
と
離
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
良
い
と
い
う
こ
と
が
、
「
塵

事
冥
」
「
無
世
情
」
「
投
冠
」
「
不
爲
好
爵
縈
」
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

王
績
詩
が
淵
明
詩
と
異
な
る
の
は
、
俗
世
間
と
隔
絶
し
た
隠
遁
空
間
の
中
で
自
ら
と
古
の
隠
者

と
を
比
擬
し
て
い
く
点
で
あ
る
。 

 

〈
王
績
「
解
六
合
丞
還
」
〉 

 

我
家
滄
海
白
雲
邊 

 

我
は
家
す 

滄
海
白
雲
の
邊 

 

還
將
別
業
對
林
泉 
 

還
た
別
業
を

將も

っ

て
林
泉
に
對
せ
ん
と
す 

 

不
用
功
名
喧
一
世 

 

用
い
ず 

功
名
の
一
世
を
喧
し
く
す
る
を 

 

直
取
煙
霞
送
百
年 

 

直
だ
取
る 

煙
霞
に
百
年
を
送
る
を 

05

彭
澤
有
田
惟
種
黍 

 

彭
澤 

田
有
り
て
惟
だ
黍
を
種
え 

 

歩
兵
從
宦
豈
論
錢 

 

歩
兵 

宦
に
從
い
て
豈
に
錢
を
論
ぜ
ん
や 

 

但
使
百
年
相
續
醉 

 

但
だ
百
年
を
し
て
相
い
續
き
醉
わ
し
め
ば 

 

何
辭
夜
夜
甕
間
眠 

 

何
ぞ
夜
夜
甕
間
に
眠
る
を
辭
せ
ん
や 

 

 

自
ら
の
家
を
俗
世
か
ら
離
れ
た
「
滄
海
白
雲
」
に
あ
る
と
し
、
そ
の
生
活
が
俗
世
間
と
の
交
わ

り
を
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
初
聯
に
於
い
て
語
ら
れ
る
。
更
に
世
俗
で
の
「
功
名
」
は
求
め

ず
、
山
澤
の
景
色
を
愛
で
る
生
活
を
望
む
と
し
て
、
こ
の
空
間
が
世
俗
と
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
詩
の
前
半
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
こ
こ
で
、
「
彭
澤
（
陶
淵
明
）
」
と
「
歩
兵
（
阮
籍
）
」
と
が
出
現
す
る
。
陶
淵
明
が

醸
酒
の
為
に
「
秫
」
を
植
え
た
様
に*

1
3

、
ま
た
阮
籍
が
酒
を
求
め
て
歩
兵
校
尉
と
な
っ
た
様
に*

1
4

、

自
ら
の
生
と
彼
等
の
そ
れ
と
を
擬
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
比
擬
は
俗
世
間
と
隔
絶
さ
れ

た
隠
遁
空
間
と
い
う
規
定
の
上
で
為
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

さ
て
「
解
六
合
丞
還
」
と
同
様
に
、
俗
世
間
と
離
れ
た
隠
遁
空
間
を
設
定
し
た
上
で
比
擬
が
行

わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
山
家
夏
日
」
の
連
作
詩
が
あ
る
。 

 

〈
王
績
「
山
家
夏
日
」
其
一
〉 

 

寂
寞
坐
山
家 

 

寂
寞
と
し
て
山
家
に
坐
し 

 

簫
條
翫
物
華 

 

簫
條
と
し
て
物
華
を

翫め

づ 

 

樹
倚
全
擁
石 

 

樹
は
倚
り
て
全
て
石
を
擁
き 

 

蒲
長
半
侵
砂 

 

蒲
は
長
じ
て
半
ば
砂
を
侵
す 

05

池
光
連
壁
動 

 

池
光 

壁
に
連
り
て
動
き 

 

日
影
對
窗
斜 

 

日
影 

窗
に
對
し
て
斜
め
な
り 

 

石
榴
兼
布
葉 

 

石
榴 

兼
ね
て
葉
を
布
き 

 

金
䔲
唯
作
花 

 

金
䔲 

唯
だ
花
を
作
す 

 

落
藤
斜
引
蔓 

 

落
藤 

斜
め
に
蔓
を
引
き 

10

伏
笋
暗
抽
牙 

 

伏
笋 

暗お

お

い
て
牙
を
抽
く 

 

高
臥
長
無
客 

 

高
臥
し
て
長
し
え
に
客
無
く 

 

方
知
人
事
賖 

 

方
に
人
事
の
賖
か
な
る
を
知
る 

  
当
該
詩
で
は
先
ず
、
「
山
家
」
の
豊
か
な
情
景
が
描
か
れ
る
。
終
句
に
「
方
知
人
事
賖
」
と
あ

る
様
に
、
山
家
で
の
生
活
が
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 

つ
づ
く
其
二
の
語
り
だ
し
で
、
「
隱
士
長
松
壑
・
先
生
孤
竹
丘
（
隱
士
長
松
の
壑
、
先
生
孤
竹

の
丘
）
」
と
、
隠
士
た
る
自
己
が
獲
得
さ
れ
、
其
四
の
終
聯
で
「
自
得
爲
巢
許
、
無
勞
買
卻
山
（
自

ら
巢
・
許
と
爲
る
を
得
て
、
買
い
て
山
に
卻
く
を
勞
す
る
こ
と
無
し
）
」
と
、
自
ら
と
巢
父
・
許

3



由
と
を
比
擬
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
自
己
と
古
の
隠
士
と
を
比
擬
し
て
い
く
そ

の
前
段
階
と
し
て
、
其
一
の
「
人
事
賖
」
と
規
定
さ
れ
た
空
間
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
た
様
に
王
績
の
隠
遁
空
間
は
、
世
俗
と
の
比
較
の
上
で
そ
の
価
値
が
保
証
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
謂
わ
ば
消
極
的
な
肯
定
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
績
詩
文
中
に
多
く
見
え
る

比
擬
も
、
こ
の
前
提
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
殊
更
に
世
俗
と
の
距
離
感
を
述
べ
て

い
な
い
も
の
も
、
そ
の
距
離
は
詩
に
内
在
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る*

1
5

。

二

隠
遁
空
間
の
肯
定
（
２
）
―
―
仙
界
と
の
距
離
感
―
―

さ
て
前
節
で
言
及
し
た
様
に
、
王
績
詩
に
於
い
て
は
俗
世
間
と
の
距
離
感
が
隠
遁
空
間
の
価
値

を
保
証
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
仙
界
と
の
比
較
の
上
で
そ
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
詩
群
も

あ
り
、
本
節
で
は
そ
の
観
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

同
時
期
の
詩
に
於
い
て
仙
界
は
ど
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
盧
照
鄰
の
例
を
挙
げ
る
。

〈
盧
照
鄰
「
羈
臥
山
中
」
〉

01

臥
壑
迷
時
代

壑
に
臥
す
る
は
時
代
に
迷
え
ば
な
り

行
歌
任
死
生

行
歌

死
生
に
任
す

紅
顏
意
氣
盡

紅
顏

意
氣
盡
き

白
璧
故
交
輕

白
璧

故
交
は
輕
し

…

15

紫
書
常
日
閱

紫
書

常
に
日
び
閱
し

丹
藥
幾
年
成

丹
藥

幾
年
に
し
て
成
る

扣
鐘
鳴
天
鼓

鐘
を
扣
き
て
天
鼓
を
鳴
ら
し

燒
香
厭
地
精

香
を
燒
き
て
地
精
を

厭し

ず

む

倘
遇
浮
丘
鶴

倘も

し
浮
丘
の
鶴
に
遇
わ
ば

飄
颻
凌
太
清

飄
颻
と
し
て
太
清
を
凌
が
ん

当
該
詩
が
制
作
さ
れ
た
の
は
、
東
龍
門
山
に
て
療
養
し
て
い
た
晩
年
で
あ
ろ
う
。
詩
は
「
臥
壑

迷
時
代
」
と
い
う
、
語
り
手
を
取
り
巻
く
重
苦
し
い
現
実
を
始
発
点
と
す
る
。
更
に
第
三
句
・
第

四
句
「
紅
顔
」
「
白
壁
」
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
も
「
盡
」
「
輕
」
と
し
て
詠
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
に
も
や
は
り
初
聯
と
同
じ
現
実
の
辛
さ
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
上
記
の

如
き
表
現
に
は
、
病
に
臥
す
盧
照
鄰
の
心
情
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
そ
の
現

実
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
紫
書
」
「
丹
藥
」
と
い
う
道
教
の
書
・
仙
薬
で
あ
り
、
「
扣
鐘
」
「
燒
香
」
と
い
う

仙
的
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
終
聯
に
於
い
て
は
、
登
仙
へ
の
希
求
が
―
―
「
倘
遇
」
と
い
う
仮
定

形
で
は
あ
る
が
―
―
表
出
さ
れ
て
い
る
。

対
峙
す
る
現
実
が
艱
難
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
救
済
の
一
つ
と
し
て
仙
界
が
詩
中

に
設
定
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
も
見
え
る
。

〈
阮
籍
「
詠
懷
詩
」
其
五
十
七
〉

驚
風
振
四
野

驚
風

四
野
に
振
い

廻
雲
䕃
堂
隅

廻
雲

堂
隅
を
䕃
う

牀
帷
爲
誰
設

牀
帷

誰
が
爲
に
設
け

几
杖
爲
誰
扶

几
杖

誰
が
爲
に
扶
く

05

雖
非
明
君
子

明
君
子
に
非
ず
と
雖
も

豈
闇
桑
與
榆

豈
に
桑
と
榆
よ
り
闇
か
ら
ん
や

世
有
此
聾
聵

世
に
此
の
聾
聵
有
り

芒
芒
將
焉
如

芒
芒
と
し
て

將は

た

焉
い
ず
く

に
か

如ゆ

か
ん

翩
翩
從
風
飛

翩
翩

風
に
從
い
て
飛
び

10

悠
悠
去
故
居

悠
悠
と
し
て
故
居
を
去
る

離
麾
玉
山
下

離
り
て
玉
山
の
下
を

麾
さ
し
し
め

し

遺
棄
毁
與
譽

毁
り
と
譽
れ
と
を
遺
棄
せ
ん

「
詠
懷
詩
」
の
語
り
手
は
、
「
驚
風
」
「
廻
雲
」
と
い
う
重
苦
し
い
現
実
を
象
徴
す
る
世
界
に

在
り
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
西
王
母
の
住
む
「
玉
山
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
仙
的
世
界
は

詩
の
語
り
手
に
と
っ
て
単
な
る
羨
望
の
対
象
で
は
決
し
て
な
い
。
艱
難
た
る
現
実
を
癒
や
す
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
（
少
な
く
と
も
表
現
行
為
の
内
部
で
の
）
到
達
が
可
能
な
も
の
と
し
て
描
き

出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る*

1
6

。

こ
れ
は
初
唐
四
傑
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
出
世
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
中
央
を
追
わ
れ
た
彼
等

に
と
っ
て
、
現
前
に
あ
る
現
実
は
鬱
怏
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
ら
の
表
現
に
は
度
々
現

4



実
に
対
す
る
憤
懣
や
る
か
た
な
い
思
い
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
救
済
の
場
と
し
て
神
仙
世
界
が

設
定
さ
れ
て
い
る*

1
7

。 

 

王
績
も
同
様
に
、
「
太
平
の
世
」
に
隠
遁
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
実
を
抱
え
て
い
た
こ
と

は
既
に
述
べ
た
。
で
は
そ
の
詩
に
於
い
て
隠
遁
空
間
と
仙
界
と
は
如
何
な
る
関
係
で
描
か
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。 

 

（
王
績
「
田
家
」
其
一
〉 

 

阮
籍
生
年
嬾 

 
阮
籍
は
生
年
は
嬾
に
し
て 

 

嵇
康
意
氣
疎 

 

嵇
康
は
意
氣
は
疎
な
り 

 

相
逢
一
飽
醉 

 

相
い
逢
わ
ば 

一
え
に
醉
う
に
飽
き 

05

獨
坐
數
行
書 

 

獨
坐
す
れ
ば 
數
行
の
書
あ
り 

 

小
池
聊
養
鶴 

 

小
池 

聊
か
鶴
を
養
い 

 

閑
田
且
牧
豬 

 

閑
田 

且
く
豬
を
牧
す 

 

草
生
元
亮
逕 

 

草
は
元
亮
の
逕
に
生
じ 

 

花
暗
子
雲
居 

 

花
は
子
雲
の
居
に
暗
し 

10

倚
杖
看
婦
織 

 

杖
に
倚
り
て
婦
の
織
る
を
看 

 

登
壠
課
兒
鋤 

 

壠
に
登
り
て
兒
の
鋤
く
を
課
す 

 

迴
頭
尋
仙
事 

 

頭
を
迴
し
て
仙
事
を
尋
ぬ
る
は 

 

併
是
一
空
虚 

 

併
び
に
是
れ
一
空
虚
な
り 

  
 

初
聯
で
阮
籍
・
嵇
康
が
出
現
し
、
更
に
自
ら
の
隠
遁
空
間
を
「
元
亮
（
陶
淵
明
）
」
「
子
雲
（
揚

雄
）
」
と
連
続
し
た
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
隠
者
と
し
て
の
充
足
し
た
生
が
示
さ
れ
て
は
い

る
。
し
か
し
、
や
は
り
そ
の
空
間
は
手
放
し
で
享
受
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。 

 

そ
れ
は
終
聯
に
於
い
て
、
「
仙
事
」
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
「
空
虚
」
で
あ
る
と
し
、
仙
界
を

否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
本
当
に
隠
遁
空
間
が
充
足
し
き
っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
敢
え
て
仙
界
に
言
及
す
る
必
要
は
無
い
。
陶
淵
明
「
飮
酒
」
其
五
の
如
く
、

そ
の
空
間
に
安
住
す
る
姿
さ
え
描
け
ば
そ
れ
で
良
い
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
「
仙
事
」
が
「
空
虚
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
隠
遁

空
間
を
絶
対
的
に
享
受
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
隠
遁
空
間
の
価
値

を
認
め
る
上
で
仙
界
の
否
定
（
仙
界
を
希
求
す
る
こ
と
の
無
意
味
性
）
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

同
様
の
構
造
は
他
詩
に
も
見
え
る
。 

 

〈
王
績
「
贈
學
仙
者
」
〉 

 

採
藥
層
城
遠 

 

藥
を
採
る
も
層
城
遠
く 

 

尋
師
海
路
賒 

 

師
を
尋
ぬ
る
も
海
路
賒
か
な
り 

 

玉
壺
横
日
月 

 

玉
壺 

日
月
に
横
た
わ
り 

05

金
闕
斷
烟
霞 

 

金
闕 

烟
霞
に
斷
た
る 

 

仙
人
何
處
在 

 

仙
人 

何
れ
の
處
に
か
在
ら
ん 

 

道
士
未
還
家 

 

道
士 

未
だ
家
に
還
ら
ず 

 

誰
知
彭
澤
意 

 

誰
か
知
ら
ん 

彭
澤
の
意 

 

更
覓
步
兵
那 

 

更
に
步
兵
を
覓
め
ん
か 

10

春
釀
煎
松
葉 

 

春
釀 

松
葉
を
煎
り 

 

秋
杯
浸
菊
花 

 

秋
杯 

菊
花
を
浸
す 

 

相
逢
寧
可
醉 

 

相
逢
え
ば 

寧
ろ
醉
う
べ
く 

 

定
不
學
丹
砂 

 

定
め
て
丹
砂
を
學
ば
ざ
れ 

  

初
聯
に
於
い
て
仙
界
と
の
距
離
感
が
詠
わ
れ
、
更
に
「
仙
人
」
「
道
士
」
の
存
在
の
確
証
が
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
界
を
否
定
す
る
視
点
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
、
「
彭
澤
」
「
步
兵
」
と
い
う
比
擬
の
対
象
が
出
現
し
、
「
春
釀
」
「
秋
杯
」
に
よ
る

充
足
し
た
隠
遁
空
間
が
確
認
せ
ら
る
。
そ
し
て
こ
の
空
間
に
あ
れ
ば
「
丹
砂
」
を
学
ぶ
必
要
な
ど

な
い
、
と
仙
界
を
希
求
し
な
い
こ
と
が
改
め
て
語
ら
れ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
当
該
詩
も
隠
遁
空
間
が
手
放
し
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仙
界
な
ど
目

指
す
必
要
が
な
い
く
ら
い

、
、
、
、
、
、
、
、
良
い
空
間
と
し
て
隠
遁
を
認
め
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
見
た
様
に
、
王
績
は
太
平
の
世
の
隠
者
で
あ
る
が
故
の
憤
懣
に
よ
っ
て
、
隠
遁
空
間
に
あ

る
自
己
を
手
放
し
に
肯
定
し
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
仙
界
を
希
求
す
る
こ
と
の
無
意
味
性
を

述
べ
、
或
い
は
俗
世
間
と
の
距
離
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
隠
遁
空
間
を
相
対
的
か
つ
消
極
的
に
認

め
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
以
下
に
挙
げ
る
「
詠
隱
」
詩
で
あ
る
。 
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〈
王
績
「
詠
隱
」
〉

獨
有
幽
棲
趣

獨
り
幽
棲
の
趣
有
り

能
令
俗
網
賖

能
く
俗
網
を
し
て

賖は

る

か
な
ら
し
む

耕
夫
田
作
業

耕
夫

田
に
業
を
作
し

巢
叟
樹
爲
家

巢
叟

樹
を
家
と
爲
す

05

晩
谷
柔
殘
黍

晩
谷

殘
黍
柔
か
に
し
て

春
園
掃
落
花

春
園

落
花
を
掃
く

恝
然
乘
興
往

恝
然
と
し
て
興
に
乘
り
て
往
か
ば

何
必
御
雲
車

何
ぞ
必
ず
し
も
雲
車
に
御
せ
ん

こ
こ
で
も
、
初
聯
に
於
い
て
「
俗
網
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
隠
遁
空
間
が
描
か
れ
る
。
更
に
終
聯

に
於
い
て
「
雲
車
」
に
乗
ら
ず
と
も
良
い
の
だ
と
す
る
様
に
、
官
で
も
な
く
仙
で
も
な
い
空
間
と

し
て
せ
り
上
が
っ
て
き
た
空
間
が
こ
こ
に
確
認
さ
れ
、
「
晩
谷
」
「
春
園
」
に
於
け
る
「
太
平
の

世
」
の
隠
遁
が
消
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

隠
遁
空
間
の
肯
定
（
３
）
―
―
「
遊
北
山
賦
」
の
構
造
―
―

王
績
の
隠
遁
は
、
憤
懣
や
る
か
た
な
い
思
い
を
抱
え
な
が
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
空
間
は
手

放
し
に
肯
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
世
俗
と
仙
界
と
の
比
較
の
上
で
相
対
的
に

隠
遁
を
把
捉
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
前
節
ま
で
で
明
ら
か
と
な
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
節
で
は
晩
年
に
制
作
さ
れ
た
「
遊
北
山
賦
」
に
於
い
て
、
こ
の
意
識
が
如
何
に
語
ら
れ
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
遊
北
山
賦
」
に
附
さ
れ
た
序
文
で
は
、
以
下
の
如
く
隠
遁
空
間
を
語
っ
て
い
る
。

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
序
〉

績
南
山
故
情
、
老
而
彌
篤
。
東
陂
餘
業
、
悠
哉
自
寧
。
酒
甕
多
於
步
兵
、
黍
田
廣
於
彭
澤
。･

･･

孫
登
默
坐
、
對
嵇
阮
而
無
言
。
王
霸
幽
居
、
與
妻
孥
而
共
去
。
窗
臨
水
石
、
砌
繞
鬆
篁
。
歌
田
園

之
去
來
、
亦
已
久
矣
。
望
山
林
之
故
道
、
何
其
悠
哉
。

（
績
の
南
山
の
故
情
、
老
に
し
て
彌
い
よ
篤
し
。
東
陂
の
餘
業
、
悠
な
る
か
な
自
ら
寧
し
。
酒
甕

は
步
兵
よ
り
も
多
く
、
黍
田
は
彭
澤
よ
り
も
廣
し
。･

･･

孫
登
は
默
坐
し
て
、
嵇
・
阮
に
對
い
て
言

無
し
。
王
霸
は
幽
居
し
、
妻
孥
と
共
に
去
る
。
窗
は
水
石
に
臨
み
、
砌
は
鬆
篁
を
繞
る
。
田
園
の

去
來
を
歌
う
こ
と
、
亦
た
已
に
久
し
。
山
林
の
故
道
を
望
む
こ
と
、
何
ぞ
其
れ
悠
な
る
か
な
）

こ
こ
で
着
眼
す
べ
き
は
、
「
酒
甕
多
於
步
兵
、
黍
田
廣
於
彭
澤
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
王
績

の
他
詩
文
に
於
い
て
は
、
阮
籍
・
陶
淵
明
は
あ
く
ま
で
比
擬
の
対
象
と
し
て
出
現
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
多
於
步
兵
」
「
廣
於
彭
澤
」
と
、
自
ら
の
隠
遁
空
間
の
優
位
性
を
雄
弁
に

語
る
為
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
更
に
は
、
「
孫
登
」
「
王
霸
」
の
如
き
隠
者
が

居
る
空
間
が
北
山
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
語
り
手
は
陶
淵
明
の
「
田
園
之
去
來
」
（
帰
去
来
辞
）

を
歌
う
と
い
う
、
充
足
し
た
隠
遁
空
間
が
過
剰
な

、
、
、
ま
で
、
、
に
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
充
足
し
て
い
る
は
ず
の
北
山
で
の
生
活
さ
え
も
、
俗
世
間
と
の
距
離
、
そ
し
て

仙
界
を
希
求
す
る
こ
と
の
無
意
味
性
と
共
に
語
ら
れ
、
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉

天
道
悠
悠
、
人
生
若
浮
。
古
來
聖
賢
、
皆
成
去
留
。
八
眉
四
乳
、
龍
顏
鳳
頭
。
殷
憂
一
代
、
零

落
千
秋
。
暫
時
南
面
、
相
將
北
遊
。
玉
殿
金
輿
之
大
業
、
郊
天
祭
地
之
洪
休
。
榮
深
責
重
、
樂
不

供
愁
。
何
況
數
十
年
之
宰
相
、
五
百
里
之
公
侯
。
兢
兢
業
業
、
長
思
長
憂
。
昔
怪
燕
昭
與
漢
武
、

今
識
圖
仙
之
有
由
。
人
誰
不
願
、
直
是
難
求
。
聞
鼎
湖
而
欲
信
、
怪
橋
山
之
遽
修
。
玉
臺
金
闕
、

大
海
水
之
中
流
。
瓊
林
碧
樹
、
崑
崙
山
之
上
頭
。
不
得
輕
飛
如
石
燕
、
終
是
徒
勞
乘
土
牛
。

（
天
道
悠
悠
、
人
の
生
く
る
こ
と
浮
く
が
若
し
。
古
來
の
聖
賢
も
、
皆
去
留
を
成
す
。
八
眉
四
乳
、

龍
顏
鳳
頭
。
一
代
に
殷
憂
し
、
千
秋
に
零
落
す
。
暫
時
南
面
す
る
も
、
相
い
將
に
北
遊
す
。
玉
殿

金
輿
の
大
業
、
郊
天
祭
地
の
洪
休
。
榮
は
深
く
責
は
重
く
、
樂
し
み
は
愁
い
に
供
せ
ず
。
何
ぞ
況

ん
や
數
十
年
の
宰
相
、
五
百
里
の
公
侯
を
や
。
兢
兢
業
業
と
し
て
、
長
く
思
い
長
く
憂
う
。
昔
燕

昭
と
漢
武
を
怪
し
む
も
、
今
圖
仙
の
由
有
る
を
識
る
。
人
誰
か
願
わ
ざ
ら
ん
、
直
だ
是
れ
求
め
難

き
の
み
。
鼎
湖
を
聞
き
て
信
ぜ
ん
と
欲
し
、
橋
山
の
遽
に
修
め
る
を
怪
む
。
玉
臺
金
闕
は
、
大
海

水
の
中
流
に
あ
り
。
瓊
林
碧
樹
は
、
崑
崙
山
の
上
頭
に
あ
り
。
輕
や
か
に
飛
ぶ
こ
と
石
燕
の
如
き

を
得
ず
ん
ば
、
終
に
是
れ
徒
勞
な
る
こ
と
土
牛
に
乘
る
が
ご
と
し
）

「
遊
北
山
賦
」
本
文
は
「
天
道
悠
悠
、
人
生
若
浮
」
と
語
り
だ
し
、
「
八
眉
（
堯
）
」
・
「
四

乳
（
文
王
）
」
の
如
き
聖
賢
す
ら
も
、
死
去
（
「
北
遊
」
）
す
る
と
い
う
摂
理
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
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な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
曽
て
は
「
燕
昭
（
燕
の
昭
王
）
」
「
漢
武
（
漢
の
武
帝
）
」
等

が
、
神
仙
を
篤
く
信
じ
て
不
死
の
薬
を
求
め
た
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
が
、
今
は
そ
の
「
由
」

が
あ
る
こ
と
（
仙
界
へ
の
飛
翔
が
可
能
で
あ
る
こ
と
）
を
理
解
し
た
上
で
、
「
人
誰
不
願
、
直
是

難
求
」
と
し
、
仙
界
へ
の
到
達
が
難
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。 

仙
界
が
偽
り
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
到
達
不
可
能
な
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
故
、
「
石
燕
」
の
如
く
軽
飛
す
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
仙
界
を
求
め
る
こ
と
は
「
土
牛
」
に
乗
る
が
ご
と
く
徒
労
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
す
る

の
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
語
り
手
は
北
山
へ
の
登
山
を
始
め
る
。
そ
の
心
持
ち
は
「
自
謂
摶
風
飈
而
出
埃
壒
、
邈

若
朝
玄
宮
而
謁
紫
都
（
自
ら
謂
う
風
飈
に

摶の

り
て
埃
壒
を
出
で
、
邈
と
し
て
玄
宮
に
朝
し
紫
都

に
謁
す
る
が
若
き
を
）
」
と
し
、
そ
の
上
で
神
仙
空
間
が
「
疑
似
」
的
に
描
か
れ*

1
8

、
「
喜
方
外

之
浩
曠
、
嘆
人
間
之
窘
束
（
方
外
の
浩
曠
な
る
を
を
喜
び
、
人
間
の
窘
束
な
る
を
嘆
く
）
」
と
、

北
山
の
状
況
を
「
方
外
」
と
し
て
規
定
し
享
受
す
る
。
更
に
そ
こ
で
は
「
逢
閬
風
之
逸
客
、
值
蓬

莱
之
故
人
。
忽
據
梧
而
䇿
杖
、
亦
披
裘
而
負
薪
（
閬
風
の
逸
客
に
逢
い
、
蓬
莱
の
故
人
に
值
う
。

忽
ち
梧
に
據
り
て
杖
を

䇿つ
え

つ
き
、
亦
た
裘
を
披
き
て
薪
を
負
う
）
」
と
あ
る
様
に
、
よ
り
神
仙
的

側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
そ
の
神
仙
空
間
に
は
安
住
し
な
い
語
り
手
の
姿
が
次
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

過
矣
劉
向
、
吁
嗟
葛
洪
。
指
期
繋
影
、
依
方
捕
風
。
誰
能
離
世
、
何
處
逃
空
。
假
使
遊
八
洞
之

金
室
、
坐
三
清
之
玉
宮
、
長
懷
企
羨
、
豈
非
樊
籠
。
徒
勞
海
上
、
何
事
雲
中
。 

 

（
過

あ
や
ま

て
り
劉
向
、
吁
嗟

あ

あ

葛
洪
。
期
を
指
し
て
影
を
繋
ぎ
、
方
に
依
り
て
風
を
捕
う
。
誰
か
能

く
世
を
離
れ
、
何
れ
の
處
に
か
空
に
逃
れ
ん
。
假
使

た

と

い

八
洞
の
金
室
に
遊
び
、
三
清
の
玉
宮
に
坐
す

と
も
、
長
し
え
に
企
羨
を
懷
か
ば
、
豈
に
樊
籠
に
非
ざ
ら
ん
や
。
海
上
に
徒
勞
す
る
も
、
何
ぞ
雲

中
を
事
と
せ
ん
や
） 

  

仮
に
「
八
洞
」
「
三
清
」
と
い
う
仙
界
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
羨
む
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
あ

れ
ば
鳥
籠
の
中
に
居
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
し
、
仙
界
を
毀
棄
す
る
語
り
手
が
こ
こ
で
出
現
す
る
。 

結
果
と
し
て
回
帰
す
る
の
は
、
次
の
様
な
空
間
で
あ
る
。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

昔
蔣
元
詡
之
三
徑
、
陶
淵
明
之
五
柳
。
君
平
坐
卜
於
市
門
、
子
眞
躬
耕
於
谷
口
。
或
托
閭
閈
、

或
潛
山
藪
。
咸
遂
性
而
同
樂
、
豈
違
方
而
別
守
。
余
亦
無
求
、
斯
焉
獨
遊
。 

 

（
昔
蔣
元
詡
の
三
徑
、
陶
淵
明
の
五
柳
あ
り
。
君
平
坐
し
て
市
門
に
卜
し
、
子
眞
躬
ら
谷
口
に

耕
す
。
或
い
は
閭
閈
に
托
し
、
或
い
は
山
藪
に
潛
む
。
咸
な
性
を
遂
げ
て
樂
し
み
を
同
じ
く
し
、

豈
に
方
を
違
え
て
守
を
別
た
ん
。
余
も
亦
た
求
む
る
無
く
、
斯
焉

こ

こ

に
獨
り
遊
ぶ
） 

  

厳
君
平
は
成
都
の
市
門
で
売
卜
を
行
い
（
托
閭
閈
）
、
漢
代
の
隠
者
で
あ
る
蔣
詡
・
鄭
樸
、
そ

し
て
陶
淵
明
は
山
や
田
園
で
の
隠
遁
生
活
を
享
受
し
た
の
で
あ
っ
て
（
潛
山
藪
）
、
彼
等
が
皆
「
遂

性
」
「
同
樂
」
で
あ
っ
た
様
に
、
語
り
手
「
余
」
も
ま
た
同
様
の
空
間
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。 

 

仙
界
と
の
比
較
の
上
で
、
隠
遁
空
間
が
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
て
確
認
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
本

稿
第
二
節
で
言
及
し
た
も
の
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
「
遊
北
山
賦
」
で
は
そ
の
隠

遁
空
間
を
仔
細
に
描
出
し
て
い
る
。 

 

例
え
ば
山
中
の
景
色
は
「
雲
峯
龜
甲
而
重
聚
、
霞
壁
龍
鱗
而
結
絡
。
水
出
浦
而
潺
潺
、
霧
含
川

而
漠
漠
。
是
欣
是
賞
、
爰
遊
爰
豫
。
結
蘿
幌
而
迎
宵
、
敞
茅
軒
而
待
曙
（
雲
峯
は
龜
甲
の
ご
と
く

し
て
重
聚
し
、
霞
壁
は
龍
鱗
の
ご
と
く
し
て
結
絡
す
。
水
は
浦
よ
り
出
で
て
潺
潺
た
り
、
霧
は
川

を
含
み
て
漠
漠
た
り
。
是
れ
欣
び
是
れ
賞
し
、
爰
に
遊
び
爰
に

豫た

の

し
む
。
蘿
幌
を
結
び
て
宵
を

迎
え
、
茅
軒
を

敞ひ

ら

き
て
曙
を
待
つ
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
「
欣
」
「
賞
」
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
明
ら
か
に
こ
の
空
間
を
享
受
し
て
い
る
と
言
え
る
。
更

に
こ
の
空
間
に
は
隠
者
の
生
活
を
彩
る
酒
・
琴
が
「
松
花
柏
葉
之
淳
酎
、
鳳
翮
龍
脣
之
素
琴
（
松

花
柏
葉
の
淳
酎
、
鳳
翮
龍
脣
の
素
琴
）
」
と
し
て
描
か
れ
、
よ
り
強
い
肯
定
が
為
さ
れ
て
い
る
。 

 

上
記
の
様
に
、
淵
明
の
如
き
隠
遁
空
間
を
獲
得
し
た
語
り
手
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
完

全
に
充
足
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
第
一
節
で
述
べ
た
様
な
俗
世
間
と
の
距
離
感

を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
既
に
引
用
し
た
、
王
通
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
は
王
通
の
他
、

自
注
に
於
い
て
そ
の
門
弟
（
姚
義
・
薛
收
・
溫
彦
博
・
杜
淹
）
等
が
列
挙
さ
れ
て
い
る*

1
9

。
確
か

に
王
通
を
礼
讃
し
て
は
い
る
が
、
寧
ろ
そ
の
不
遇
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る*

2
0

。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

昔
文
中
之
僻
處
、
諒
遭
時
之
喪
亂
。
守
逸
步
而
須
時
、
蓄
奇
聲
而
待
旦
。
旅
人
小
吉
、
明
夷
大

7



難
。
建
功
則
鳴
鳳
不
聞
、
修
書
則
獲
麟
爲
斷
。
惜
矣
吾
兄
、
遭
時
不
平
。 

（
昔
文
中
の
處
を
僻
け
、
諒

ま
こ
と

に
時
の
喪
亂
に
遭
う
。
逸
步
を
守
り
て
時
を
須
ち
、
奇
聲
を
蓄
え

て
旦
を
待
つ
。
旅
人
は
小
吉
、
明
夷
は
大
難
。
功
を
建
て
ん
と
す
れ
ば
則
ち
鳴
鳳
は
聞
か
ず
、
書

を
修
む
れ
ば
則
ち
獲
麟
斷
を
爲
す
。
惜
し
い
か
な
吾
が
兄
の
、
時
の
平
ら
か
な
ら
ざ
る
に
遭
う
こ

と
） 

  

更
に
自
注
に
於
い
て
も
「
吾
兄
仲
淹
、
以
大
業
十
三
年
卒
於
鄉
館
。
時
年
三
十
三
、
門
人
諡
爲

文
中
子
。
及
皇
家
受
命
、
門
人
多
至
公
輔
、
而
文
中
子
之
道
未
行
於
時
。
余
因
遊
此
溪
、
周
覽
故

跡
、
蓋
傷
高
賢
之
不
遇
也
（
吾
が
兄
仲
淹
、
大
業
十
三
年
を
以
て
鄉
館
に
卒
す
。
時
に
年
三
十
三
、

門
人
諡
し
て
文
中
子
と
爲
す
。
皇
家
命
を
受
く
る
に
及
び
て
、
門
人
多
く
公
輔
に
至
れ
ど
も
、
文

中
子
の
道
未
だ
時
に
行
わ
れ
ず
。
余
因
り
て
此
の
溪
に
遊
び
、
周
ね
く
故
跡
を
覽
る
は
、
蓋
し
高

賢
の
不
遇
を
傷
む
な
り
）
」
と
、
王
通
の
不
遇
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

先
述
の
様
に
、
王
通
は
大
業
十
三
（
六
一
七
）
年
に
死
去
し
、
ま
た
門
弟
の
一
人
で
李
世
民
に

そ
の
才
を
買
わ
れ
た
薛
收
も
、
武
徳
七
（
六
二
四
）
年
に
夭
逝
し
た
。
王
績
の
仕
官
へ
の
望
み
が

潰
え
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
王
通
・
薛
收
の
死
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
彼
等
の
不
遇
を
記
し
た
後
に
以
下
の
記
述
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

天
未
悔
禍
、
遭
家
不
秩
。
子
敬
先
亡
、
公
明
早
卒
。
吾
自
此
而
浩
蕩
、
又
逢
時
之
不
仁
。
天
地

遂
閉
、
雲
雷
漸
屯
、
與
沮
溺
而
同
趣
、
共
夷
齊
而
隱
身
。
幸
收
元
吉
、
坐
偶
昌
辰
。
容
北
海
之
嘉

道
、
許
南
山
之
不
臣
。
養
拙
辭
官
、
含
和
保
眞
。
豈
若
馮
敬
通
之
誹
世
、
趙
元
淑
之
尤
人
、
殷
臧

恥
賤
、
憔
悴
傷
貧
、
操
井
臼
而
無
樂
、
曆
山
河
而
苦
辛
。 

 

（
天
未
だ
禍
い
を
悔
い
ず
、
家
の
秩
な
ら
ざ
る
に
遭
う
。
子
敬
先
ず
亡
び
、
公
明
早
に
卒
す
。

吾
此
自
り
浩
蕩
し
、
又
た
時
の
仁
な
ら
ざ
る
に
逢
う
。
天
地
遂
に
閉
じ
、
雲
雷
漸
く
屯
す
れ
ば
、

沮
溺
と
與
に
し
て
趣
を
同
じ
う
し
、
夷
齊
と
共
に
し
て
身
を
隱
さ
ん
と
す
。
幸
い
に
元
吉
を
收
め
、

坐
そ
ぞ
ろ

に
昌
辰
に
偶
う
。
北
海
の
嘉
道
を
容
れ
、
南
山
の
不
臣
を
許
す
。
拙
を
養
い
て
官
を
辭
し
、

和
を
含
み
て
眞
を
保
つ
。
豈
に
馮
敬
通
の
世
に
誹
ら
れ
、
趙
元
淑
の
人
に

尤と

が

め
ら
る
る
が
如
く
、

殷
臧
し
て
賤
を
恥
じ
、
憔
悴
し
て
貧
を
傷
み
、
井
臼
を

操と

り
て
樂
し
み
無
く
、
山
河
を
曆
て
苦

辛
せ
ん
や
） 

 

 

王
通
を
は
じ
め
と
す
る
兄
達
の
死
を
「
子
敬
（
魯
肅
）
」
「
公
明
（
管
輅
）
」
が
夭
逝
し
た
こ

と
に
擬
え
、
そ
れ
が
契
機
と
な
り
「
吾
」
の
不
遇
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
不

遇
故
に
「
太
平
の
世
」
の
隠
遁
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
沮
溺
（
長
沮
・
桀
溺
）
」
「
夷
齊
（
伯
夷
・

叔
斉
）
」
と
い
う
古
の
隠
士
と
自
己
と
の
比
擬
と
、
「
拙
」
「
眞
」
と
い
う
陶
淵
明
の
言
と
に
よ

っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る*

2
1

。
更
に
は
、
俗
世
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
結
果
「
誹
世
」
「
尤

人
」
と
な
っ
た
馮
敬
通
・
趙
元
淑
の
姿
が
否
定
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
結
果
と
し
て
俗
世
と
離
れ

た
こ
の
空
間
こ
そ
が
良
い
の
だ
、
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
視
点
は
続
く
箇
所
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

豈
如
我
家
生
事
、
都
盧
棄
置
。
不
念
當
歸
、
寧
圖
遠
志
。
坐
青
山
而
方
隱*

2
2

、
遊
綠
潭
而
似
喜
。 

 

（
豈
に
我
が
家
の
生
事
の
如
く
、
都
盧

す

べ

て

棄
て
置
か
ん
や
。
當
歸
を
念
わ
ず
、
寧
ぞ
遠
志
を
圖
ら

ん
や
。
青
山
に
坐
し
て
方
に
隱
れ
、
綠
潭
に
遊
び
て
喜
ぶ
が
似
く
せ
ん
） 

  

こ
こ
で
の
「
當
歸
」
・
「
遠
志
」
は
、
直
接
的
に
は
草
薬
の
名
を
指
し
て
お
り*

2
3

、
ま
た
文
字

面
と
し
て
の
意
味
、
す
な
わ
ち
俗
世
間
へ
帰
還
し
な
い
、
世
俗
で
の
栄
誉
を
求
め
な
い
、
と
い
う

意
味
に
も
取
れ
る
こ
と
は
既
に
先
行
の
注
釈
書
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る*

2
4

。 

 

つ
ま
り
本
稿
第
一
節
で
見
た
様
な
、
俗
世
間
と
隔
絶
し
た
空
間
が
こ
こ
で
再
度
述
べ
ら
れ
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
確
認
さ
れ
た
空
間
は
や
は
り
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉 

 

舊
知
山
裏
絕
塵
埃
、
登
高
日
暮
心
悠
哉
。
子
平
一
去
何
時
返
、
仲
叔
長
遊
遂
不
來
。
幽
蘭
獨
夜

之
琴
曲
、
桂
樹
淩
晨
之
酒
杯
。
邱
園
散
誕
、
窟
室
徘
徊
。
坐
等
枯
木
、
心
如
死
灰
。 

 

（
舊も

と

よ
り
山
裏
塵
埃
を
絕
つ
を
知
れ
ば
、
高
き
に
登
り
日
暮
れ
て
心
悠
な
る
か
な
。
子
平
は
一

た
び
去
り
て
何
れ
の
時
に
か
返
ら
ん
、
仲
叔
は
長
し
え
に
遊
び
て
遂
に
來
た
ら
ず
。
幽
蘭
獨
夜
の

琴
曲
、
桂
樹
淩
晨
の
酒
杯
。
邱
園
に
散
誕
し
、
窟
室
に
徘
徊
す
。
坐
す
る
こ
と
枯
木
と
等
し
く
、

心
は
死
灰
の
如
し
） 

  

こ
こ
で
も
琴
・
酒
と
い
う
隠
者
の
生
活
を
強
調
す
る
も
の
が
描
か
れ
、
更
に
は
『
荘
子
』
を
踏

ま
え
な
が
ら*

2
5

、
自
得
の
空
間
を
享
受
す
る
語
り
手
の
姿
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
、
そ
の
後
も
隠

8



遁
空
間
は
仔
細
に
か
つ
肯
定
的
に
示
さ
れ
て
い
る*

2
6

。

以
上
見
た
様
に
北
山
で
の
隠
遁
は
、
仙
界
と
も
俗
世
間
と
も
距
離
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故

に
肯
定
さ
れ
得
て
い
た
。
こ
の
様
に
し
て
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
た
隠
遁
空
間
は
、
最
終
的
に
ど
の

様
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉

天
網
寬
寬
、
人
生
豈
難
。
飮
河
知
足
、
巢
林
必
安
。
亦
何
榮
於
拾
紫
。
亦
何
羨
於
還
丹
。
紅
藜

促
節
之
杖
、
綠
籜
斑
文
之
冠
。
野
餐
二
簋
、
園
蔬
一
盤
。
送
阮
籍
而
長
嘯
、
得
劉
伶
而
甚
歡
。
曉

入
柴
戶
、
暮
歸
藥
欄
。
老
萊
地
僻
、
鄒
生
谷
寒
。
楊
柳
則
條
垂
鍛
沼
、
杏
樹
則
花
飛
坐
壇
。
賦
成

鼓
吹
、
詩
如
彈
丸
。
攜
始
晬
之
鳴
鶴
、
對
新
婚
之
伯
鸞
。

（
天
網
寬
寬
と
し
て
、
人
生
豈
に
難
か
ら
ん
。
河
を
飮
み
て
足
る
を
知
り
、
林
に
巢
く
い
て
必

ず
安
ん
ず
。
亦
た
何
ぞ
紫
を
拾
う
を
榮
と
せ
ん
。
亦
た
何
ぞ
還
丹
を
羨
ま
ん
。
紅
藜
促
節
の
杖
、

綠
籜
斑
文
の
冠
。
野
餐
は
二
簋
、
園
蔬
は
一
盤
。
阮
籍
を
送
り
て
長
嘯
し
、
劉
伶
を
得
て
甚
だ
歡

ぶ
。
曉
に
柴
戶
に
入
り
、
暮
に
藥
欄
に
歸
る
。
老
萊
の
地
は
僻
に
し
て
、
鄒
生
の
谷
は
寒
し
。
楊

柳
は
則
ち
條
鍛
沼
に
垂
れ
、
杏
樹
は
則
ち
花
坐
壇
に
飛
ぶ
。
賦
は
鼓
吹
を
成
し
、
詩
は
彈
丸
の
如

し
。
始
晬
の
鳴
鶴
を
攜
え
、
新
婚
の
伯
鸞
に

對む

か

う
）

官
界
で
の
栄
達
（
拾
紫
）
は
望
ま
ず
、
ま
た
仙
と
な
る
為
の
薬
（
還
丹
）
も
求
め
ず
、
す
な
わ

ち
官
で
も
仙
で
も
な
い
と
い
う
相
対
的
に
捉
え
ら
れ
た
隠
遁
空
間
が
こ
こ
で
改
め
て
提
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
隠
遁
空
間
と
そ
こ
に
在
る
自
己
と
を
肯
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
が

今
ま
で
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

そ
の
一
つ
は
「
送
阮
籍
而
長
嘯
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
「
遊
北
山
賦
」
序
に
於
い
て
孫
登
は

客
体
と
し
て
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
阮
籍
を
送
る
側
と
し
て
―
―
そ
し
て
そ
れ

は
隠
遁
空
間
に
在
る
「
余
」
「
吾
」
と
し
て
―
―
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
遊
北
山
賦
」
は
そ
の
序
で
「
詩
者
、
志
之
所
之
。
賦
者
、
詩
之
流
。
式
抽
短
思
而
賦

焉
（
詩
は
、
志
の
之
く
所
な
り
。
賦
は
、
詩
の
流
れ
な
り
。
式そ

れ
短
思
を
抽
き
て
焉
に
賦
す
）
」

と
言
及
す
る
通
り
、
『
毛
詩
』
大
序
、
班
固
「
兩
都
賦
」
の
文
学
認
識
を
踏
ま
え
て
語
ら
れ
て
き

た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
孫
綽
が
張
衡
・
左
思
の
賦
を
賞
賛
し
た
言
（
賦
成
鼓
吹
）
と
、
謝
朓
が
王

筠
の
詩
に
関
し
て
述
べ
た
言
（
詩
如
彈
丸
）
と
を
引
き*

2
7

、
自
ら
の
詩
賦
に
つ
い
て
最
大
限
の
賞

賛
を
行
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
段
落
に
於
い
て
他
詩
文
と
は
異
な
っ
た
よ
り
高
次
な
比
擬
と
自
己
肯
定
が
達
成

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
達
成
の
為
に
は
、
仙
界
で
も
な
く
、
ま
た

官
界
と
も
距
離
が
離
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
改
め
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
続
け
て
以
下
の
様
に
言
う
。

〈
王
績
「
遊
北
山
賦
」
〉

我
有
懷
抱
、
蕭
然
自
保
。
古
人
則
與
子
同
歸
、
紛
吾
則
此
賢
將
老
。
礀
溪
沼
渚
之
蘋
芰
、
丘
陵

阪
險
之
桑
棗
。
接
果
移
棠
、
栽
苗
散
稻
。
不
藏
無
用
之
器
、
不
愛
非
常
之
寶
。
抵
玉
驚
禽
、
揮
金

薙
草
。
接
朋
友
於
杯
案
、
弄
兒
孫
於
繈
褓
。
樂
山
澤
之
浮
遊
、
笑
江
潭
之
枯
槁
。
戒
非
佞
佛
、
齋

非
媚
道
。
無
譽
無
功
、
形
骸
自
空
。
坐
成
老
圃
、
居
為
下
農
。
身
與
世
而
相
棄
、
賞
隨
山
而
不
窮
。

披
衣
竈
北
、
逐
食
牆
東
。
儻
有
白
頭
四
皓
、
厖
眉
八
公
、
小
童
乘
日
、
仙
人
馭
風
、
鄉
老
則
杖
頭

安
鳥
、
邦
君
則
車
邊
畫
熊
、
心
期
闇
合
、
道
術
潛
同
、
解
來
相
訪
、
愚
公
谷
中
。

（
我
に
懷
抱
有
れ
ど
も
、
蕭
然
と
し
て
自
ら
保
つ
。
古
人
則
ち
子
と
歸
を
同
じ
く
し
、
紛
と
し
て

吾
則
ち
此
の
賢
將
に
老
い
ん
と
す
。
礀
溪
沼
渚
の
蘋
芰
、
丘
陵
阪
險
の
桑
棗
。
果
に
接
し
て
棠
を

移
し
、
苗
を
栽
ち
て
稻
を
散
ら
す
。
無
用
の
器
を
藏
め
ず
、
非
常
の
寶
を
愛
せ
ず
。
玉
を

抵
な
げ
う

ち

て
禽
を
驚
か
し
、
金
を
揮
い
て
草
を
薙
ぐ
。
朋
友
に
杯
案
に
接
し
、
兒
孫
を
繈
褓
に
弄
ぶ
。
山
澤

の
浮
遊
を
樂
し
み
、
江
潭
の
枯
槁
を
笑
う
。
戒
は
佞
佛
に
非
ず
、
齋
は
媚
道
に
非
ず
。
譽
れ
無
く

功
無
く
、
形
骸
は
自
ず
か
ら
空
し
。
坐
し
て
老
圃
と
成
り
、
居
り
て
下
農
と
為
る
。
身
と
世
と
相

い
棄
て
、
賞
し
て
山
に
隨
い
て
窮
ま
ら
ず
。
衣
を
竈
北
に
披
り
て
、
食
を
牆
東
に
逐
う
。
儻も

し
白

頭
四
皓
、
厖
眉
八
公
、
小
童
日
に
乘
り
て
、
仙
人
風
に
馭
し
、
鄉
老
則
ち
杖
頭
鳥
を
安
ん
じ
、
邦

君
則
ち
車
邊
に
熊
を
畫
き
、
心
期
闇
に
合
し
、
道
術
潛
か
に
同
じ
く
す
る
も
の
有
ら
ば
、
解よ

く
來

た
り
て
、
愚
公
谷
中
に
相
い
訪
わ
ん
）

こ
こ
で
「
不
藏
無
用
之
器
、
不
愛
非
常
之
寶
。
抵
玉
驚
禽
、
揮
金
薙
草
」
、
「
無
譽
無
功
」
、

「
坐
成
老
圃
、
居
為
下
農
」
と
、
自
ら
の
隠
遁
空
間
を
装
飾
し
て
い
く
語
り
手
の
姿
が
出
現
す
る
。

更
に
は
「
江
潭
之
枯
槁
」
（
屈
原
）
さ
え
も
否
定
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
「
披
衣
竈
北
、

逐
食
牆
東
」
と
い
う
隠
者
と
し
て
の
生
が
享
受
さ
れ
て
い
る
。

最
も
重
要
な
の
は
末
尾
十
句
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
南
山
の
四
隠
士
、
、
「
四
皓
」
も
、
神
仙
の

、
、
、
「
八

公
」
「
小
童
」
「
仙
人
」
も
、
俗
世
間
の

、
、
、
、
「
鄉
老
」
「
邦
君
」
も
区
別
無
く
、
「
心
期
闇
合
、
道

術
潛
同
」
な
る
も
の
全
て
許
容
す
る
、
絶
対
的
か
つ
包
括
的
な
隠
遁
空
間
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の

9



で
あ
る
。 

  

お
わ
り
に 

  

「
太
平
の
世
」
の
隠
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
淵
明
の
様
に
手
放
し
に
隠
遁
を
享
受
で
き
ず
、
そ
の

空
間
の
価
値
は
俗
世
間
・
仙
界
と
の
比
較
の
上
で
相
対
的
に
認
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。 

こ
の
営
み
は
「
詠
隱
」
詩
で
も
行
わ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
「
遊
北
山
賦
」
で
は
、
仙
的
世
界

を
述
べ
た
後
に
隠
遁
空
間
を
目
指
す
「
余
」
、
王
通
等
の
記
載
の
後
に
俗
世
間
と
距
離
を
と
っ
た

空
間
に
安
住
す
る
「
吾
」
が
描
か
れ
、
隠
遁
空
間
に
在
る
（
在
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
自
己
が
強
烈

に
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
仙
界
で
は
な
い
隠
遁
空
間
・
俗
世
間
と
距
離
を
と
っ
た

隠
遁
空
間
の
様
子
を
仔
細
に
描
く
こ
と
を
通
じ
て
孫
登
と
語
り
手
と
が
契
合
し
、
更
に
は
自
ら
の

詩
賦
す
ら
も
賞
賛
す
る
こ
と
で
、
よ
り
高
次
の
比
擬
と
自
己
肯
定
が
達
成
さ
れ
て
い
た
。
結
果
獲

得
さ
れ
た
の
は
、
相
対
的
な
観
点
か
ら
肯
定
さ
れ
た
空
間
を
超
越
し
た
、
隠
遁
も
仙
界
も
俗
世
間

も
全
て
を
包
括
す
る
絶
対
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
隠
遁
空
間
で
あ
っ
た
。 

晩
年
の
王
績
は
、
「
太
平
の
世
」
の
隠
遁
を
肯
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
結
実
が
「
隠

者
と
し
て
の
自
己
演
出*

2
8

」
と
し
て
の
「
自
作
墓
誌
文
」
で
あ
り
、
真
に
充
足
し
た
隠
遁
空
間
を

獲
得
す
る
為
の
「
遊
北
山
賦
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。
前
者
は
他
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

後
者
は
隠
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
己
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
た
空
間
を
獲
得
し
た
語
り
手
「
余
」
「
吾
」
の
姿
を
描
く
こ
と
で
、
書
き

手
と
し
て
の
―
―
「
太
平
の
世
」
の
隠
者
と
し
て
の
―
―
自
己
を
納
得
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う
の
が

「
遊
北
山
賦
」
の
意
義
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 
                                        

                  

 
*1 

高
木
重
俊
『
初
唐
文
学
論
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
五
） 

*2 

拙
稿
「
王
績
『
古
意
』
六
首
考
」（『
中
国
文
化
』
七
十
一
、
二
〇
一
三
） 

*3 

本
稿
で
引
用
す
る
王
績
詩
文
は
、
五
巻
本
を
も
と
と
し
た
金
榮
華
『
王
績
詩
文
集
校
注
』（
新

文
豐
出
版
公
司
、
一
九
九
八
）
に
拠
っ
た
。
底
本
と
三
巻
本
と
の
間
で
文
字
の
異
同
が
あ
り
、
三

巻
本
の
文
字
を
取
っ
た
箇
所
に
は
注
を
附
し
た
。 

*4 

『
史
記
』
孔
子
生
家
「
孔
子
生
魯
昌
平
鄉
陬
邑
。･

･
･

紇
與
顏
氏
女
野
合
而
生
孔
子
。
禱
於
尼

丘
得
孔
子
。
魯
襄
公
二
十
二
年
而
孔
子
生
。
生
而
首
上
圩
頂
。
故
因
名
曰
丘
云
。
字
仲
尼
、
姓
孔

                                        

                                        

                                        

             

 

氏
（
孔
子
は
魯
昌
平
鄉
の
陬
邑
に
生
る
。･･･

紇
は
顏
氏
の
女
と
野
合
し
て
孔
子
を
生
む
。
尼
丘
に

禱
り
孔
子
を
得
た
り
。
魯
の
襄
公
二
十
二
年
に
し
て
孔
子
生
る
。
生
れ
て
首
上
圩
頂
な
り
。
故
に

因
り
て
名
づ
け
て
丘
と
曰
う
と
云
う
。
字
は
仲
尼
、
姓
は
孔
氏
）」 

*5 

王
通
の
没
年
に
つ
い
て
は
、
杜
淹
「
文
中
子
世
家
」
が
「
（
大
業
）
十
三
年
、
江
都
難
作
、
而

文
中
子
有
疾
、
…
蓋
寢
疾
七
日
而
終
（
十
三
年
、
江
都
難
作
、
而
し
て
文
中
子
疾
有
り
、
…
蓋
し

疾
に
寢
る
こ
と
七
日
に
し
て
終
る
）
」
と
い
い
、
「
遊
北
山
賦
」
自
注
で
も
「
吾
兄
仲
淹
、
以
大
業

十
三
年
卒
於
郷
。
時
年
三
十
三
、
門
人
謚
爲
文
中
子
（
吾
が
兄
仲
淹
、
以
て
大
業
十
三
年
郷
に
卒

す
。
時
に
年
三
十
三
、
門
人
謚
し
て
文
中
子
と
爲
す
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
業
十
三
（
六
一
七
）

年
に
王
通
が
死
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

*6 

張
錫
厚
『
王
績
研
究
』（
新
文
豐
出
版
公
司
、
一
九
九
五
）
も
、
本
賦
の
制
作
年
を
貞
観
十
四

と
す
る
。 

*7 

呂
才
「
王
無
功
文
集
序
」
に
「
貞
觀
中
、
以
家
貧
赴
選
。
時
太
樂
有
府
史
焦
革
、
家
善
醸
酒
、

冠
絶
當
時
。
君
苦
求
爲
太
樂
丞
、
選
司
以
非
士
職
、
不
授
。
君
再
三
請
曰
、
此
中
有
深
意
、
且
士

庶
清
濁
、
天
下
所
知
。
不
聞
荘
周
羞
居
漆
園
、
老
聃
恥
在
柱
下
也
。
卒
授
之
。
數
月
而
焦
革
死
、

革
妻
袁
氏
、
猶
時
時
送
酒
。
歳
餘
、
袁
氏
又
死
。
君
嘆
曰
、
天
迺
不
令
吾
飽
美
酒
。
遂
掛
冠
歸
（
貞

觀
中
、
家
の
貧
な
る
を
以
て
選
に
赴
く
。
時
の
太
樂
に
府
史
焦
革
有
り
、
家
は
善
く
酒
を
醸
し
、

當
時
に
冠
絶
た
り
。
君

苦
は
な
は

だ
太
樂
丞
と
爲
る
こ
と
を
求
む
れ
ど
、
選
司
は
士
職
に
非
ざ
る
を
以
て
、

授
け
ず
。
君
再
三
請
い
て
曰
わ
く
、
此
中

こ

こ

に
深
意
有
り
、
且
つ
士
庶
清
濁
は
、
天
下
の
知
る
所
な

り
。
荘
周
漆
園
に
居
る
を
羞
じ
、
老
聃
柱
下
に
在
る
を
恥
じ
る
を
聞
か
ず
と
。
卒
に
之
に
授
く
。

數
月
に
し
て
焦
革
死
し
、
革
の
妻
袁
氏
、
猶
お
時
時
酒
を
送
る
。
歳
餘
に
し
て
、
袁
氏
又
た
死
す
。

君
嘆
き
て
曰
く
、
天

迺
す
な
わ

ち
吾
を
し
て
美
酒
に
飽
か
し
め
ず
と
。
遂
に
冠
を
掛
け
て
歸
る
）
」
と
あ

る
。
こ
れ
が
具
体
的
に
何
時
の
こ
と
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
張
錫
厚
『
王
績
研
究
』

は
太
楽
丞
を
求
め
た
年
を
貞
観
十
一
（
六
三
七
）
年
と
し
、
そ
の
職
務
を
離
れ
隠
遁
し
た
の
は
貞

観
十
二
（
六
三
八
）
年
と
し
て
い
る
。 

*8 
呂
才
「
王
無
功
文
集
序
」
に
「
貞
観
十
八
年
、
終
於
家
（
貞
観
十
八
年
、
家
に
終
わ
る
）」
と

あ
る
。 

*9 

缺
字
は□
で
示
し
た
。
缺
字
は
そ
の
ま
ま
に
訓
読
を
試
み
た
（
待
考
）。 

*10 

『
文
選
』
所
収
の
謝
朓
「
観
朝
雨
」
詩
に
「
動
息
無
兼
遂
、
歧
路
多
徘
徊
（
動
息
兼
ね
て
遂

10



                                        

                                        

                                        

             

 

ぐ
る
無
く
、
歧
路
に
多
く
徘
徊
す
）」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
に
「
動
息
猶
出
處
（
動
息
は
猶
お
出

處
の
ご
と
き
な
り
）」
と
あ
る
。 

*11 

『
文
選
』
所
収
の
阮
籍
「
詠
懐
」
其
十
六
に
「
輕
薄
閑
遊
子
、
俯
仰
乍
浮
沈
（
輕
薄
の
閑
遊

子
、
俯
仰
し

乍
あ
る
い

は
浮
沈
す
）
」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
に
「
輕
薄
之
輩
、
隨
俗
浮
沈
（
輕
薄
の
輩

は
、
俗
に
隨
い
て
浮
沈
す
）」
と
あ
る
。 

*12 

前
掲
の
金
榮
華
『
王
績
詩
文
集
校
注
』
は
、「
不
道
」「
無
情
」
を
「
王
績
自
謙
之
辭
」
と
し

て
解
釈
す
る
。 

*13 

『
晋
書
』
陶
潛
傳
「
在
縣
公
田
悉
令
種
秫
穀
、
曰
、
令
吾
常
醉
於
酒
足
矣
。
妻
子
固
請
種

𣶸𣶸

、

乃
使
一
頃
五
十
畝
種
秫
、
五
十
畝
種

𣶸𣶸

（
在
縣
の
公
田
に
悉
く
秫
穀
を

種
た
ね
う

え
し
む
、
曰
く
、
吾
を

し
て
常
に
酒
に
醉
わ
し
め
ば
足
る
と
。
妻
子
固
く

𣶸𣶸

を
種
え
ん
こ
と
を
請
う
、
乃
ち
一
頃
五
十
畝

を
し
て
秫
を
種
え
し
め
、
五
十
畝
に

𣶸𣶸

を
種
え
し
む
）」 

*14 

『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
「
歩
兵
校
尉
缺
。
廚
中
有
貯
酒
數
百
斛
。
阮
籍
乃
求
爲
歩
兵
校
尉
（
歩

兵
校
尉
缺か

く
。
廚
中
に
酒
數
百
斛
を
貯
う
有
り
。
阮
籍
乃
ち
求
め
て
歩
兵
校
尉
と
爲
る
）」 

*15 

王
績
詩
に
於
い
て
も
俗
世
間
と
の
隔
絶
を
殊
更
に
詠
わ
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

空
間
も
手
放
し
に
享
受
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
秋
園
夜
坐
」
詩
が
「
秋
來
木
葉
黃
、

半
夜
坐
林
塘
。
浅
溜
含
新
凍
、
輕
雲
護
早
霜
。
落
蛍
飛
未
起
、
驚
鳥
亂
無
行
。
寂
寞
知
何
事
、
東

籬
菊
稍
芳
（
秋
來
た
り
て
木
葉
は
黃
ば
み
、
半
夜
林
塘
に
坐
す
。
浅
溜
は
新
凍
を
含
み
、
輕
雲
は

早
霜
を
護
る
。
落
蛍
飛
び
て
未
だ
起
た
ず
、
驚
鳥
亂
れ
て
行
無
し
。
寂
寞
と
し
て
何
事
な
る
を
知

ら
ん
や
、
東
籬
の
菊
稍
芳
し
）」
と
す
る
様
に
、
陶
淵
明
と
い
う
古
の
隠
士
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
現
さ

せ
る
こ
と
で
、
俗
世
間
と
隔
絶
し
た
空
間
を
印
象
づ
け
て
い
る
。 

*16 

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
中
に
は
、
仙
界
を
否
定
す
る
表
現
も
度
々
見
え
る
。
こ
れ
は
現
実
か
ら
の

逸
脱
を
望
む
語
り
手
の
姿
と
、
表
現
外
部
に
あ
る
書
き
手
と
し
て
の
阮
籍
と
の
表
現
の
違
い
で
あ

る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。 

*17 

例
え
ば
駱
賓
王
は
「
遊
靈
公
觀
」
で
「
別
有
青
門
外
、
空
懷
玄
圃
仙
（
別
に
青
門
の
外
に
有

れ
ど
も
、
空
し
く
玄
圃
の
仙
を
懷
く
）」
と
す
る
。
更
に
「
出
石
門
」
で
は
「
暫
策
為
龍
杖
、
何
處

得
神
仙
（
暫
く

策
つ
え
つ

き
て
龍
杖
と
為
さ
ん
と
す
る
も
、
何
れ
の
處
に
か
神
仙
を
得
ん
）
」
と
述
べ
る

様
に
、
神
仙
へ
の
到
達
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
詠
う
が
、
そ
れ
が
逆
説
的
に
神
仙
を
強
く
希
求
す
る

こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

                                        

                                        

                                        

             

 
*18 

拙
稿
「
王
績
「
過
山
觀
尋
蘇
道
士
不
見
題
壁
」
四
首
考 

―
―
「
不
見
」
と
「
疑
」
「
似
」
空

間
」（『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
三
十
三
、
二
〇
一
四
）。 

*19 

「
姚
仲
由
之
正
色
、
薛
莊
周
之
言
理
（
姚
仲
由
の
正
色
、
薛
莊
周
の
言
理
）
」
と
あ
り
、
そ

の
自
注
に
「
此
溪
之
集
門
人
、
常
以
百
數
。
河
南
董
恆
、
南
陽
程
元
、
中
山
賈
瓊
、
河
南
薛
收
、

太
山
姚
義
、
太
原
溫
彥
博
、
京
兆
杜
淹
等
十
餘
人
、
稱
為
俊
潁
。
而
姚
義
多
慷
慨
、
同
儕
方
之
仲

由
、
薛
收
以
理
達
稱
、
見
方
莊
周
。
薛
實
妙
玄
理
也
（
此
の
溪
の
門
に
集
ま
る
人
、
常
に
百
を
以

て
數
う
。
河
南
の
董
恆
、
南
陽
の
程
元
、
中
山
の
賈
瓊
、
河
南
の
薛
收
、
太
山
の
姚
義
、
太
原
の

溫
彥
博
、
京
兆
の
杜
淹
等
十
餘
人
、
稱
し
て
俊
潁
と
為
す
。
而
し
て
姚
義
多
く
慷
慨
し
、
同
儕
之

を
仲
由
に
方く

ら

べ
、
薛
收
理
達
す
る
を
以
て
稱
さ
れ
、
莊
周
に
方
ぶ
。
薛
は
實
に
玄
理
に
妙
た
り
）」

と
あ
る
。 

*20 

王
氏
の
頽
勢
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎
「
王
度
『
古
鏡
記
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
太
原
王
氏
の

伝
承
―
―
」（『
東
方
学
報
』
六
十
、
一
九
八
八
）
に
詳
し
い
。 

*21 

「
拙
」
に
つ
い
て
は
、
陶
淵
明
「
歸
園
田
居
」
其
一
に
「
開
荒
南
野
際
、
守
拙
歸
園
田
（
荒

を
開
く
南
野
の
際
、
拙
を
守
り
て
園
田
に
歸
る
）
」
と
あ
り
、
「
眞
」
に
つ
い
て
は
「
飮
酒
」
其
五

の
他
、「
辛
丑
歳
七
月
赴
假
還
江
陵
夜
行
塗
口
」
に
「
養
眞
衡
茅
下
、
庶
以
善
自
名
（
眞
を
養
う
衡

茅
の
下
、
庶
は
く
は
善
を
以
て
自
ら
名
づ
け
ん
）」
と
あ
る
。 

*22 

「
坐
青
山
而
方
隱
」
の
「
方
」
字
は
、
底
本
で
は
「
非
」
に
作
る
。
本
稿
で
は
三
巻
本
の
「
方
」

を
と
っ
た
。 

*23 

「
當
歸
」
に
つ
い
て
は
、
『
列
仙
伝
』
山
圖
に
「
山
圖
者
、
隴
西
人
也
。
少
好
乘
馬
、
馬
踏

之
折
腳
。
山
中
道
人
教
令
服
地
黃
當
歸
羌
活
独
活
苦
參
散
。
服
之
一
歲
、
而
不
嗜
食
、
病
癒
身
輕
。

追
道
人
問
之
。
自
言
、
五
嶽
使
。
之
名
山
採
藥
。
能
隨
吾
、
使
汝
不
死
。
山
圖
追
隨
之
六
十
餘
年
。

一
旦
歸
來
、
行
母
服
于
家
間
。
期
年
復
去
、
莫
知
所
之
（
山
圖
は
、
隴
西
の
人
な
り
。
少
く
し
て

乘
馬
を
好
む
、
馬
之
を
踏
み
て
腳
を
折
る
。
山
中
の
道
人
教
え
て
地
黃
當
歸
羌
活
独
活
苦
參
散
を

服
せ
し
む
。
之
を
服
す
る
こ
と
一
歲
に
し
て
、
食
を
嗜
ま
ず
、
病
癒
え
て
身
輕
し
。
道
人
を
追
い

て
之
を
問
う
。
自
ら
言
う
、
五
嶽
の
使
い
な
り
。
名
山
に
之
き
て
藥
を
採
る
。
能
く
吾
に
隨
わ
ば
、

汝
を
し
て
不
死
た
ら
し
め
ん
と
。
山
圖
追
い
て
之
に
隨
う
こ
と
六
十
餘
年
。
一
旦
歸
り
來
た
り
て
、

母
の
服
を
家
間
に
行
う
。
期
年
に
し
て
復
た
去
り
、
之
く
所
を
知
る
莫
し
）
」
と
あ
り
、
「
遠
志
」

に
つ
い
て
は
、『
抱
朴
子
』
仙
薬
に
「
陵
陽
子
仲
服
遠
志
二
十
年
、
有
子
三
十
七
人
。
開
書
所
視
不
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忘
、
坐
在
立
亡
（
陵
の
陽
子
仲
遠
志
を
服
す
る
こ
と
二
十
年
、
子
三
十
七
人
有
り
。
書
を
開
き
て

視
る
所
忘
れ
ず
、
坐
在
立
亡
す
）」
と
あ
る
。

*24

金
榮
華
『
王
績
詩
文
集
校
注
』
は
「
當
歸
・
遠
志
、
皆
中
藥
名
。
此
處
取
其
字
面
意
義
雙
關

使
用
、
蓋
王
績
自
喩
往
年
之
出
仕
在
外
（
不
念
當
歸
）
非
有
遠
志
也
」
と
し
、
康
金
聲
『
王
績
集

編
年
校
注
』（
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
）
も
「
當
歸
・
遠
志
、
皆
草
藥
名
、
此
以
『
當
歸
』

指
返
回
塵
俗
、
以
『
遠
志
』
指
建
功
立
業
」
と
す
る
。

*25

『
荘
子
』
齋
物
篇
に
「
南
郭
子
綦
隱
几
而
坐
、
仰
天
而
噓
。
荅
焉
似
喪
其
耦
。
顏
成
子
游
立

侍
乎
前
。
曰
、
何
居
乎
。
形
固
可
使
如
槁
木
、
心
固
可
使
如
死
灰
乎
。
今
之
隱
几
者
、
非
昔
之
隱

几
者
也
。
子
綦
曰
、
偃
、
不
亦
善
乎
、
而
問
之
也
。
今
者
吾
喪
我
、
汝
知
之
乎
（
南
郭
子
綦
几
に
隱よ

り
て
坐
し
、
天
を
仰
ぎ
て
噓
す
。
荅
焉
と
し
て
其
の
耦
を
喪
う
に
似
た
り
。
顏
成
子
游
前
に
立
侍

す
。
曰
く
、
何
ぞ
や
。
形
は
固
よ
り
槁
木
の
如
く
な
ら
し
む
べ
く
、
心
は
固
よ
り
死
灰
の
如
く
な

ら
し
む
べ
き
か
。
今
の
几
に
隱
る
者
は
、
昔
の
几
に
隱
る
者
に
非
ざ
る
な
り
と
。
子
綦
曰
く
、
偃
、

亦
た
善
か
ら
ず
や
、

而
な
ん
じ

の
之
を
問
う
や
。
今
は
吾
我
を
喪
え
り
、
汝
之
を
知
る
か
）」
と
あ
る
。

*26

「
既
採
藥
而
爲
食
、
諒
隨
情
而
不
矯
。
負
鍤
春
前
、
腰
鎌
歲
杪
。
草
漸
密
而
饒
獸
、
樹
彌
深

而
足
鳥
。
地
寂
寞
而
森
沉
、
路
縱
橫
而
窈
窕
。
野
亭
鶴
唳
、
山
梁
雉
鷕
。
遠
遊
之
所
、
幽
棲
之
次

（
既
に
藥
を
採
り
て
食
と
爲
し
、
諒
に
情
に
隨
い
て
矯か

ざ

ら
ず
。
鍤
を
春
前
に
負
い
、
鎌
を
歲
杪
に

腰
に
す
。
草
漸
く
密
に
し
て
獸

饒
ゆ
た
か

に
、
樹
は
彌
い
よ
深
く
し
て
鳥
足
る
。
地
は
寂
寞
と
し
て
森
沉

た
り
、
路
は
縱
橫
に
し
て
窈
窕
た
り
。
野
亭
に
鶴
唳
き
、
山
梁
に
雉
鷕な

く
。
遠
遊
の
所
に
し
て
、

幽
棲
の

次
や
ど
り

な
り
）」
と
あ
る
。

*27

『
晉
書
』
孫
綽
傳
に
「
三
都
・
二
京
、
五
經
之
鼓
吹
也
（
三
都
・
二
京
は
、
五
經
の
鼓
吹
な

り
）
」
と
あ
り
、
『
南
史
』
王
筠
傳
に
「
謝
朓
常
見
語
云
、
好
詩
圓
美
流
轉
如
彈
丸
（
謝
朓
常
て
語

を
見
て
云
う
、
好
き
詩
は
圓
美
流
轉
な
る
こ
と
彈
丸
の
如
き
な
り
と
）
」
と
あ
る
。

*28

前
掲
高
木
重
俊
論
文
。

本
稿
は
科
研
費
（
若
手
研
究1

9
K1

30
93

）
の
助
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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一
．
は
じ
め
に 

　 　
２
０
２
１
年
２
月
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
な
流
行
は
未
だ
収
束
の
見
通
し
が

立
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
未
曾
有
の
状
況
に
あ
っ
て
こ
そ
正
確
な
情
報
の
収
集
と
冷
静
な
判

断
が
求
め
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
真
偽
の
定
か
で
な
い
情
報
が
飛
び
交
い
、
混
迷
に
一
層
の
拍
車

を
か
け
て
い
る
。
氾
濫
す
る
情
報
に
対
峙
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
指
針
が
必
要
と
な
る
だ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
百
年
以
上
前
に
起
き
た
八
甲
田
山
遭
難
事
件
を
題
材
に
、
史
実
が
ど
の
よ
う
に

曲
解
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
過
程
を
観
察
し
て
み
た
い
。
筆
者
の
関
心
は
、
な
ぜ
誤
り
が
発
生

す
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
誤
り
が
継
承
さ
れ
る
の
か
、
の
２
点
で
あ
る
。 

　
本
稿
に
お
け
る
年
号
は
西
暦
を
基
準
と
し
重
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
み
元
号
を
併
記
す
る
も

の
と
し
た
。
ま
た
、
資
料
名
を
除
き
適
宜
、
引
用
部
分
も
含
め
て
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。 

 

　
二
．
八
甲
田
山
遭
難
事
件 

　
　
　
二
．
一
　
遭
難
事
件
の
概
要 

　
１
９
０
２
年
（
明
治
三
十
五
年
）
、
陸
軍
の
青
森
第
五
連
隊
が
厳
冬
期
の
八
甲
田
山
中
に
お
い

て
雪
中
行
軍
実
施
中
、
吹
雪
の
中
で
進
路
を
見
失
い
彷
徨
、
参
加
将
兵
２
１
０
名
の
う
ち
１
９
９

名
が
死
亡
す
る
と
い
う
、
山
岳
史
上
に
お
い
て
も
例
を
見
な
い
大
規
模
な
遭
難
事
故
が
発
生
し

た
。
事
故
の
半
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
第
五
連
隊
編
『
遭
難
始
末
』
に
よ
れ
ば
、
第
五
連
隊
隷
下
第

　
１

二
大
隊
は
、
厳
冬
期
に
お
け
る
青
森
よ
り
三
本
木
（
現
十
和
田
市
）
へ
の
部
隊
移
動
の
可
能
性
に

つ
い
て
確
認
す
べ
く
、
中
間
地
点
で
あ
る
田
代
へ
の
雪
中
行
軍
を
計
画
。
１
月
１
８
日
に
小
部
隊

で
中
間
地
点
ま
で
日
帰
り
の
予
行
行
軍
を
実
施
し
た
上
で
、
２
１
日
に
大
隊
長
名
で
命
令
を
下

達
、
神
成
大
尉
を
指
揮
官
と
し
、
大
隊
を
構
成
す
る
４
個
中
隊
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
将
校
・
下
士
・
兵

卒
を
約
４
０
名
ず
つ
選
抜
し
一
個
小
隊
と
し
、
さ
ら
に
第
一
大
隊
・
第
三
大
隊
の
長
期
伍
長
か
ら

な
る
特
別
小
隊
を
参
加
さ
せ
た
臨
時
の
混
成
部
隊
に
よ
る
一
泊
の
行
軍
を
実
施
す
る
、
と
さ
れ

た
。
編
成
外
と
し
て
第
二
大
隊
長
山
口
少
佐
本
人
を
含
む
大
隊
本
部
が
随
行
す
る
。 

　
１
月
２
３
日
早
朝
、
予
定
通
り
屯
営
を
出
発
し
た
行
軍
隊
で
あ
っ
た
が
、
行
李
の
運
搬
が
想
定

以
上
に
困
難
を
極
め
、
天
候
の
悪
化
も
重
な
り
目
的
地
の
田
代
に
達
せ
ぬ
ま
ま
急
遽
、
雪
壕
を
掘

り
露
営
す
る
こ
と
を
決
心
。
悪
条
件
下
で
食
事
も
睡
眠
も
十
分
に
取
れ
ぬ
ま
ま
、
２
４
日
２
時

頃
、
日
の
出
を
待
た
ず
に
露
営
地
を
出
発
、
暗
が
り
と
吹
雪
に
よ
り
前
日
の
自
ら
の
足
跡
す
ら
見

失
い
行
軍
隊
は
遭
難
。
帰
営
予
定
を
一
日
過
ぎ
た
２
５
日
に
な
っ
て
も
行
軍
隊
の
帰
着
が
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
連
隊
は
急
遽
、
救
援
隊
を
編
成
、
２
６
日
早
朝
に
出
発
す
る
も
こ
の
日
は
行
軍
隊
と

接
触
で
き
ず
、
翌
２
７
日
に
な
っ
て
瀕
死
の
後
藤
伍
長
と
、
神
成
大
尉
・
及
川
伍
長
の
２
遺
体
を

発
見
。
連
隊
は
総
力
を
挙
げ
て
捜
索
を
開
始
、
下
士
・
兵
卒
か
ら
駆
り
出
さ
れ
た
人
夫
ま
で
含
め

れ
ば
千
名
を
超
え
る
人
員
を
投
入
し
た
。
次
々
に
悲
惨
な
凍
死
体
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
点
在
か
ら

行
軍
隊
が
方
向
を
失
い
彷
徨
っ
た
状
況
が
推
測
さ
れ
る
（
図
２
）
。 

　
１
月
３
１
日
、
駒
込
川
の
谷
底
に
お
い
て
山
口
大
隊
長
以
下
９
名
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
の
後
も

必
死
の
捜
索
が
な
さ
れ
最
終
的
に
は
１
７
名
の
生
存
が
確
認
さ
れ
た
が
、
う
ち
６
名
は
入
院
中
に

死
亡
（
２
月
２
日
に
亡
く
な
っ
た
山
口
大
隊
長
も
含
む
）
、
う
ち
８
名
は
四
肢
の
切
断
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
全
治
退
院
と
な
っ
た
の
は
倉
石
大
尉
、
伊
藤
中
尉
、
長
谷
川
特
務
曹
長
の
僅
か
３
名
で 

　
　
　
八
甲
田
山
遭
難
事
件
　
真
実
へ
の
彷
徨 

平
澤
　
順
治

情報錯綜速報性

責任回避記録

八甲田山死の彷徨

遭難事件（史実）

青森聯隊遭難雪中行軍

遭難始末

吹雪の惨劇 八甲田山

取材 小説化

映画『八甲田山』

資料提供 再構築

映像化 興行的成功

リーダーシップ論

セミナー 単純化

図１　遭難事件資料・文献の関連

13



あ
っ
た
。 

　
『
遭
難
始
末
』
で
は
未
曾
有
の
悪
天
候
に
遭
難
の
主
原
因
を
求
め
、
当
日
の
気
象
の
異
常
さ
が

強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説
を
翻
す
か
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
八
甲
田
山
系
を
踏
破
し

た
部
隊
が
存
在
し
た
。
弘
前
三
十
一
連
隊
、
福
島
泰
蔵
大
尉
率
い
る
３
８
名
は
十
二
日
間
の
日
程

を
か
け
て
弘
前
か
ら
十
和
田
湖
の
南
を
通
り
、
三
本
木
を
経
て
青
森
へ
到
着
。
足
の
捻
挫
（
脚
気

１
２

と
も
）
で
途
中
離
脱
し
た
１
名
を
除
き
、
全
員
が
予
定
の
コ
ー
ス
を
歩
い
て
生
還
し
た
。
当
時
、

第
五
連
隊
の
遭
難
と
併
せ
て
第
三
十
一
連
隊
の
壮
挙
も
全
国
紙
で
報
道
さ
れ
た
も
の
の
、
世
人
の

耳
目
を
集
め
た
の
は
や
は
り
悲
惨
な
事
故
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
行
軍
の
軍
事
的
価
値
が
市
井
の

一
般
市
民
に
は
伝
わ
り
に
く
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
軍
は
青
森
隊
遭
難

の
責
任
論
の
火
消
し
で
手
一
杯
だ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
所
属
連
隊
が
異
な
っ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
弘
前
雪
中
行
軍
隊
に
つ
い
て
『
遭
難
始
末
』
に
は
一
言
の
言
及
も
無
い
。 

　
二
．
二
　
遭
難
事
件
関
連
資
料 

　
悲
惨
な
遭
難
事
件
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
。
当
時
の
新
聞
報
道
を
含
め
、
遭
難
事
件 

に
関
連
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
川
口
の
著
作
の
引
用
が
充
実
し
て
い
る
。
１
９
０
２
年
１
月
２

１
２

９
日
付
『
東
奥
日
報
』
は
「
噫
至
慘
！
至
慘
‼
雪
中
行
軍
隊
の
大
椿
事
　
全
軍
貳
百
餘
の
凍
死
」

と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
見
出
し
で
事
件
を
伝
え
た
。
見
出
し
に
も
あ
る
通
り
、
こ
の
時
点

で
は
最
初
（
１
月
２
７
日
）
に
発
見
さ
れ
た
後
藤
伍
長
の
他
は
、
全
員
が
遭
難
死
し
た
と
思
わ
れ

て
い
た
（
川
口
に
よ
れ
ば
１
月
２
８
日
付
の
『
東
奥
日
報
』
に
も
遭
難
事
件
を
報
じ
る
記
事
が
掲

載
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
何
故
か
現
在
欠
号
と
な
っ
て
お
り
詳
細
の
確
認
が
で
き
な
い
と
の
こ
と

１
２

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
後
世
の
研
究
本
で
は
１
月
２
９
日
を
事
件
の
第
一
報
と
す
る
も
の
が
多

い
）
。 

　
弘
前
隊
の
踏
破
に
つ
い
て
は
、
同
行
し
た
『
東
奥
日
報
』
従
軍
記
者
、
東
海
勇
三
郎
が
１
月
３

０
日
付
『
東
奥
日
報
』
号
外
に
「
三
十
一
聯
隊
雪
中
行
軍
隊
最
後
の
三
日
」
と
題
し
、
「
茲
に
は

１
２

こ
こ

先
づ
最
近
三
日
に
於
け
る
経
過
の
梗
概
を
記
し
て
無
事
到
着
の
報
に
代
へ
ん
」
と
し
て
直
近
３
日

間
、
す
な
わ
ち
１
月
２
６
日
の
三
本
木
出
発
か
ら
同
２
８
日
田
代
で
の
露
営
ま
で
（
内
容
と
し
て

は
２
９
日
朝
の
青
森
到
着
ま
で
）
の
行
軍
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
速
報

の
中
で
東
海
は
「
兵
士
の
死
屍
二
箇
を
発
見
せ
り
」
「
誰
か
計
ら
ん
、
是
予
等
と
同
じ
く
雪
中
行

軍
の
途
に
上
れ
る
五
聯
隊
の
惨
死
者
な
ら
ん
と
は
」
と
書
き
、
八
甲
田
山
中
で
遭
難
隊
の
死
体
を

発
見
し
た
こ
と
を
公
表
し
て
し
ま
う
。
こ
の
弘
前
隊
に
よ
る
青
森
隊
遭
難
の
発
見
あ
り
や
な
し
や

は
、
後
年
ま
で
議
論
の
対
象
と
な
る
。 

　
そ
の
後
、
新
聞
で
は
軍
の
責
任
を
追
求
す
る
意
見
も
散
見
さ
れ
る
が
、
世
論
の
大
多
数
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。
１
９
０
２
年
５
月
２
８
日
、
最
後
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
る
。
残
る
銃
２
丁
、
銃
剣

８
丁
は
捜
索
を
断
念
。
７
月
２
３
日
、
事
件
か
ら
は
半
年
後
に
第
八
師
団
長
を
祭
主
と
し
た
弔
魂

祭
開
催
。
『
遭
難
始
末
』
の
発
行
は
こ
の
日
に
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
事
故
の
２
年
後
に
開
戦
し
た
日
露
戦
争
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
経
て
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦 

ま
で
、
遭
難
事
件
で
失
わ
れ
た
将
兵
の
さ
ら
に
何
千
倍
、
何
万
倍
も
の
兵
士
や
一
般
国
民
が
戦
争

の
犠
牲
と
な
る
。
青
森
隊
の
遭
難
も
弘
前
隊
の
壮
挙
も
共
に
風
化
し
忘
れ
去
ら
れ
た
か
に
思
え
た

が
、
１
９
７
１
年
（
昭
和
四
十
六
年
）
、
新
田
次
郎
が
事
件
を
題
材
に
し
た
小
説
『
八
甲
田
山
死

の
彷
徨
』
を
上
梓
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
。
さ
ら
に
１
９
７
７
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
小
説
を

　
３

も
と
に
し
た
映
画
『
八
甲
田
山
』
が
公
開
、
こ
ち
ら
も
大
ヒ
ッ
ト
作
品
と
な
る
。
小
説
と
映
画
が

　
８

多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
、
明
治
の
悲
惨
な
遭
難
事
件
は
約
７
０
年
の
時
を
経
て
再
び
日
本
人
の

記
憶
に
蘇
っ
た
。
映
画
で
描
か
れ
た
「
遭
難
し
た
大
部
隊
と
生
還
し
た
少
数
精
鋭
部
隊
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
企
業
向
け
セ
ミ
ナ
ー
の
教
材
と
も
な
っ
た
。 

　
歴
史
か
ら
教
訓
を
得
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
実
を
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
、

有
意
義
な
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
八
甲
田
山
遭
難
事
件
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
図
１
に
遭
難
事
件
に
関
す
る
資
料
・
文
献
等
の
関
連
図
を
示
す
。 

図２　遭難地之図（『遭難始末』より）
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『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
は
遭
難
事
件
の
翌
月
、
『
遭
難
始
末
』
は
半
年
後
に
発
刊
さ
れ

　
２

　
１

た
。
同
時
代
の
資
料
で
は
あ
る
が
同
じ
本
の
中
の
記
述
に
矛
盾
も
あ
る
。 

　
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
は
事
件
に
材
を
採
っ
た
新
田
次
郎
の
小
説
で
あ
り
、
在
野
の
研
究

　
３

家
、
小
笠
原
孤
酒
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
た
。
『
吹
雪
の
惨
劇
』
は
小
笠
原
の
著
作
で
あ
り
、
新

こ
し
ゅ

田
は
第
一
部
を
読
ん
で
い
る
。
一
方
、
新
田
は
古
書
店
で
『
遭
難
始
末
』
を
入
手
し
た
こ
と
か
ら

事
件
に
興
味
を
持
ち
、
短
編
『
八
甲
田
山
』
を
執
筆
。
気
象
庁
で
の
職
を
辞
し
執
筆
活
動
に
専
念

し
て
か
ら
再
度
事
件
に
取
り
組
み
大
作
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
を
書
き
上
げ
た
。 

　
映
画
『
八
甲
田
山
』
は
新
田
の
小
説
を
下
敷
き
に
製
作
さ
れ
た
。
活
字
と
映
像
と
い
う
表
現
手

　
８

法
の
違
い
は
当
然
の
こ
と
、
撮
影
上
の
制
約
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
違
い
も
多
い
が
、
現
在
流

通
す
る
八
甲
田
遭
難
事
件
の
イ
メ
ー
ジ
は
小
説
と
映
画
で
型
作
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ

う
。
後
年
の
セ
ミ
ナ
ー
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
依
拠
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 

　
次
節
に
て
、
各
資
料
に
つ
い
て
詳
説
す
る
。 

　
　
　
二
．
三
　
資
料
の
成
立 

①
　
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
　
　
　 

　
問
題
の
雪
中
行
軍
は
、
１
９
０
２
年
１
月
２
３
日
に
青
森
第
五
連
隊
の
屯
営
を
出
発
、
一
泊
行

軍
の
予
定
が
目
的
地
に
達
せ
ぬ
ま
ま
遭
難
、
２
７
日
、
瀕
死
の
生
存
者
１
名
と
遺
体
２
体
を
発
見

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
は
事
故
の
発
覚
か
ら
わ
ず
か
２
週
間
あ

　
２

ま
り
で
発
行
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
そ
の
奥
付
を

確
認
す
れ
ば
、
２
月
１
２
日
印
刷
、
１
６
日
発
行
、
２
４
日
増
補
再
版
と
あ
る
。
巻
末
の
広
告
に

２
月
１
９
日
付
奥
羽
日
日
新
聞
、
東
北
新
聞
の
「
本
書
評
」
を
載
せ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
編
者
の

百
足
登
は
東
北
新
聞
の
記
者
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

　
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
お
け
る
情
報
の
誤
り
の
一
例
を
指
摘
す
る
。
同
書
２
１
ペ
ー

ジ
か
ら
の
「
第
二
、
捜
索
隊
の
出
発
　
後
藤
伍
長
の
発
見
」
に
、
１
月
２
７
日
の
捜
索
に
お
い
て

「
雪
中
に
直
立
し
た
る
」
瀕
死
の
後
藤
伍
長
と
「
五
十
メ
ー
ト
ル
を
経
て
神
成
大
尉
が
雪
中
に
仰

向
け
に
倒
れ
た
る
を
」
発
見
し
た
際
の
状
況
が
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
同
書
１
１
０
ペ
ー
ジ
か
ら

の
「
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
増
補
」
「
捜
索
隊
の
概
況
」
１
月
２
８
日
か
ら
２
月
１
０
日
ま
で

を
読
む
と
、
そ
の
１
月
２
９
日
の
と
こ
ろ
に
「
第
八
哨
所
に
て
神
成
大
尉
の
死
体
を
発
見
せ
り
」

と
あ
る
。
雪
中
行
軍
隊
指
揮
官
で
あ
る
神
成
大
尉
の
遺
体
発
見
は
、
２
７
日
が
正
し
い
の
か
、
２

９
日
が
正
し
い
の
か
。
続
く
１
月
３
０
日
「
中
野
中
尉
以
下
死
体
三
十
六
発
見
（
注
意
）
死
体
発

見
の
数
日
々
報
告
の
も
の
と
異
な
る
は
各
哨
所
に
於
て
発
見
せ
し
も
の
を
第
八
哨
所
に
て
取
纏
め

点
検
を
行
い
然
る
後
報
告
せ
し
に
依
る
」
と
の
注
意
書
き
が
あ
る
が
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ

る
。
１
冊
の
中
で
す
で
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（
２
７
日
発
見
す
る
も
回
収
で
き
ず
山

中
に
残
置
、
２
８
日
再
度
見
失
い
、
２
９
日
再
び
発
見
・
回
収
、
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
捜
索
隊
が
あ
ま
り
に
も
拙
劣
で
あ
る
）
。
本
書
は
事
故
直
後
に
発
行
さ
れ

た
史
料
と
し
て
大
変
重
要
な
も
の
だ
が
、
速
報
性
を
重
視
し
た
た
め
か
情
報
が
錯
綜
し
た
ま
ま
に

発
行
さ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
。 

　
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
７
６
ペ
ー
ジ
か
ら
後
編
第
一
章
「
歩
兵
三
十
一
連
隊
雪
中
行

軍
」
が
載
る
。
青
森
隊
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
八
甲
田
山
系
を
通
り
落
伍
者
も
出
さ
ず
踏
破
し
た
弘
前

隊
「
福
島
大
尉
以
下
二
十
九
名
」
（
こ
の
資
料
で
は
２
９
名
）
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
国

立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
８
１
ペ
ー
ジ
か
ら
８
８
ペ
ー
ジ
ま
で
が
欠
落
し

て
お
り
、
弘
前
隊
の
１
月
２
５
日
の
行
程
、
三
本
木
村
か
ら
増
澤
村
到
着
ま
で
し
か
確
認
で
き
な

い
。 

　
欠
落
に
よ
り
後
編
第
二
章
の
タ
イ
ト
ル
は
確
認
で
き
な
い
が
、
末
文
よ
り
仙
台
第
四
連
隊
の
将

官
に
よ
る
青
森
隊
・
弘
前
隊
の
比
較
寸
評
と
思
わ
れ
る
。
第
三
章
「
雪
中
の
軍
隊
教
育
」
、
第
四

章
「
雪
中
凍
死
隊
」
、
第
五
章
「
凍
死
の
歌
」
、
第
六
章
「
全
国
の
評
論
」
と
続
く
。
第
五
章
に

採
ら
れ
た
脇
屋
三
郎
作
詞
「
吊
凍
死
大
隊
の
歌
（
と
う
し
だ
い
た
い
と
む
ら
い
の
う
た
）
」
に
は

「
第
五
連
隊
の
一
部
隊
／
山
口
少
佐
の
指
揮
の
下
／
混
成
大
隊
編
成
し
／
二
十
三
日
の
朝
ま
だ

も
と

き
」
な
ど
事
件
の
速
報
に
即
し
た
文
言
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
哀
れ
凍
死
の
二
百
人
」
は
部
隊
全

滅
の
誤
報
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
事
件
か
ら
半
月
の
う
ち
に
作
詞
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
さ
ら
に
「
悼
東
北
兵
凍
死
之
歌
（
と
う
ほ
く
へ
い
と
う
し
を
い
た
む
の
う
た
）
」
と
し
て
和

歌
十
首
が
載
る
。
こ
れ
ら
の
歌
を
各
種
事
故
報
告
と
共
に
同
書
に
収
め
た
明
治
の
新
聞
記
者
の
バ

ラ
ン
ス
感
覚
は
、
筆
者
の
理
解
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
時
の
編
集
者
な
り
の
弔
意
の

表
明
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

②
　
『
遭
難
始
末
』 

　
事
故
の
半
年
後
、
１
９
０
２
年
７
月
に
発
行
さ
れ
た
第
五
連
隊
編
『
遭
難
始
末
』
は
公
刊
の
事

　
１

故
報
告
書
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
と
し
て
の
価
値
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

　
非
常
に
些
末
な
点
で
あ
る
が
、
『
遭
難
始
末
』
が
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
を
引
用
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
点
を
挙
げ
る
。
雪
中
行
軍
の
実
施
に
あ
た
り
、
直
前
の
１
月
１
８
日
に
日
帰
り

の
予
行
練
習
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
軍
と
し
て
は
慎
重
に
計
画
が
進
め
ら
れ
た
証
左
と
し
て
記
録

に
残
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
は
「
歩
兵
大
尉
神
成
文
吉
氏

の
指
揮
下
に
一
中
隊
を
編
成
し
踏
雪
隊
二
十
人
を
先
導
と
し
」
と
あ
り
、
『
遭
難
始
末
』
に
は
「
神

成
大
尉
の
指
揮
下
に
一
中
隊
を
編
成
し
」
「
此
行
軍
は
二
十
名
よ
り
成
る
寒
地
着
隊
を
先
頭
と

か
ん
じ

き

し
」
と
あ
る
。
中
隊
を
編
成
し
た
、
と
し
か
記
載
が
無
い
た
め
、
厳
密
に
は
こ
の
予
行
演
習
の
参

加
総
数
は
分
か
ら
な
い
。
後
年
の
研
究
書
で
、
例
え
ば
三
上
、
山
下
は
２
０
名
と
し
て
い
る
が
、

１
０ 

１
１
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こ
れ
は
『
遭
難
始
末
』
の
先
の
文
章
を
「
此
行
軍
は
二
十
名
よ
り
成
る
」
で
区
切
っ
て
誤
読
し
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
を
併
せ
て
読
め
ば
そ
の
よ
う
な
誤
読
は
起
こ

ら
な
い
し
、
２
０
名
で
は
小
隊
編
成
と
し
て
も
少
な
い
。
カ
ン
ジ
キ
や
橇
を
牽
く
者
は
随
時
交
代

し
た
だ
ろ
う
か
ら
、
川
口
の
４
０
名
と
い
う
推
測
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
研
究
本
の
些

１
２

末
な
誤
り
を
指
摘
し
た
い
の
で
は
な
く
、
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ

と
は
『
遭
難
始
末
』
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
次
の
文
章
の
類
似

か
ら
も
、
引
用
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

同
日
午
前
八
時
三
十
分
第
五
連
隊
屯
営
を
出
発
し
同
十
一
時
三
十
分
目
的
地
た
る
燧
山
近
傍

に
達
し
午
後
二
時
帰
営
、
屯
営
燧
山
間
の
距
離
約
二
里
半
に
し
て
往
路
に
は
四
時
間
、
帰
路

は
二
時
間
を
費
や
し
少
し
く
人
跡
あ
る
部
分
は
一
里
の
徒
歩
行
に
一
時
間
半
、
全
く
人
跡
な

か
ち

き
部
分
は
二
時
間
を
要
す
　
　
　
　
　
　
　
（
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
３
ペ
ー
ジ
） 

午
前
七
時
三
十
分
屯
営
を
出
発
同
十
一
時
三
十
分
小
峠
丘
麓
に
達
し
午
後
二
時
過
帰
営
す
屯

営
小
峠
間
里
程
約
二
里
強
往
路
に
は
四
時
間
帰
路
に
は
二
時
間
を
費
や
し
全
く
人
跡
な
き
部

分
の
行
進
に
は
一
里
に
二
時
間
を
要
せ
り
　
　
　
　
　
（
『
遭
難
始
末
』
５
〜
６
ペ
ー
ジ
） 

　
両
方
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
目
的
地
の
燧
山
（
ス
イ
ザ
ン
ま
た
は
ヒ
ウ
チ
ヤ
マ
か
）
は
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
青
森
県
内
で
は
下
北
半
島
、
恐
山
の
さ
ら
に
北
に
燧
岳
（
ヒ
ウ
チ
ダ
ケ
）
を
見

つ
け
た
が
、
あ
ま
り
に
も
場
所
が
違
い
過
ぎ
、
地
名
の
焼
山
（
ヤ
ケ
ヤ
マ
）
に
し
て
も
増
沢
の

先
、
三
本
木
に
近
い
。
仙
台
の
新
聞
記
者
で
あ
る
百
足
が
何
か
の
資
料
で
混
同
し
た
の
だ
ろ
う

か
。 

　
到
着
が
１
１
時
半
で
往
路
４
時
間
な
ら
逆
算
し
た
出
発
時
間
は
７
時
半
が
正
し
く
、
こ
れ
も
百

足
の
ミ
ス
を
『
遭
難
始
末
』
が
修
正
し
て
辻
褄
を
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
時
間
・
距
離
・

速
度
の
情
報
が
含
ま
れ
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
怖
れ
て
、
『
遭
難
始
末
』
は
「
二
里
半
」
を
「
二

里
強
」
と
少
し
曖
昧
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
遭
難
始
末
』
が
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中

行
軍
』
（
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
じ
原
資
料
）
を
引
き
写
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。 

　
引
き
写
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
書
か
れ
て
い
て
、
『
遭
難
始

末
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
事
項
も
あ
る
。
一
例
と
し
て
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
の
「
第
二

章
　
雪
中
行
軍
」
に
は
「
歩
兵
第
五
連
隊
長
津
川
歩
兵
大
佐
は
軍
隊
の
雪
中
行
動
研
究
の
た
め
雪

中
行
軍
を
為
す
の
計
画
を
劃
し
立
見
第
八
師
団
長
に
具
申
」
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
連
隊
長
が

企
画
、
師
団
長
が
承
認
し
た
も
の
と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
遭
難
始
末
』
に
は

対
応
す
る
文
章
が
無
く
、
上
級
部
隊
の
関
与
が
確
認
で
き
な
い
。
日
本
語
特
有
の
主
語
の
無
い
文

章
で
企
画
立
案
の
責
任
の
所
在
が
曖
昧
な
ま
ま
、
大
隊
長
判
断
で
神
成
大
尉
を
行
軍
隊
長
と
す
る

命
令
が
な
さ
れ
た
、
と
続
け
て
し
ま
う
。
山
口
大
隊
長
も
神
成
大
尉
も
遭
難
で
死
亡
、
当
然
な
が

ら
『
遭
難
始
末
』
発
行
時
に
は
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
。
意
図
的
な
削
除
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。 

　
肝
心
な
そ
の
命
令
の
記
載
も
い
い
加
減
で
あ
る
。
大
隊
長
が
命
じ
た
と
い
う
「
第
四
、
行
軍
に

関
す
る
命
令
」
で
は
詳
細
が
不
明
で
「
五
、
右
の
外
実
施
に
関
す
る
細
事
は
凡
て
神
成
大
尉
の
指

示
を
受
く
べ
し
」
と
丸
投
げ
さ
れ
て
お
り
、
一
方
「
第
七
、
神
成
大
尉
の
計
画
」
は
「
神
成
大
尉

が
大
隊
長
の
意
図
を
受
け
細
部
の
計
画
を
立
て
た
る
原
稿
に
し
て
大
尉
の
死
体
と
共
に
発
見
」
さ

れ
た
も
の
で
、
「
覚
書
」
に
過
ぎ
な
い
が
大
体
こ
の
通
り
実
施
し
た
よ
う
な
の
で
原
稿
の
ま
ま
掲

載
す
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
遭
難
始
末
』
執
筆
者
に
、
本
気
で
遭
難
事
件
か
ら
教

訓
を
得
よ
う
と
す
る
考
え
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

　
こ
の
「
覚
書
」
に
は
「
出
場
人
員
」
の
表
が
あ
り
各
中
隊
か
ら
の
参
加
人
員
が
階
級
毎
に
一
覧

で
き
、
総
計
２
１
０
名
と
な
っ
て
い
る
。
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
あ
っ
た
参
加
者
名
簿

は
無
く
、
巻
末
に
「
遭
難
死
亡
者
人
名
」
を
附
す
る
の
み
。
第
八
中
隊
の
倉
石
大
尉
は
前
日
の
壮

行
会
席
上
、
山
口
少
佐
か
ら
直
々
に
説
得
さ
れ
急
遽
参
加
と
決
め
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る

（
『
歩
兵
第
五
聯
隊
史
』
に
記
載
）
。
命
令
「
覚
書
」
の
表
で
は
第
八
中
隊
の
将
校
の
欄
４
名
、

１
２

す
な
わ
ち
倉
石
大
尉
を
含
む
人
数
と
な
っ
て
い
る
。
神
成
大
尉
が
計
画
書
の
下
書
き
を
行
軍
に
持

参
し
た
と
い
う
話
と
、
倉
石
大
尉
が
行
軍
前
日
に
参
加
を
決
め
た
と
い
う
話
、
ど
ち
ら
が
真
実
な

の
だ
ろ
う
か
。
積
雪
の
八
甲
田
山
中
に
命
令
の
下
書
き
原
稿
を
肌
身
離
さ
ず
持
参
し
た
と
い
う
雪

中
行
軍
隊
長
は
、
な
ら
ば
命
令
の
最
終
版
の
完
成
原
稿
は
一
体
ど
こ
に
保
管
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
出
場
人
員
」
の
表
は
大
隊
本
部
の
小
計
４
名
と
い
う
数
字
も
、
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』

の
３
名
と
矛
盾
す
る
。 

　
大
隊
長
の
命
令
で
は
「
田
代
に
向
い
一
泊
行
軍
を
行
う
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
一
方
、
神
成
大

尉
の
「
覚
書
」
に
は
「
宿
営
地
の
里
程
及
給
養
予
定
」
に
二
泊
三
日
、
田
代
・
鱒
澤
（
『
青
森
聯

隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
で
は
「
増
澤
」
）
を
経
て
三
本
木
（
現
十
和
田
市
）
の
計
画
が
表
で
示
さ
れ

て
い
る
。
表
の
備
考
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
第
二
日
以
下
実
施
せ
ず
」
と
書
き
入
れ
た
の
は
、
『
遭

難
始
末
』
を
編
集
し
た
将
官
は
、
一
泊
説
で
な
く
二
泊
三
日
説
を
支
持
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

場
合
、
三
本
木
に
進
出
し
た
二
百
名
の
将
兵
は
、
ま
た
八
甲
田
山
系
を
通
っ
て
歩
い
て
帰
っ
て
く

る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
当
然
、
鉄
道
の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
が
、
同
書
に
は
帰
路
に
つ

い
て
一
切
の
記
載
が
無
い
）
。
命
令
の
基
本
で
あ
る
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
か
、
が
全
て
曖
昧
な

の
で
あ
る
。
問
題
は
、
山
口
少
佐
や
神
成
大
尉
が
本
当
に
曖
昧
な
命
令
を
出
し
た
の
か
否
か
、
で

は
な
く
、
曖
昧
な
情
報
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
認
識
で
き
て
い
な
い
『
遭
難
始

末
』
編
集
者
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
不
明
の
誹
り
を
承
知
で
韜
晦
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
別
の
思
惑
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。 
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『
遭
難
始
末
』
に
は
生
存
者
の
証
言
に
基
づ
く
遭
難
の
状
況
や
そ
の
後
の
捜
索
の
状
況
な
ど
も

詳
細
に
記
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
も
そ
も
の
出
版
の
目
的
が
上
級
部
隊
の
責
任
回
避
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
り
、
全
て
を
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
な
お
、
所
属
連
隊
が

異
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
弘
前
隊
の
行
軍
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。 

③

『
吹
雪
の
惨
劇
』 

『
吹
雪
の
惨
劇
』
は
大
戦
後
、
在
野
の
研
究
者
が
独
力
で
遭
難
事
件
の
記
録
を
ま
と
め
た
自
費

出
版
の
書
籍
で
あ
る
。
全
５
部
の
大
作
と
な
る
計
画
だ
っ
た
が
、
１
９
７
０
年
に
第
１
部
、
１
９

７
４
年
に
第
２
部
を
出
版
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
作
者
は
小
笠
原
孤
酒
、
本
名
は
小
笠
原
広
治
、

こ
し
ゅ

１
９
２
６
年
（
大
正
十
五
年
）
に
青
森
県
の
十
和
田
湖
町
で
生
ま
れ
た
元
新
聞
記
者
で
あ
る
。
小

笠
原
の
足
跡
は
同
郷
の
後
輩
、
三
上
悦
雄
の
著
作
に
詳
し
い
。 

１
０

　
時
事
新
報
社
の
記
者
で
あ
っ
た
小
笠
原
が
、
同
紙
の
産
経
新
聞
へ
の
吸
収
を
契
機
に
職
を
辞
し

た
の
が
１
９
５
５
年
（
昭
和
三
十
年
）
。
そ
の
後
、
フ
リ
ー
の
文
筆
家
と
し
て
糊
口
を
凌
い
で
い

た
が
、
郷
里
の
青
森
県
で
自
衛
隊
の
普
通
科
第
五
連
隊
（
普
通
科
は
旧
陸
軍
で
い
う
と
こ
ろ
の
歩

兵
科
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
も
継
承
し
て
い
る
が
、
旧
陸
軍
の
第
五
連
隊
と
直
接
の
関
係
は
無
い
）

が
、
八
甲
田
山
遭
難
事
件
の
経
路
を
辿
る
冬
季
訓
練
を
企
画
し
て
い
る
、
と
の
記
事
を
見
て
、
風

化
し
た
遭
難
事
件
を
取
材
し
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
を
思
い
立
つ
。
こ
の
時

点
で
は
小
笠
原
と
遭
難
事
件
の
間
に
は
、
青
森
と
い
う
共
通
項
し
か
無
い
。 

　
取
材
手
法
は
い
か
に
も
元
新
聞
記
者
ら
し
い
、
自
ら
現
地
を
回
り
、
関
係
者
に
会
っ
て
話
を
聞

い
て
回
る
と
い
う
実
直
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
本
稿
図
１
で
は
『
遭
難
始
末
』
に
取
材
と
し
た

が
、
当
然
な
が
ら
入
手
し
う
る
限
り
の
資
料
を
収
集
、
事
件
当
時
の
新
聞
や
青
森
市
史
な
ど
も
参

考
に
し
た
と
あ
る
。
青
森
雪
中
行
軍
隊
最
後
の
生
き
残
り
と
な
っ
た
小
原
忠
三
郎
元
伍
長
に
も
国

立
箱
根
療
養
所
ま
で
足
を
運
び
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
る
。
３
回
目
に
し
て
最
後
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
１
９
６
９
年
（
昭
和
四
十
四
年
）
８
月
。
翌
１
９
７
０
年
２
月
、
小
原
は
天
寿
を
全

う
、
享
年
は
数
え
で
九
〇
歳
。
小
笠
原
の
取
材
に
よ
り
貴
重
な
証
言
が
後
世
に
残
さ
れ
た
こ
と
と

な
る
（
鴻
上
尚
史
が
特
攻
隊
の
生
き
残
り
、
佐
々
木
友
次
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
『
不
死
身
の
特

攻
兵
』
を
上
梓
し
た
こ
と
と
、
そ
の
社
会
的
意
義
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
）
。
同
１

１
８

９
７
０
年
７
月
、
『
吹
雪
の
惨
劇
』
第
一
部
（
前
夜
編
・
行
軍
編
）
を
自
費
出
版
。
時
系
列
に
沿
っ

て
青
森
隊
と
弘
前
隊
の
両
部
隊
を
比
較
し
つ
つ
細
大
漏
ら
さ
ず
事
件
を
記
録
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
は
、
小
笠
原
の
構
想
で
は
全
５
部
の
大
作
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。 

　
知
人
の
伝
で
小
笠
原
が
取
材
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
小
説
家
の
新
田
次
郎
は
彼
に
手
紙

を
書
き
、
二
人
の
初
め
て
の
対
面
が
同
１
９
７
０
年
８
月
。
新
田
の
青
森
取
材
が
９
月
。
小
笠
原

は
現
地
を
案
内
す
る
と
と
も
に
、
取
材
で
得
た
情
報
を
惜
し
み
な
く
提
供
し
た
ら
し
い
。
『
遭
難

始
末
』
で
は
単
な
る
加
療
中
の
死
亡
と
な
っ
て
い
る
山
口
大
隊
長
の
ピ
ス
ト
ル
自
殺
説
も
、
小
笠

原
が
親
族
か
ら
の
取
材
で
情
報
を
得
て
、
新
田
に
提
供
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

新
田
は
自
殺
説
を
小
説
に
採
り
入
れ
た
。
翌
１
９
７
１
年
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
発
刊
。
新
田

は
小
説
に
後
記
し
た
「
取
材
ノ
ー
ト
」
で
小
笠
原
の
協
力
に
対
す
る
謝
辞
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

書
店
に
は
並
ば
な
い
『
吹
雪
の
惨
劇
』
の
入
手
法
ま
で
懇
切
に
記
載
し
て
い
る
。
た
だ
し
三
上
の

確
認
に
よ
れ
ば
、
『
新
田
次
郎
全
集
』
で
は
「
取
材
ノ
ー
ト
」
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
文
庫
本
で

は
「
取
材
ノ
ー
ト
」
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
小
笠
原
に
関
す
る
文
章
は
全
て
削
ら
れ
て
い
る
。

１
０

ま
た
、
三
上
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
新
田
の
小
説
の
「
人
間
実
験
」
と
い
う
結
論
に
も
反
撥
を
禁
じ

得
な
か
っ
た
ら
し
い
。 

　
新
田
の
小
説
に
遅
れ
る
こ
と
３
年
、
１
９
７
４
年
（
昭
和
四
十
九
年
）
９
月
に
『
吹
雪
の
惨

劇
』
第
二
部
（
遭
難
編
・
葛
藤
編
）
を
自
費
出
版
す
る
も
、
結
局
こ
れ
が
最
終
巻
と
な
る
。
資
金

面
で
の
行
き
詰
ま
り
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
新
田
の
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
と
で
、

明
治
の
悲
惨
な
事
件
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
蘇
ら
せ
戦
後
の
世
に
問
う
、
と
い
う
執
筆
の

動
機
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

　
小
笠
原
の
残
し
た
も
う
一
つ
の
業
績
と
し
て
、
遭
難
事
件
と
靖
国
神
社
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。
遭
難
事
件
で
亡
く
な
っ
た
将
兵
は
戦
死
者
に
準
ず
る
と
さ
れ
た
た
め
、
靖
国
神

社
へ
の
合
祀
が
検
討
さ
れ
た
が
、
結
局
は
戦
争
中
で
は
な
い
平
時
の
訓
練
中
の
事
故
で
あ
っ
た
こ

と
を
理
由
に
却
下
さ
れ
た
。
新
田
は
小
説
の
終
章
で
「
靖
国
神
社
に
合
祀
す
る
と
い
う
こ
と
を
聞

い
て
、
遺
家
族
も
国
民
も
よ
う
や
く
納
得
し
た
」
と
書
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
、
神
社
側
が
拒

絶
し
た
経
緯
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
小
笠
原
は
調
査
を
進
め
る
中
で
こ
の
合
祀
問
題
に
気

付
き
、
１
９
８
１
年
（
昭
和
五
十
六
年
）
神
社
側
に
合
祀
を
請
願
す
る
も
、
戦
死
者
で
は
な
い
こ

と
を
理
由
に
断
ら
れ
る
。
さ
ら
に
遺
族
ら
の
署
名
を
集
め
１
９
８
７
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
再
度

請
願
す
る
も
、
同
じ
理
由
で
却
下
。 

　
９

　
１
９
０
２
年
１
月
２
９
日
に
八
甲
田
山
遭
難
事
件
を
報
じ
た
『
東
奥
日
報
』
は
、
元
号
が
平
成

と
改
ま
っ
た
１
９
８
９
年
８
月
３
０
日
、
小
笠
原
の
死
亡
記
事
を
載
せ
る
。
享
年
六
三
歳
。
未
完

に
終
わ
っ
た
『
吹
雪
の
惨
劇
』
と
と
も
に
、
合
祀
の
問
題
も
さ
ぞ
心
残
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
笠
原
が
青
森
隊
、
弘
前
隊
、
そ
の
表
面
的
な
成
功
や
失
敗
に
関
係
な
く

平
等
に
注
い
だ
眼
差
し
は
、
新
田
の
小
説
に
も
確
実
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
彼
の
取
材
が
な
け

れ
ば
、
我
々
の
知
る
八
甲
田
山
遭
難
事
件
は
ま
た
別
の
色
彩
を
帯
び
て
い
た
だ
ろ
う
。
一
方
で
、

軍
の
思
惑
で
矛
盾
だ
ら
け
の
『
遭
難
始
末
』
他
の
史
料
か
ら
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
し
よ
う

と
い
う
試
み
は
、
不
良
品
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
そ
も
そ
も
が

不
可
能
な
試
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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④
　
『
八
甲
田
山
』 

　
小
説
家
、
新
田
次
郎
。
本
名
藤
原
寛
人
。
八
甲
田
山
遭
難
事
件
の
十
年
後
、
１
９
１
２
年
（
明

ひ
ろ
と

治
四
十
五
年
）
長
野
県
生
ま
れ
。
満
州
国
観
象
台
勤
務
時
に
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
を
迎
え
、
新
田

本
人
は
抑
留
、
生
き
別
れ
た
妻
は
幼
子
３
人
を
連
れ
大
変
な
困
難
を
伴
っ
て
帰
国
、
こ
の
引
き
揚

げ
時
の
壮
絶
な
体
験
を
著
し
た
も
の
が
藤
原
て
い
『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』
で
あ
り
、
１
９

４
９
年
発
刊
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
。
ち
な
み
に
、
こ
の
本
に
登
場
す
る
「
次
男
」
が
数
学
者
の
藤

　
７

原
正
彦
で
あ
る
。 

　
１
９
５
６
年
『
強
力
伝
』
に
て
直
木
賞
受
賞
（
作
品
の
発
表
は
１
９
５
１
年
）
。
１
９
６
６
年

に
気
象
庁
を
辞
し
、
以
降
は
執
筆
活
動
に
専
念
。
気
象
庁
勤
務
時
代
の
経
験
と
知
識
を
活
か
し

た
、
山
に
ま
つ
わ
る
作
品
を
多
く
著
し
た
こ
と
か
ら
「
山
岳
小
説
家
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
新
田
本
人
は
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

　
『
八
甲
田
山
』
か
ら
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
白

い
花
が
好
き
だ
』
所
収
の
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
「
遭
難
始
末
」
と
の
出
会
い
』
に
詳
し
い
。
こ

　
６

れ
に
よ
れ
ば
、
少
年
時
代
に
軍
歌
の
一
節
と
し
て
親
し
ん
だ
程
度
の
遭
難
事
件
で
あ
っ
た
が
、
気

象
庁
勤
務
時
代
に
『
遭
難
始
末
』
を
古
書
店
で
入
手
、
執
筆
欲
を
そ
そ
ら
れ
小
品
『
八
甲
田
山
』

を
仕
上
げ
た
、
と
あ
る
。
作
品
は
１
９
５
６
年
刊
『
孤
島
　
他
四
編
』
に
収
録
。
事
件
の
ス
ケ
ー

ル
に
比
し
原
稿
用
紙
３
０
枚
ほ
ど
の
内
容
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
お
り
、
執
筆
活
動
に
専
念
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
大
作
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
に
取
り
掛
か
っ
た
と
い
う
。 

　
『
八
甲
田
山
』
の
結
末
に
は
「
救
助
さ
れ
た
者
は
僅
か
に
十
一
名
、
大
隊
長
山
田
少
佐
、
今
成

　
５

大
尉
を
含
め
て
残
る
百
九
十
九
名
の
生
命
は
、
こ
と
ご
と
く
雪
の
下
に
眠
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。

山
田
少
佐
の
モ
デ
ル
山
口
少
佐
は
じ
め
６
名
は
救
助
さ
れ
た
後
に
入
院
先
で
亡
く
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
厳
密
に
は
１
９
９
名
が
雪
の
下
と
い
う
解
釈
は
正
し
く
な
い
。
『
遭
難
始
末
』
は
「
第
六
章
　

　
１

特
別
業
務
」
第
５
節
「
衛
生
事
項
」
「
四
、
生
存
者
の
救
護
並
に
治
療
」
に
一
覧
表
を
掲
載
し
１

７
名
の
入
院
患
者
の
治
療
の
経
過
を
ま
と
め
て
い
る
。
官
姓
名
も
載
せ
て
い
る
た
め
、
山
口
少
佐

の
入
院
加
療
中
の
死
亡
は
明
ら
か
で
あ
り
、
新
田
ら
し
か
ら
ぬ
ミ
ス
と
思
え
る
が
、
大
隊
長
は
３

１
日
に
発
見
、
救
助
さ
れ
２
月
２
日
に
亡
く
な
っ
た
、
と
い
う
経
緯
は
短
編
の
ラ
ス
ト
と
し
て
は

回
り
く
ど
い
。
資
料
と
の
矛
盾
は
知
り
つ
つ
、
「
こ
と
ご
と
く
雪
の
下
」
と
創
作
し
た
可
能
性
も

も
ち
ろ
ん
あ
る
。 

　
な
お
、
同
様
の
ミ
ス
は
後
藤
伍
長
の
銅
像
の
碑
文
に
も
見
ら
れ
る
。
「
掘
得
大
尉
神
成
文
吉
以 

下
百
九
十
九
人
屍
其
幸
而
得
生
者
大
隊
長
少
佐
山
口
鋠
等
十
有
一
人
而
已
」
と
あ
る
が
、
雪
を

掘
っ
て
得
た
御
遺
体
は
１
９
３
人
分
で
６
人
は
入
院
で
亡
く
な
っ
た
、
ま
た
最
終
的
に
生
き
残
っ

た
の
は
１
１
人
だ
が
こ
こ
に
山
口
少
佐
は
含
ま
れ
な
い
（
川
口
の
指
摘
に
よ
る
）
。
創
作
を
含
む

１
２

小
説
な
ら
と
も
か
く
、
軍
が
悲
劇
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
建
立
し
た
銅
像
で
、
な
ぜ 

こ
の
よ
う
な
単
純
な
誤
り
を
犯
し
た
の
か
。 

　
短
編
『
八
甲
田
山
』
は
行
軍
の
発
案
も
今
成
大
尉
と
し
、
判
断
ミ
ス
で
部
隊
を
遭
難
さ
せ
て
し

ま
っ
た
指
揮
官
と
炭
焼
き
の
経
験
を
活
か
し
生
き
延
び
た
江
藤
伍
長
、
２
名
の
対
比
を
中
心
に
描

く
。
こ
の
た
め
、
山
田
少
佐
は
脇
役
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
道
に
迷
い
渓
流
を
渡
り
、
靴
を
濡
ら

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
凍
傷
、
遭
難
を
決
定
づ
け
る
。
こ
の
シ
ー
ン
は
新
田
の
創
作
で
追
加
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
軍
の
装
備
で
、
雪
道
を
歩
い
た
だ
け
で
凍
傷
に
な
っ
た
こ
と
が
、
新
田

に
と
っ
て
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

⑤
　
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』 

　
本
作
は
短
編
『
八
甲
田
山
』
の
リ
ラ
イ
ト
で
は
な
い
。
一
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
本
作
は
、
青
森

隊
の
悲
惨
な
遭
難
と
弘
前
隊
の
紙
一
重
の
生
還
を
描
き
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
、
新
田
次
郎
の
代
表
作１

９

と
な
っ
た
。 

　
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
で
は
、
作
品
内
で
参
考
文
献
が
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
る
。 

こ
の
と
き
の
状
況
を
歩
兵
第
五
聯
隊
編
集
、
明
治
三
十
五
年
七
月
二
十
三
日
発
行
の
『
遭
難

始
末
』
よ
り
原
文
ど
お
り
抜
粋
す
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
章
　
３
） 

こ
の
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
正
式
遭
難
報
告
書
と
も
い
う
べ
き
『
遭
難
始
末
』
に
は
、 

（
引
用
部
中
略
） 

と
書
い
て
あ
る
が
、
昭
和
四
十
年
に
自
衛
隊
第
九
師
団
が
発
行
し
た
『
陸
奥
の
吹
雪
』
に
は

む

つ

『
第
五
聯
隊
雪
中
行
軍
の
遭
難
に
よ
せ
る
教
訓
』
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
あ
る
。 

（
引
用
部
中
略
） 

こ
の
引
用
文
の
中
の
姓
は
実
在
し
た
人
物
の
姓
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
第
二
章
　
５
） 

　
新
田
は
神
成
大
尉
を
『
八
甲
田
山
』
で
は
今
成
大
尉
、
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
で
は
神
田
大

尉
、
両
作
に
共
通
し
て
山
口
少
佐
は
山
田
少
佐
、
後
藤
伍
長
は
江
藤
伍
長
、
『
八
甲
田
山
死
の
彷

徨
』
の
み
登
場
す
る
福
島
大
尉
は
徳
島
大
尉
、
と
変
名
を
用
い
た
。
実
名
を
使
わ
な
か
っ
た
理
由

を
新
田
は
筆
に
丸
み
を
持
た
せ
る
た
め
と
し
て
い
る
が
、
『
遭
難
始
末
』
他
の
引
用
部
分
で
は
実

名
も
載
せ
て
お
り
、
右
に
引
い
た
と
お
り
「
実
在
し
た
人
物
の
姓
」
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
念
を
押
し
て

い
る
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
で
筆
に
丸
み
が
付
い
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。 

事
件
の
真
相
を
比
較
的
正
確
に
告
げ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
い
い
加
減
な
も
の
も
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
遭
難
始
末
』
に
は
次
の
と
お
り
に
記
し
て
あ
る
。 
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（
引
用
部
中
略
） 

と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
背
嚢
を
焼
く
が
如
き
虚
構
の
流
説
に
関
し
て
は
、
同
じ
本
の
第
二

章
行
軍
実
施
及
び
遭
難
の
景
況
の
第
三
日
（
一
月
二
十
五
日
）
の
項
の
中
に
、
大
隊
長
が
人

事
不
省
に
な
っ
た
と
き
、 

「…
…

背
嚢
ノ
木
框
ヲ
脱
シ
テ
燃
料
ト
為
シ
、
火
ヲ
点
ジ
テ
大
隊
長
ヲ
煖
メ
蘇
生
ヲ
図

き
わ
く

あ
た
た

リ…
…

」 
と
書
か
れ
て
い
る
。
背
嚢
を
焼
い
た
の
で
は
な
く
、
背
嚢
の
木
框
だ
け
を
焼
い
た
の
だ
と
い

う
詭
弁
は
か
え
っ
て
世
人
の
顰
蹙
を
買
っ
た
。
『
遭
難
始
末
』
は
明
治
三
十
五
年
の
七
月
に

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
と
し
て
も
未
だ
に
冷
静
を
取
り
戻
し
て
は
い
な
か
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
章
　
１
） 

　
新
田
が
『
遭
難
始
末
』
を
参
考
文
献
と
し
な
が
ら
も
盲
信
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知

れ
る
。
遭
難
隊
が
背
嚢
を
燃
や
し
て
暖
を
と
っ
た
と
噂
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
『
遭

難
始
末
』
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。
背
嚢
と
同
時
に
銃
を
焼
い
た
か
ど
う
か
も
事
件
発
生
当
時

は
議
論
と
な
っ
た
が
、
銃
を
焼
い
て
し
ま
う
と
小
説
の
中
の
「
銃
二
梃
」
と
い
う
小
道
具
の
意
味

が
な
く
な
る
た
め
、
新
田
は
銃
の
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
。 

三
月
の
末
に
な
っ
て
、
東
北
新
聞
記
者
、
百
足
登
編
と
し
て
、
木
文
書
店
か
ら
『
青
森
聯
隊

遭
難
　
雪
中
行
軍
』
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
に
も
徳
島
隊
が
五
聯
隊
の
遭
難
凍

死
者
二
体
と
二
梃
の
小
銃
を
発
見
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
　
　
　
（
終
章
　
２
） 

　
本
稿
で
前
述
し
た
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
も
参
考
資
料
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る

が
な
ぜ
か
発
行
日
が
１
ヶ
月
後
に
な
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
、
実
際
に
は
新
田
は
こ
の
資
料
を
見

て
い
な
い
。
前
述
の
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
「
遭
難
始
末
」
と
の
出
会
い
』
に
記
載
が
あ
る
。
重

　
６

要
な
一
節
と
思
わ
れ
る
の
で
長
め
に
引
用
す
る
。
こ
の
史
料
が
自
衛
隊
の
広
報
施
設
に
て
保
管
さ

れ
て
い
る
と
知
っ
た
新
田
は
史
料
の
一
部
を
書
き
写
し
て
欲
し
い
と
知
り
合
い
に
依
頼
す
る
。 

そ
の
資
料
は
あ
る
将
校
が
転
任
の
際
持
ち
出
し
た
ま
ま
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と

だ
っ
た
。
戦
前
の
軍
隊
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
し
、
現
代
の
感
覚
で
も
了
解
に
苦
し
む

こ
と
だ
っ
た
。
問
題
の
資
料
は
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
と
題
し
て
東
北
新
聞
社
記
者

百
足
登
編
、
明
治
三
十
五
年
二
月
、
木
文
書
店
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
に

は
、
歩
兵
三
十
一
聯
隊
の
福
島
小
隊
が
雪
中
行
軍
中
に
、
第
五
聯
隊
の
遭
難
凍
死
体
二
名
と

銃
二
梃
を
発
見
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
五
年
二
月
と
い
う

と
遭
難
直
後
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
々
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
だ
ろ
う
と

思
っ
た
が
、
つ
い
に
こ
の
資
料
に
は
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

　
や
は
り
新
田
は
「
二
月
」
と
い
う
正
確
な
発
行
年
月
を
知
っ
て
い
る
。
引
用
文
中
の
「
福
島
小

隊
」
と
は
、
小
説
中
の
徳
島
大
尉
率
い
る
弘
前
行
軍
隊
の
こ
と
で
あ
る
。
将
校
（
幹
部
自
衛
官
の

こ
と
か
？
）
が
貴
重
な
資
料
を
紛
失
し
た
と
い
う
話
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
不
適
切
な
物
品
管
理
、

幹
部
の
モ
ラ
ル
の
低
さ
が
露
呈
し
て
い
る
。
反
対
に
紛
失
そ
の
も
の
が
外
部
に
対
す
る
虚
偽
の
説

明
で
あ
れ
ば
、
嘘
を
つ
い
て
ま
で
見
せ
た
く
な
い
何
か
が
そ
の
資
料
に
書
か
れ
て
い
た
と
も
と
れ

る
。
戦
後
発
足
し
た
自
衛
隊
が
日
露
戦
争
前
の
旧
軍
を
か
ば
う
か
の
よ
う
な
、
一
種
異
様
な
身
内

意
識
が
感
ぜ
ら
れ
気
持
ち
悪
い
。
現
在
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
お
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
誰
で
も
読
む
こ
と
が
可
能　

２

で
あ
る
が
、
新
田
の
言
う
死
体
発
見
の
箇
所
は
８
１
ペ
ー
ジ
か
ら
の
欠
落
部
分
に
合
致
す
る
。
奇

妙
な
符
合
で
あ
る
。 

徳
島
隊
を
案
内
し
た
熊
ノ
沢
の
案
内
人
の
七
人
は
、
徳
島
大
尉
に
絶
対
言
う
な
と
口
止
め
さ

れ
た
ま
ま
、
長
い
間
、
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
が
、
昭
和
五
年
に
な
っ
て
苫
米
地
吉
重
氏
に

よ
っ
て
初
め
て
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
『
八
甲
田
山
麓
雪
中
行
軍
秘
話
』
が
こ
れ
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
章
　
５
） 

　
広
範
な
資
料
に
基
づ
き
『
雪
の
八
甲
田
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
』
を
著
し
た
川
口
は
「
著
書
の

中
に
、
『
八
甲
田
山
麓
雪
中
行
軍
秘
話
』
と
『
陸
奥
の
吹
雪
』
の
存
在
を
書
き
記
し
て
い
る
。
こ

れ
は
小
説
家
の
誠
意
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
新
田

１
２

が
『
八
甲
田
山
麓
雪
中
行
軍
秘
話
』
を
入
手
し
て
読
ん
だ
の
か
、
小
笠
原
か
ら
そ
の
存
在
だ
け
を

聞
き
知
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
短
編
『
八
甲
田
山
』
で
は
ど
の
資
料
名
も
出
て
こ
な
い

（
「
一
月
三
十
日
の
大
阪
朝
日
新
聞
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
の
み
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
八
甲

田
山
死
の
彷
徨
』
は
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
研
究
論
文
さ
な
が
ら
に
多
く
の
参
考
資
料
名
が
そ
の

著
者
名
、
発
行
年
と
共
に
示
さ
れ
る
。
現
実
の
事
件
に
取
材
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
演
出

と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
世
の
研
究
者
に
『
遭
難
始
末
』
だ
け
が
史
料
の
全

て
で
は
な
く
、
ま
た
『
遭
難
始
末
』
に
書
か
れ
た
こ
と
が
全
て
真
実
と
も
限
ら
な
い
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
織
り
込
ん
だ
、
と
も
解
釈
で
き
る
。
新
田
の
本
当
の
狙
い
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、

後
世
多
く
の
八
甲
田
山
遭
難
事
件
研
究
者
を
生
ん
だ
要
因
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
。
小
説
の
内
容
に

つ
い
て
は
第
三
章
に
お
い
て
後
述
し
た
い
。 
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⑥

映
画
『
八
甲
田
山
』 

映
画
『
八
甲
田
山
』
は
小
説
発
行
の
六
年
後
、
１
９
７
７
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
公
開
。
監

８

督
、
森
谷
司
郎
。
脚
本
、
橋
本
忍
。
３
年
に
渡
る
冬
の
八
甲
田
山
で
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
撮
影
な
ど

が
話
題
に
な
る
。
改
め
て
そ
の
配
役
を
見
れ
ば
製
作
陣
の
力
の
入
れ
よ
う
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

　
弘
前
第
三
十
一
連
隊
　
　
高
倉
健
（
徳
島
大
尉
役
） 

　
前
田
吟
（
斉
藤
伍
長
役
） 

　
加
賀
ま
り
こ
（
徳
島
大
尉
の
妻
妙
子
役
） 

　
秋
吉
久
美
子
（
案
内
人
さ
わ
役
） 

　
青
森
第
五
連
隊
　

　
北
大
路
欣
也
（
神
田
大
尉
役
） 

　
三
國
連
太
郎
（
山
田
少
佐
役
） 

　
加
山
雄
三
（
倉
田
大
尉
役
） 

　
栗
原
小
巻
（
神
田
大
尉
の
妻
は
つ
子
役
） 

　
上
官
役
に
も
大
滝
秀
治
（
旅
団
参
謀
長
）
、
丹
波
哲
郎
（
第
三
十
一
連
隊
長
）
、
藤
岡
琢
也

（
第
一
大
隊
長
）
、
小
林
桂
樹
（
第
五
連
隊
長
）
と
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
並
ぶ
。 

　
も
っ
と
も
、
筆
者
の
世
代
で
は
７
０
年
代
の
日
本
映
画
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
は
鑑
賞
し
て
い
な

い
た
め
、
そ
の
空
気
感
が
掴
め
な
い
。
本
稿
で
は
映
画
監
督
・
押
井
守
の
映
画
評
を
手
が
か
り
と

す
る
。 

　
『
押
井
守
監
督
が
語
る
映
画
で
学
ぶ
現
代
史
』
で
は
『
仁
義
な
き
戦
い
』
を
取
り
上
げ
、
高
倉

２
０

健
を
「
着
流
し
の
任
侠
映
画
」
の
代
表
格
と
し
て
、
伝
統
的
な
世
代
の
ヤ
ク
ザ
映
画
の
俳
優
と
位

置
付
け
る
。
高
倉
健
の
よ
う
に
着
流
し
を
着
こ
な
せ
る
俳
優
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
、
一
方
で
映

画
会
社
の
新
規
路
線
開
拓
と
い
う
需
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
現
代
ヤ
ク
ザ
を
描
い
た
『
仁
義
な
き
戦

い
』
（
１
９
７
３
年
）
と
い
う
画
期
的
な
作
品
が
現
れ
た
、
と
押
井
は
見
る
。 

２
１　

第
１
作
の
ヒ
ッ
ト
を
受
け
て
わ
ず
か
３
ヶ
月
後
に
公
開
さ
れ
た
第
２
作
『
仁
義
な
き
戦
い
　
広

島
死
闘
編
』
に
お
い
て
、
北
大
路
欣
也
は
本
作
の
主
役
と
も
言
う
べ
き
山
中
正
治
役
を
演
ず
る
。

明
治
の
軍
人
と
戦
後
の
ヤ
ク
ザ
で
は
真
逆
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
組
織
の
矛
盾
に
翻
弄
さ
れ
た
若

者
が
最
後
に
孤
独
な
死
を
迎
え
る
と
い
う
役
ど
こ
ろ
に
、
筆
者
は
あ
る
種
、
共
通
す
る
も
の
を
感

じ
る
。
北
大
路
欣
也
は
さ
ら
に
１
９
７
４
年
６
月
公
開
の
第
５
作
『
仁
義
な
き
戦
い
　
完
結
編
』

で
も
松
村
保
と
い
う
重
要
な
役
を
演
ず
る
。
東
映
の
製
作
に
も
関
わ
ら
ず
、
高
倉
健
は
こ
の
シ

リ
ー
ズ
に
は
５
作
い
ず
れ
に
も
登
場
し
な
い
。 

　
映
画
『
八
甲
田
山
』
で
青
森
隊
、
弘
前
隊
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雪
中
行
軍
を
指
揮
し
た
隊
長
役
を
、

現
代
ヤ
ク
ザ
映
画
で
注
目
を
集
め
た
北
大
路
と
任
侠
ヤ
ク
ザ
映
画
で
確
固
た
る
地
位
を
得
て
い
た 

高
倉
が
演
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
筆
者
の
感
想
で
は
、
両
名
の
年
齢
差
も
あ
り
、
原
作
よ
り
も 

徳
島
大
尉
に
貫
禄
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
。 

　
小
説
に
書
か
れ
る
神
田
大
尉
の
「
彼
は
明
治
元
年
秋
田
県
の
漁
村
に
生
れ
た
。
十
九
歳
の
と
き

陸
軍
教
導
団
に
入
団
し
、
二
十
一
歳
で
軍
曹
に
な
り
、
累
進
し
て
、
二
十
八
歳
の
と
き
に
少
尉
に

任
官
し
た
。
大
尉
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
四
年
五
月
で
あ
っ
た
」
と
い
う
略
歴
は
、
現
実
の

神
成
大
尉
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
山
下
は
生
ま
れ
を
１
８
６
９
年
（
明
治
二
年
）
と
す
る
。

１
１

雪
中
行
軍
時
、
数
え
で
な
く
現
代
の
年
齢
の
数
え
方
で
い
え
ば
３
２
歳
。
一
方
の
徳
島
大
尉
に
つ

い
て
新
田
は
「
神
田
大
尉
の
方
が
年
齢
は
上
で
あ
っ
た
が
、
大
尉
に
な
っ
た
の
は
徳
島
大
尉
の
方

が
早
か
っ
た
」
と
書
く
が
、
こ
れ
は
神
田
大
尉
の
平
民
出
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
強
調
す
る
た
め

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
モ
デ
ル
の
福
島
大
尉
は
１
８
６
６
年
（
慶
応
二
年
）
生
ま
れ
、
明
治

三
十
一
年
に
大
尉
昇
進
。
確
か
に
大
尉
に
な
っ
た
の
は
福
島
が
三
年
早
い
が
、
神
成
も
福
島
も
同

１
１

じ
く
教
導
団
を
経
て
士
官
、
年
齢
が
三
歳
上
で
同
じ
よ
う
な
コ
ー
ス
な
の
だ
か
ら
特
に
不
思
議
は

な
い
。
雪
中
行
軍
時
３
５
歳
。
対
し
て
映
画
公
開
時
の
北
大
路
欣
也
は
３
４
歳
、
高
倉
健
は
４
６

歳
。
な
お
、
映
画
の
神
田
大
尉
と
徳
島
大
尉
の
会
話
の
中
で
、
徳
島
大
尉
は
津
軽
出
身
だ
と
語
ら

れ
る
。
現
実
の
福
島
大
尉
は
群
馬
県
の
出
身
で
あ
り
、
小
説
で
は
徳
島
大
尉
の
生
ま
れ
に
関
す
る

１
１

記
載
は
無
い
。
映
画
で
は
回
想
シ
ー
ン
と
の
辻
褄
合
わ
せ
の
た
め
に
設
定
を
変
え
た
の
だ
ろ
う

か
。
結
果
的
に
、
映
画
の
徳
島
大
尉
は
部
隊
経
験
も
長
く
、
郷
里
青
森
の
自
然
や
地
形
に
も
詳
し

い
と
い
う
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
得
て
し
ま
っ
た
。 

　
小
説
を
原
作
と
す
る
映
画
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
新
田
が
構
築
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
八

甲
田
山
遭
難
事
件
が
映
像
と
共
に
人
々
に
共
有
さ
れ
、
現
在
多
く
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と

な
っ
て
い
る
。
映
画
も
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
説
と
並
行
し
て
第
３
章
で
詳
述
し
た
い
。 

　
二
．
四
　
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
」
と
い
う
受
容 

　
前
節
で
、
明
治
の
事
件
発
生
後
の
資
料
と
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
成
立
し
た
小
説
、
映
画
に
つ
い

て
一
連
の
流
れ
に
沿
っ
て
概
観
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
作
ら
れ
た
際
に
様
々
な
思
惑
で
情
報
の

取
捨
選
択
や
意
図
的
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
小
説
と
映
画
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
多

く
の
日
本
人
が
八
甲
田
で
の
悲
劇
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
１
９
７
０
年
代
、
太
平
洋
戦
争

の
敗
戦
か
ら
も
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、
世
の
中
は
経
済
成
長
の
真
っ
只
中
で
あ
る
。
遭
難
事
件
を
軍

隊
と
い
う
特
異
な
組
織
を
背
景
と
し
て
起
き
た
不
条
理
な
悲
劇
と
し
て
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス

パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
有
り
体
に
言
え
ば
会
社
勤
め
の
我
が
身
に
照
ら
し
て
捉
え
直
し

た
者
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
軍
隊
の
序
列
を
、
会
社
の
中
間
管
理
職
に
見
立
て
た
作
品
の
理
解

が
現
れ
た
。
三
上
の
述
懐
に
拠
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
小
説
が
ヒ
ッ
ト
し
た
早
い
段
階
か

１
０ 

ら
現
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 
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「
会
社
が
危
難
に
直
面
し
た
時
、
中
間
管
理
職
や
企
業
の
ト
ッ
プ
と
は
ど
の
よ
う
に
進
退
を

決
す
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
本
で
も
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
、
社
員
研
修
の
教
材
に
ま
と

め
買
い
す
る
会
社
が
あ
っ
た
と
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
ま
た
話
題
に
な
っ
て
売

れ
行
き
を
増
や
し
た
。 

　
こ
の
よ
う
な
受
容
を
背
景
に
、
小
説
ま
た
は
映
画
を
元
に
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
が
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
一
例
と
し
て
山
下
康
博
の
著
し
た
『
指
揮
官
の
決
断
』
を
挙
げ
る
。
山
下
は
１

１
１

９
４
０
年
（
昭
和
十
五
年
）
青
森
生
ま
れ
、
高
校
で
教
鞭
を
執
っ
た
の
ち
実
業
界
に
転
身
、
八
甲

田
山
遭
難
事
件
を
題
材
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
数
多
く
開
く
。
２
０
０
４
年
に
講
演
録
『
天
に
勝
つ

べ
し－

八
甲
田
山
雪
中
行
軍
成
功
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
学
ぶ
』
（
北
の
街
社
）
を
発
刊
、
『
指
揮
官

の
決
断
』
（
中
経
出
版
）
は
２
冊
目
の
本
と
な
る
。 

大
所
帯
の
青
森
隊
を
企
業
に
見
立
て
れ
ば
、
こ
の
企
業
は
全
滅
、
倒
産
の
道
を
た
ど
っ
た
こ

と
に
な
り
、
一
方
の
弘
前
隊
は
小
所
帯
な
が
ら
ビ
ッ
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
見
事
に
成
し
遂
げ

多
く
の
成
果
を
後
世
に
残
し
た
。 

　
山
下
の
視
点
は
明
確
で
あ
る
。
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
お
手
本
あ
る
い
は
正
解
が
あ
る
と
い
う

前
提
で
遭
難
事
件
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
弘
前
隊
の
リ
ー
ダ
ー
福
島
大
尉

を
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
セ
ミ
ナ
ー
の
主
軸
と
な
る
た
め
、
「
弘
前
隊
」＝

「
成
功
」＝

「
善
」
が
強
調
さ
れ
、
対
照
的
に
「
青
森
隊
」＝

「
失
敗
」＝
「
悪
」
と
評
価
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
「
私
は
、
成
功
と
失
敗
の
要
因
を
も
っ
て
勝
ち
負
け
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な

い
」
と
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
つ
つ
も
「
空
前
の
大
恐
慌
の
中
で
、
大
企
業
は
倒
産
し
、
中
小
企
業

は
見
事
に
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
」
と
断
言
し
て
し
ま
う
。
軍
隊
内
の
力
学
で
自
発
的
に
課
し
た

八
甲
田
雪
中
行
軍
と
い
う
リ
ス
ク
と
、
一
企
業
や
個
人
の
判
断
で
は
避
け
が
た
い
経
済
恐
慌
の
リ

ス
ク
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　
本
稿
で
は
も
ち
ろ
ん
セ
ミ
ナ
ー
の
是
非
ま
で
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、
問
題
は
セ
ミ
ナ
ー
講
師
の

主
張
で
は
な
く
、
そ
れ
を
良
し
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
受
講
者
の
側
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
山

下
の
セ
ミ
ナ
ー
は
好
評
を
博
し
た
の
か
？
「
弘
前
隊
」＝

「
少
数
精
鋭
」＝

「
中
小
企
業
」
と
い

う
分
か
り
や
す
い
見
立
て
が
、
ま
さ
に
中
小
企
業
を
率
い
る
経
営
者
の
耳
に
心
地
良
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
。
歴
史
上
の
出
来
事
か
ら
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
は
勿
論
重
要
だ
が
、
１
０
０
年
も

前
に
終
わ
っ
た
出
来
事
の
結
果
だ
け
を
見
て
「
遭
難
」＝

「
失
敗
」
、
「
生
還
」＝

「
成
功
」
と 

い
う
単
純
な
２
元
論
で
評
価
を
下
す
の
は
、
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
は
教
え
や
す
く
聞
き
や
す
い
だ
ろ 

う
が
、
遭
難
事
件
の
本
質
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
リ
ー
ダ
ー
個
人
の
資
質
と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

に
の
み
成
功
の
理
由
を
求
め
る
と
、
結
局
は
安
易
な
精
神
論
に
陥
る
よ
う
に
思
え
る
。 

二
．
五
　
「
資
料
」＝

「
真
実
」
と
い
う
誤
解 

　
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』
の
終
章
「
陰
謀
論
は
な
ぜ
人
気
が
あ
る
の
か
？
」
に
お
い
て
、
呉
座

２
２

勇
一
は
「
過
去
を
復
元
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
知
る
歴
史
学
者
は
安
易
に
「
真
実
」
と
い
う
言
葉

は
使
わ
な
い
の
だ
が
、
陰
謀
論
者
は
乱
発
す
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
書
く
。 

陰
謀
論
も
、
表
の
歴
史
、
公
式
的
な
歴
史
と
は
異
な
る
裏
の
歴
史
、
真
実
の
歴
史
と
い
う
触

れ
込
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
気
を
博
す
。
「
教
科
書
の
記
述
を
盲
信
す
る
一
般
人
と
違
っ

て
、
私
は
歴
史
の
真
実
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
尊
心
を
陰
謀
論
は
与
え
て
く
れ
る
の

だ
。
ま
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
陰
謀
論
は
教
科
書
的
な
歴
史
像
よ
り
単
純
明
快
で
分
か
り

や
す
い
こ
と
が
多
い
。
歴
史
の
勉
強
を
せ
ず
と
も
簡
単
に
理
解
で
き
て
、
か
つ
周
囲
の
人
間

に
対
し
て
優
越
感
を
抱
け
る
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
い
も
の
は
な

い
だ
ろ
う
。 

　
八
甲
田
山
遭
難
事
件
の
「
真
実
」
と
喧
伝
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
陰
謀
論
」
と
は

多
少
性
格
を
異
に
す
る
が
、
な
ぜ
多
く
語
ら
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要

な
指
摘
か
と
思
う
。
八
甲
田
山
遭
難
事
件
は
小
説
と
映
画
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
有
名
に
な
っ
た
。
映

画
の
原
作
で
も
あ
る
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
は
、
新
田
次
郎
の
構
成
の
確
か
さ
も
あ
り
、
作
中

で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
何
度
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
遭
難

事
件
の
「
正
史
」
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
得
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
反
動
と
し
て
、
後
年
の
著
述
家

は
競
っ
て
本
の
タ
イ
ト
ル
に
「
真
実
」
を
標
榜
す
る
と
い
う
慣
例
を
生
ん
だ
（
本
稿
も
敢
え
て
そ

の
不
思
議
な
な
ら
わ
し
に
従
っ
た
）
。
２
０
０
２
年
、
百
年
の
節
目
を
機
会
に
遭
難
事
件
が
再
注

目
さ
れ
、
そ
の
後
、
関
連
本
の
出
版
が
相
次
い
だ
。
こ
こ
で
は
こ
の
時
期
に
発
行
さ
れ
た
３
冊
の

本
の
、
帯
の
作
文
（
表
紙
側
）
に
注
目
し
て
み
た
い
。
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。 

兵
士
た
ち
の
死
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た 

明
治
３
５
年
、
青
森
歩
兵
五
連
隊
の
１
９
９
人
が
死
亡
し
た
吹
雪
の
惨
劇
。
真
相
追
及
半
ば

に
倒
れ
た
元
時
事
新
報
記
者
・
小
笠
原
孤
酒
の
遺
志
を
継
ぎ
、
元
毎
日
新
聞
記
者
の
著
者
が

調
査
、
晩
年
に
力
を
振
り
絞
っ
て
書
き
下
ろ
し
た
迫
真
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。 

　
（
三
上
悦
雄
『
八
甲
田
死
の
雪
中
行
軍
真
実
を
追
う
』
２
０
０
４
年
） 

１
０

21



「
死
の
行
軍
」
の
真
相
　
作
家
　
早
乙
女
貢
　
推
薦 

二
百
十
名
の
う
ち
、
た
っ
た
十
一
名
し
か
生
き
残
れ
な
か
っ
た
「
雪
中
、
死
の
行
軍
」
。
そ

の
指
揮
官
山
口
大
隊
長
の
ピ
ス
ト
ル
自
殺
は
、
果
た
し
て
事
実
か
。
多
く
の
疑
問
を
抱
か
せ

ら
れ
て
い
た
「
八
甲
田
山
雪
中
の
迷
走
」
の
真
実
が
こ
こ
に
あ
る
。
日
露
戦
争
を
目
前
に
し

た
皇
軍
の
苛
酷
な
訓
練
が
齎
し
た
悲
劇
。
も
う
一
人
の
指
揮
官
福
島
大
尉
の
苦
悩
と
決
断
。

こ
れ
は
百
年
目
に
し
て
は
じ
め
て
明
か
さ
れ
た
死
の
行
軍
の
真
相
で
あ
る
。 

　
（
山
下
康
博
『
指
揮
官
の
決
断
』
２
０
０
５
年
） 

１
１

日
露
戦
争
の
２
年
前
、
厳
冬
の
八
甲
田
山
系
で
既
に
闘
い
は
始
ま
っ
て
い
た
！ 

防
衛
庁
秘
蔵
の
資
料
を
駆
使
し
て
、
生
存
率
５
％
の
大
量
遭
難
の
謎
と
真
実
に
迫
る
。 

　
（
戦
略
戦
史
研
究
会
『
生
存
率
５
％
の
闘
い
』
２
０
０
６
年
） 

１
３

　
残
念
な
が
ら
『
生
存
率
５
％
の
闘
い
』
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
手
元
の
初
版
第
１

１
３

刷
で
は
誤
字
脱
字
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
は
『
遭
難
始
末
』
の

「
携
行
す
べ
き
器
具
材
料
並
糧
秣
」
の
表
中
「
清
酒
　
二
斗
〇
〇
」
と
あ
る
の
を
「
二
〇
〇
斗
」

と
写
し
間
違
え
、
「
清
酒
一
人
当
た
り
百
合
は
明
ら
か
に
多
い
が
」
凍
結
実
験
の
た
め
か
し
ら
、

ひ
ゃ
く
ご
う

な
ど
と
書
い
て
い
る
。
巻
頭
に
は
「
本
書
を
国
家
の
た
め
に
八
甲
田
山
及
び
日
露
戦
争
で
戦
死
し

た
二
百
余
名
の
戦
士
に
捧
げ
る
」
と
あ
る
。
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。 

　
三
上
の
本
は
親
交
の
あ
っ
た
小
笠
原
孤
酒
の
業
績
を
世
に
知
ら
せ
た
い
と
い
う
想
い
で
書
か
れ

た
。
山
下
の
本
は
前
述
の
通
り
福
島
大
尉
の
功
績
を
伝
え
よ
う
と
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
略

戦
史
研
究
会
は
そ
の
会
の
名
称
が
示
す
通
り
、
戦
史
か
ら
教
訓
を
得
よ
う
と
書
か
れ
た
本
で
あ
ろ

う
。
三
者
三
様
、
異
な
る
動
機
を
持
っ
て
書
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
共
通
し
て
「
真
実
」

を
謳
い
文
句
に
し
て
い
る
の
が
面
白
い
。
同
時
に
、
「
真
実
」
を
謳
う
遭
難
事
件
本
に
お
い
て
、

会
話
文
が
多
用
さ
れ
る
の
も
不
思
議
な
一
致
で
あ
る
。 

　
村
上
の
剣
幕
に
、
温
厚
な
山
口
が
た
じ
ろ
い
だ
。 

「
わ
か
っ
た
。
連
隊
長
が
な
ぜ
大
寒
に
こ
だ
わ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
行
軍
時
期
の
変
更

を
お
願
い
し
て
み
る
。
そ
の
と
き
は
土
地
っ
子
の
村
上
さ
ん
が
、
『
一
月
実
施
で
は
、
軍
医

と
し
て
参
加
隊
員
の
命
の
保
証
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
』
と
説
明
し
て
も
い
い
か
な
」 

「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
い
く
ら
で
も
村
上
の
せ
い
に
し
て
く
だ
さ
い
」 

「
部
下
を
死
地
に
又
火
鉢
か
、
と
の
一
言
は
効
い
た
よ
。
北
の
脅
威
に
備
え
て
一
兵
た
り
と

も
損
じ
て
は
な
ら
な
い
時
期
だ
。
そ
の
お
り
は
、
私
の
同
行
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
」 

１
０

　
三
上
は
（
あ
る
い
は
小
笠
原
は
）
山
口
少
佐
の
雪
中
行
軍
参
加
に
不
自
然
な
も
の
を
感
じ
た
の

だ
ろ
う
。
大
隊
付
き
軍
医
の
村
上
か
ら
の
諫
言
と
い
う
場
面
を
創
作
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説

を
採
る
と
、
今
度
は
村
上
軍
医
の
雪
中
行
軍
隊
不
参
加
が
不
自
然
に
な
っ
て
し
ま
う
（
同
行
し
遭

難
死
し
た
の
は
三
大
隊
付
き
の
永
井
軍
医
）
。 

　
弘
前
隊
は
雪
壕
の
中
で
終
夜
立
ち
続
け
て
夜
明
け
を
待
っ
た
。 

「
眠
る
な
、
眠
ら
せ
る
な
！
　
こ
こ
で
凍
死
す
る
こ
と
日
本
が
ロ
シ
ア
に
負
け
る
こ
と
だ
。

満
州
や
シ
ベ
リ
ア
は
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
！
」 

　
一
人
な
り
と
も
死
な
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
福
島
大
尉
の
叱
咤
が
飛
ぶ
。 

１
１

　
山
下
が
福
島
大
尉
に
リ
ー
ダ
ー
の
理
想
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理
想
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

の
福
島
大
尉
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
島
大
尉
が
ど
こ
ま
で
ロ
シ
ア
と
の
開
戦
を
意
識
し

自
分
た
ち
の
雪
中
行
軍
を
位
置
付
け
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
部
下
に
も
意
識
さ
せ
て
い
た
か
、
実

際
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
が
、
本
当
に
「
満
州
や
シ
ベ
リ
ア
」
を
意
識
し
て
い
た
の
な
ら
、
地

元
の
案
内
人
を
依
頼
す
る
こ
と
や
村
落
で
の
宿
泊
・
食
糧
調
達
は
一
切
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
時
点
で
全
て
現
地
調
達
に
よ
る
大
陸
侵
攻
を
企
図
し
て
い
た

の
か…鳴

沢
露
営
地
か
ら
馬
立
場
に
出
る
ま
で
、
川
や
岸
に
阻
ま
れ
て
三
度
も
転
回
運
動
を
し
た
の

で
、
絶
望
し
た
神
成
大
尉
が
「
天
は
我
を
見
捨
て
た
。
全
員
昨
夜
の
露
営
地
で
死
の
う
。
」

と
叫
ん
だ
。 

１
３

　
映
画
で
有
名
に
な
っ
た
シ
ー
ン
で
あ
る
が
、
生
存
者
の
証
言
か
ら
そ
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
特
に
遭
難
後
の
経
緯
は
少
数
の
生
存
者
の
証
言
と

遺
体
発
見
位
置
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
証
言
も
極
限
状
態
で
の
思
考
能
力
低
下
、
錯

覚
、
記
憶
の
混
乱
な
ど
を
踏
ま
え
て
吟
味
す
べ
き
資
料
で
あ
ろ
う
。
小
説
な
ら
読
者
を
引
き
込
む

た
め
に
会
話
文
を
使
う
の
は
全
く
問
題
な
い
。
「
真
実
」
を
求
め
た
研
究
本
で
あ
る
と
称
し
な
が

ら
不
用
意
に
会
話
文
を
挟
む
の
が
危
険
な
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
３
冊
に
目
を
通
し
て
い
く
と
、
彼
ら
が
言
う
「
真
実
」
と
は
な
に
か
が
見
え
て
く

る
。
つ
ま
り
、
新
田
の
小
説
と
資
料
に
違
い
を
発
見
し
て
、
脊
髄
反
射
的
に
小
説
は
嘘
、
資
料
こ

そ
真
実
、
と
仕
分
け
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
新
田
の
小
説
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
だ
か

ら
創
作
を
含
む
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
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反
す
る
資
料
が
絶
対
的
な
真
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
当
然
で
あ
る
。
オ
セ
ロ
の
駒
の
よ

う
に
黒
を
ひ
っ
く
り
返
せ
ば
白
に
な
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
す
で
に
『
青
森 

聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
や
『
遭
難
始
末
』
に
誤
謬
や
矛
盾
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
。
資
料
そ
の 

も
の
の
正
確
さ
を
吟
味
す
る
視
点
が
、
ご
っ
そ
り
抜
け
落
ち
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

　
こ
こ
で
再
度
、
雪
中
行
軍
は
一
泊
か
二
泊
か
の
問
題
を
蒸
し
返
そ
う
。
三
上
は
小
笠
原
が
取
材

で
得
た
複
数
の
傍
証
を
も
と
に
二
泊
行
軍
説
を
採
っ
た
と
し
て
い
る
。
山
下
は
一
泊
二
日
、
た
だ

し
天
候
が
良
け
れ
ば
二
泊
三
日
に
伸
ば
そ
う
と
い
う
二
段
構
え
だ
っ
た
、
と
い
う
解
説
を
す
る
。

戦
略
戦
史
研
究
会
は
山
口
大
隊
長
は
二
泊
三
日
の
行
軍
を
決
定
し
た
と
記
し
な
が
ら
、
命
令
で
は

一
泊
行
軍
と
書
い
て
お
り
、
単
に
『
遭
難
始
末
』
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
い
る
。 

　
「
真
実
」
は
「
陸
軍
は
雪
中
行
軍
隊
の
計
画
が
一
泊
な
の
か
二
泊
な
の
か
す
ら
把
握
し
て
お
ら

ず
、
遭
難
発
生
後
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
」
、
で
あ
る
。 

　
二
．
六
　
「
日
露
戦
争
開
戦
前
夜
」
と
い
う
言
説 

　
八
甲
田
山
遭
難
事
件
に
つ
い
て
解
説
し
た
書
籍
に
お
い
て
、
「
日
露
戦
争
開
戦
の
二
年
前
」
と

い
う
但
し
書
き
は
最
早
、
枕
詞
か
と
思
え
る
ほ
ど
定
番
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
後
世
の
我
々
は

１
９
０
２
年
遭
難
事
件
、
１
９
０
４
年
日
露
戦
争
開
戦
と
い
う
歴
史
年
表
を
元
に
事
件
を
見
て
し

ま
い
が
ち
で
あ
る
。
も
う
少
し
長
い
ス
パ
ン
で
見
る
な
ら
ば
、
日
清
戦
争 →

 

三
国
干
渉 →

 

八

甲
田
山
遭
難
事
件
（
日
英
同
盟
締
結
）→

 

日
露
戦
争 →
 

ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
締
結
と
い
う
時
系
列

の
中
で
の
遭
難
事
件
の
位
置
付
け
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
遭
難
事
件
の
当
事
者
に
と
っ

て
、
日
露
戦
争
は
あ
く
ま
で
未
来
の
出
来
事
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
国
民
が
戦
争
を
支
持
し
開

戦
、
日
本
が
勝
利
し
た
た
め
、
遭
難
事
件
に
関
し
て
陸
軍
が
主
張
し
た
「
厳
冬
期
訓
練
の
必
要

性
」
「
訓
練
想
定
の
妥
当
性
」
「
事
故
か
ら
教
訓
が
得
ら
れ
た
」
と
い
う
言
説
が
説
得
力
を
持
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
、
あ
く
ま
で
も
結
果
論
で
あ
る
。 

　
ア
ン
ヌ
・
モ
レ
リ
は
そ
の
著
書
『
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
１
０
の
法
則
』
に
お
い
て
、
第
一
の
法

１
５

則
を
「
わ
れ
わ
れ
は
戦
争
を
し
た
く
な
い
」
、
第
二
の
法
則
を
「
し
か
し
敵
側
が
一
方
的
に
戦
争

を
望
ん
だ
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
則
を
八
甲
田
山
遭
難
事
件
に
ま
で
敷
衍
す
れ
ば
、
陸
軍
は
冬

季
訓
練
実
施
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
が
た
め
に
来
た
る
べ
き
日
露
戦
争
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
挙
げ

な
が
ら
、
一
方
で
そ
の
戦
争
と
は
、
我
々
の
望
ま
な
い
侵
略
に
対
す
る
防
衛
戦
争
だ
、
と
す
る
態

度
を
取
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
音
と
し
て
の
海
外
の
寒
冷
地
へ
の
出
兵
を
前
提
と

し
た
訓
練
、
建
前
と
し
て
の
自
衛
手
段
を
講
じ
る
た
め
の
訓
練
。
こ
の
本
音
と
建
前
の
合
い
の
子

が
、
ロ
シ
ア
軍
の
青
森
侵
攻
と
い
う
想
定
だ
と
言
っ
て
良
い
。 

　
『
生
存
率
５
％
の
闘
い
』
の
「
は
じ
め
に
」
で
は
「
第
五
連
隊
第
二
大
隊
が
八
甲
田
雪
中
行
軍

１
３

を
実
施
し
た
の
は
来
る
べ
き
対
ロ
シ
ア
戦
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
書
き
、
「
プ
ロ
ロ
ー

グ
」
に
お
い
て
も
「
ロ
シ
ア
艦
隊
が
青
森
湾
を
封
鎖
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
青
森
か
ら
田
代
街

道
を
経
て
三
本
木
平
野
に
進
出
で
き
る
よ
う
に
す
る
意
義
が
あ
っ
た
」
と
す
る
。 

　
山
下
は
こ
の
想
定
を
さ
ら
に
進
め
て
、
『
指
揮
官
の
決
断
』
に
お
い
て
略
地
図
も
用
い
、
第
八 

１
１

師
団
が
考
え
て
い
た
と
す
る
「
ロ
シ
ア
軍
上
陸
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

ま
ず
、
ロ
シ
ア
艦
隊
は
津
軽
海
峡
に
進
入
し
陸
奥
湾
を
封
鎖
、
海
上
か
ら
青
森
の
町
へ
向
け

て
猛
烈
な
艦
砲
射
撃
を
浴
び
せ
る
。
す
っ
か
り
焦
土
と
化
し
た
青
森
の
町
に
、
ロ
シ
ア
軍
の

地
上
部
隊
が
上
陸
、
手
始
め
に
鉄
道
と
道
路
を
封
鎖
、
同
時
に
電
線
・
電
話
線
も
切
断
し
、

交
通
と
通
信
の
手
段
を
断
つ
。 

　
前
述
の
通
り
山
下
は
昭
和
十
五
年
の
生
ま
れ
な
の
で
、
軍
隊
経
験
は
無
い
。
当
た
り
前
だ
が
第

八
師
団
配
属
の
経
歴
は
無
い
。
書
中
に
引
用
や
脚
注
も
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
山
下
が
こ
の
シ

ナ
リ
オ
の
裏
付
け
と
し
て
参
照
し
た
資
料
も
不
明
で
あ
る
が
、
地
上
目
標
に
対
す
る
徹
底
し
た
艦

砲
射
撃
と
そ
の
後
の
上
陸
と
い
う
作
戦
は
、
日
露
戦
争
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
太
平
洋
戦
争
に
お
け

る
米
軍
の
作
戦
を
想
起
さ
せ
る
。
圧
倒
的
な
物
量
差
と
上
陸
・
占
領
に
よ
る
戦
略
的
価
値
（
太
平

１
６

洋
戦
争
時
の
米
軍
に
と
っ
て
は
飛
行
場
の
開
設
）
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
作
戦
で
あ
る
。
雪

に
閉
ざ
さ
れ
た
青
森
を
占
拠
し
た
ロ
シ
ア
軍
は
、
そ
の
ま
ま
春
を
待
つ
の
だ
ろ
う
か
。
平
舘
海
峡

た
い
ら
だ
て

を
通
っ
て
青
森
に
食
料
や
物
資
を
運
ぶ
ロ
シ
ア
船
舶
は
、
日
本
海
軍
の
格
好
の
標
的
に
な
ら
な
い

だ
ろ
う
か
。 

　
艦
砲
射
撃
と
い
う
戦
法
は
、
砲
の
射
程
や
精
度
に
よ
り
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
で
評
価
が
変
わ

る
。
日
清
戦
争
で
は
「
澎
湖
島
の
砲
台
を
目
が
け
て
、
こ
っ
ち
の
艦
か
ら
三
十
サ
ン
チ
の
大
砲
で

ほ
う
こ

射
撃
す
る
の
で
、
ま
る
で
演
習
の
よ
う
な
も
の
、
敵
の
砲
台
か
ら
撃
ち
出
す
砲
弾
は
艦
隊
に
は
達

せ
ず
に
途
中
で
落
ち
て
し
ま
う
」
と
い
う
状
況
も
あ
っ
た
ら
し
い
（
１
８
９
５
年
、
古
島
一
雄
の

回
想
）
。
日
露
戦
争
で
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
旅
順
要
塞
攻
略
に
苦
戦
し
た
日
本
軍
が
「
海
軍
陸
戦
重

２
３

砲
隊
」
を
特
別
編
成
、
艦
船
に
搭
載
し
て
い
た
砲
を
わ
ざ
わ
ざ
陸
揚
げ
し
砲
台
に
据
え
付
け
、
陸

軍
の
作
戦
に
参
加
し
た
（
１
９
０
４
年
７
月
）
。
要
塞
や
市
街
地
に
遠
距
離
砲
撃
を
加
え
た
他

１
４

に
、
海
上
の
ロ
シ
ア
艦
を
撃
沈
大
破
し
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
二
〇
三
高
地
の
制
圧
の
直
後
、
陸

砲
に
よ
り
旅
順
艦
隊
残
存
艦
艇
を
攻
撃
、
壊
滅
さ
せ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
（
１
９
０
４
年
１
２

月
）
。
日
露
戦
争
の
事
例
に
つ
い
て
は
山
下
の
想
定
に
あ
る
「
艦
船
」→

「
地
上
」
で
は
な
く

１
４「

地
上
」→
「
艦
船
」
の
砲
撃
で
あ
り
、
真
逆
で
あ
る
。 

　
な
ぜ
八
甲
田
山
遭
難
事
件
に
関
し
て
、
陸
奥
湾
経
由
、
青
森
侵
攻
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
生
ま
れ

語
り
継
が
れ
た
の
か
。
筆
者
の
推
測
で
は
、
大
元
は
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
の
７
４
ペ
ー

　
２

ジ
「
第
四
、
大
惨
事
の
調
査
」
に
あ
る
「
元
来
青
森
弘
前
の
二
衛
戍
地
は
敵
軍
が
津
軽
海
峡
を
占

え
い
じ
ゅ
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領
し
青
森
湾
付
近
に
上
陸
し
て
ま
さ
に
首
府
に
迫
ら
ん
と
す
る
の
危
害
に
備
え
る
に
あ
る
」
の
一

文
だ
と
思
わ
れ
る
。
青
森
、
弘
前
に
そ
も
そ
も
連
隊
が
置
か
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
青
森
湾
へ
の

侵
攻
を
挙
げ
、
今
回
の
遭
難
事
件
は
平
時
の
訓
練
中
の
事
故
で
あ
っ
た
が
、
も
し
こ
れ
が
戦
時
中

の
兵
力
損
失
で
あ
っ
た
ら
防
衛
作
戦
全
体
が
破
綻
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
こ
の
文
章

の
趣
旨
で
あ
る
。
訓
練
計
画
の
た
め
の
神
成
大
尉
の
想
定
と
さ
れ
る
「
八
戸
平
野
に
侵
入
せ
る
敵

に
対
し
」
「
三
本
木
に
進
出
し
」
（
『
遭
難
始
末
』
）
と
は
直
接
の
関
係
は
無
い
。
資
料
の
引
き

写
し
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
三
題
噺
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

　
後
世
に
軍
の
想
定
の
建
前
の
部
分
だ
け
を
間
に
受
け
こ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
と
、
青
森

焦
土
作
戦
に
ま
で
行
き
着
く
。
本
音
で
あ
る
シ
ベ
リ
ア
出
兵
ま
で
考
え
た
と
き
に
、
青
森
行
軍
隊

が
地
元
民
を
案
内
に
使
わ
な
か
っ
た
意
味
が
初
め
て
理
解
で
き
る
の
だ
。 

　
二
．
七
　
事
故
の
教
訓 

　
「
厳
冬
期
訓
練
の
必
要
性
」
「
訓
練
想
定
の
妥
当
性
」
が
２
年
後
の
日
露
戦
争
に
よ
り
後
付
け

で
の
説
得
力
を
持
ち
得
た
、
と
い
う
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。
も
う
一
つ
、
「
事
故
か
ら
教
訓
が

得
ら
れ
た
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
否
定
的
に
見
て
い
る
。

否
定
的
な
理
由
の
一
つ
目
は
、
軍
が
日
清
戦
争
の
反
省
を
活
か
し
て
い
な
い
こ
と
。
二
つ
目
は
、

日
露
戦
争
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

　
映
画
『
八
甲
田
山
』
に
お
い
て
、
青
森
、
弘
前
、
両
雪
中
行
軍
隊
が
軍
歌
に
合
わ
せ
て
行
進
す

８

る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
歌
詞
は
山
下
の
書
籍
に
従
っ
た
。 

１
１

　
雪
の
進
軍
　
氷
を
踏
ん
で
　
ど
れ
が
河
や
ら
　
道
さ
え
知
れ
ず 

　
馬
は
斃
れ
る
　
捨
て
て
も
お
け
ず
　
こ
こ
は
何
処
ぞ
　
皆
敵
の
国 

い
ず
こ

　
日
本
陸
軍
に
は
、
す
で
に
日
清
戦
争
に
お
け
る
寒
冷
地
で
の
体
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
軍

歌
「
雪
の
進
軍
」
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
下
は
日
清
戦
争
で
の
凍
死
者
を
四
千
数
百
人１

１

と
す
る
。
二
十
四
万
余
り
を
動
員
し
た
日
清
戦
争
の
戦
死
者
数
千
百
三
十
二
名
、
た
だ
し
戦
病
死

者
も
含
め
た
死
者
一
万
三
千
四
百
八
十
八
名
、
さ
ら
に
公
式
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
軍
夫
の

死
者
が
約
八
千
名
と
言
わ
れ
て
い
る
。
凍
死
者
数
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
戦
闘
中
の
死
者
よ
り

２
３

（
凍
死
者
含
む
）
病
死
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
い
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
日
清

戦
争
の
反
省
か
ら
陸
軍
が
学
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
八
甲
田
山
で
の
遭
難
事
件
を
待
た
ず
し
て
、
陸

軍
の
冬
季
装
備
の
不
備
は
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
青
森
五
連
隊
、
弘
前
三
十
一
連

隊
が
属
す
る
第
八
師
団
は
、
日
清
戦
争
後
に
増
強
さ
れ
た
師
団
の
一
つ
で
あ
る
。
兵
の
頭
数
は
増

２
４

や
し
た
も
の
の
、
装
備
の
充
実
に
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
量
の
議
論
は
誰
に
で

も
で
き
る
が
、
質
の
議
論
は
愚
者
に
は
で
き
な
い
。
日
清
戦
争
の
反
省
を
活
か
せ
な
い
組
織
が
、

ど
う
や
っ
て
遭
難
事
件
の
反
省
を
活
か
す
と
い
う
の
か
？ 

　
そ
れ
で
も
八
甲
田
遭
難
事
件
の
反
省
が
二
年
後
の
日
露
戦
争
に
活
か
さ
れ
た
と
い
う
言
説
が
ま

こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
反
証
を
挙
げ
た
い
。
遭
難
事
件
生
き
残
り
の
一
人
、
倉
石
大
尉

は
参
加
者
の
中
で
一
人
だ
け
ゴ
ム
長
靴
を
履
い
て
お
り
、
こ
れ
が
凍
傷
を
防
ぎ
奇
跡
的
な
救
助
に

繋
が
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
１
７
名
の
救
助
者
の
う
ち
６
名
は
病
院
で
死
亡
、
８
名
は
凍
傷
に
よ
り

四
肢
切
断
と
い
う
重
傷
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
素
人
考
え
に
も
ゴ
ム
長
靴
の
優
位
性
は
明
ら

か
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
陸
軍
は
ゴ
ム
長
靴
を
正
規
の
装
備
品
と
し
全
将
兵
に
配
る
べ
き
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
？
実
際
の
日
露
戦
争
時
に
支
給
さ
れ
た
防
寒
装
備
は
編
上
靴
に
メ
リ
ヤ
ス
製
の
防
寒

へ
ん
じ
ょ
う
か

靴
下
で
あ
る
。
ど
こ
に
遭
難
事
件
の
反
省
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
、
高
価
な
ゴ
ム
長
靴

１
４

は
兵
士
に
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
判
断
だ
っ
た
の
か
？ 

　
事
実
は
全
く
逆
で
、
軍
は
ゴ
ム
長
靴
の
効
果
が
限
定
的
だ
と
い
う
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
持
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
倉
石
大
尉
の
奇
跡
の
生
存
と
ゴ
ム
長
靴
を
結
び
つ
け
て
語
る

の
は
危
険
で
あ
る
。 

　
新
田
の
小
説
の
終
章
に
お
い
て
も
、
師
団
長
立
川
中
将
が
連
隊
長
相
手
に
演
説
す
る
場
面
で
、

「
遭
難
事
件
取
調
委
員
会
の
具
申
に
よ
っ
て
、
軍
の
寒
中
装
備
は
全
面
的
に
改
良
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
そ
う
だ
」
と
語
ら
せ
て
お
り
、
こ
の
解
釈
が
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
改

良
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
資
料
を
未
だ
に
見
な
い
。
小
説
の
セ
リ
フ
も
、
よ

く
読
む
と
伝
聞
で
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
靖
国
神
社
と
同
じ
構
図
か
も
し
れ
な
い
。
合
祀
す
る
と

言
い
つ
つ
、
合
祀
し
て
い
な
か
っ
た
。
改
良
す
る
と
言
い
つ
つ
、
改
良
し
て
い
な
か
っ
た
。
果
た

し
て
、
教
訓
は
活
か
さ
れ
た
の
か
。 

　
三
．
小
説
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』 

　
三
．
一
　
小
説
の
概
要 

　
改
め
て
、
新
田
次
郎
の
小
説
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
志
向
し
た

小
笠
原
と
異
な
り
、
新
田
は
小
説
と
し
て
の
完
成
を
目
指
し
た
。
小
説
の
序
章
で
旅
団
司
令
部
に

お
け
る
会
議
か
ら
両
隊
の
準
備
状
況
ま
で
が
描
か
れ
、
第
一
章
「
雪
地
獄
」
で
は
弘
前
隊
の
行
軍

の
様
子
を
、
第
二
章
「
彷
徨
」
で
青
森
隊
の
行
軍
と
遭
難
ま
で
を
描
き
、
第
三
章
「
奇
跡
の
生
還
」

で
再
び
弘
前
隊
に
戻
り
、
青
森
隊
が
ま
さ
に
遭
難
し
た
難
所
に
弘
前
隊
が
突
入
し
て
い
く
と
い
う

構
成
で
、
弘
前
隊
の
八
甲
田
山
系
通
過
も
遭
難
と
紙
一
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
本
稿
で

特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
創
作
部
分
を
挙
げ
れ
ば
次
の
４
点
と
な
る
。 
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①

旅
団
司
令
部
で
の
会
議 

小
説
の
冒
頭
、
弘
前
に
あ
る
旅
団
司
令
部
の
会
議
室
に
お
い
て
、
旅
団
長
よ
り
二
人
の
中
隊
長

に
直
々
に
厳
冬
期
の
八
甲
田
山
雪
中
訓
練
が
呈
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
検
討
課
題
の
付
与
と
い
う
体

裁
を
と
る
が
、
同
席
す
る
連
隊
長
、
大
隊
長
の
頭
越
し
に
直
々
に
若
い
中
隊
長
に
出
さ
れ
た
打
診

は
、
実
質
的
な
命
令
と
言
え
よ
う
。
「
空
気
」
「
忖
度
」
で
動
く
日
本
の
組
織
が
こ
こ
に
も
見
て

と
れ
る
。
実
際
に
は
、
青
森
第
五
連
隊
の
側
は
１
月
に
入
っ
て
か
ら
、
別
の
中
隊
長
か
ら
神
成
大

尉
に
行
軍
指
揮
官
の
交
代
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
一
方
の
弘
前
第
三
十
一
連
隊
の
側
で

は
３
年
が
か
り
の
研
究
行
軍
の
仕
上
げ
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
史
実
に
お
い
て

は
部
隊
間
の
申
し
合
わ
せ
は
無
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
遭
難
当
初
、
弘
前
隊
青
森
に
到

着
の
報
が
青
森
隊
の
帰
隊
と
混
同
さ
れ
情
報
が
錯
綜
し
た
と
い
う
記
録
（
混
同
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
小
説
に
も
使
わ
れ
て
い
る
）
も
あ
り
、
上
級
部
隊
が
実
施
時
期
・
場
所
ま
で
指
定
し
関

与
し
た
と
い
う
の
は
新
田
の
創
作
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
上
級
部
隊
が
冬
季
訓
練
を
励
行
す
る
雰

囲
気
は
記
録
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
清
戦
争
の
講
和
か
ら
７
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お

り
、
将
官
の
中
に
は
武
功
を
焦
る
者
も
居
た
の
で
は
な
い
か
。 

　
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
に
は
第
八
師
団
長
「
立
見
中
将
の
談
」
と
し
て
以
下
の
文
が
載 

　
２

る
。
「
青
森
の
連
隊
で
も
去
二
十
三
日
三
組
の
雪
中
行
軍
を
催
し
或
者
は
数
泊
行
軍
或
者
は
一
泊

行
軍
を
す
る
事
に
な
っ
て
数
泊
行
軍
は
師
団
長
の
命
を
待
ち
ま
す
が
一
泊
行
軍
は
連
隊
長
限
り
で

出
来
る
の
で
山
口
大
隊
は
実
に
此
一
泊
行
軍
を
企
て
た
の
で
す
」
（
７
２
ペ
ー
ジ
）
。
新
田
は
小

説
内
で
徳
島
大
尉
に
「
三
日
以
内
の
営
外
演
習
な
ら
、
旅
団
長
の
許
可
は
必
要
と
し
ま
せ
ん
」
と

語
ら
せ
て
い
る
が
、
現
実
の
師
団
長
の
談
話
と
は
矛
盾
す
る
。
ま
た
同
じ
日
に
青
森
連
隊
の
「
三

組
」
の
雪
中
行
軍
隊
と
は
、
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
早
い
段
階

で
上
級
部
隊
の
長
が
、
遭
難
し
た
行
軍
隊
は
一
泊
の
予
定
、
か
つ
一
泊
で
あ
れ
ば
自
分
の
責
任
で

は
な
い
、
と
明
言
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
『
遭
難
始
末
』
で
の
一
泊
か
二
泊
か
を
曖
昧
に
し
た

記
載
な
ど
、
そ
の
後
の
混
乱
の
元
凶
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
級
部
隊
の
関
与
の
否
定
、

無
責
任
体
質
を
資
料
の
行
間
か
ら
敏
感
に
感
じ
と
っ
た
か
ら
こ
そ
、
新
田
次
郎
は
小
説
の
起
点
を

会
議
室
に
設
定
し
、
上
級
部
隊
の
関
与
を
明
確
に
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

②

神
田
大
尉
の
徳
島
大
尉
宅
訪
問 

①
で
前
述
の
通
り
第
五
連
隊
の
指
揮
官
は
行
軍
の
直
前
に
変
更
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ま
た
両
名

の
間
に
特
別
な
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
１
２
月
の
は

じ
め
に
神
田
大
尉
が
徳
島
大
尉
の
家
を
訪
ね
意
見
交
換
を
す
る
と
い
う
場
面
は
完
全
に
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
小
説
で
は
こ
こ
で
「
当
時
の
将
校
の
履
歴
を
見
る
と
ほ
と
ん
ど
が
士
族
又
は
華

族
出
身
」
と
書
か
れ
、
神
田
大
尉
は
教
導
団
を
経
て
大
尉
と
な
っ
た
数
少
な
い
平
民
出
身
の
将
官

だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
神
田
大
尉
は
実
力
を
備
え
た
優
秀
な
軍
人
で
あ
る
、
と
い
う
設
定
な
の
だ

が
、
反
面
、
士
官
学
校
出
身
の
徳
島
大
尉
に
対
し
自
ら
卑
下
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
も
描
写
さ
れ

る
。
徳
島
大
尉
の
モ
デ
ル
、
福
島
大
尉
も
教
導
団
出
の
将
官
で
、
エ
リ
ー
ト
と
い
う
設
定
は
新
田

の
創
作
に
よ
る
。
新
田
は
二
人
の
行
軍
隊
長
の
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

性
格
を
際
立
た
せ
る
と
と
も
に
、
二
人
の
親
交
を
巧
み
に
創
作
す
る
こ
と
で
物
語
に
重
層
的
な
人

間
関
係
を
設
定
し
深
み
を
与
え
て
い
る
。 

③

徳
島
隊
の
遭
難
者
発
見 

小
説
に
お
い
て
、
最
大
の
難
所
と
な
る
鳴
沢
を
現
地
の
案
内
人
に
従
っ
て
通
過
し
た
徳
島
隊

は
、
雪
の
中
に
銃
と
遺
体
を
発
見
す
る
。
こ
の
遺
体
は
長
谷
部
善
次
郎
、
神
田
大
尉
の
従
卒
で
あ

り
、
ま
た
徳
島
隊
の
斎
藤
伍
長
の
実
弟
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
血
縁
関
係
は
小
説
内
の
設
定
で
あ

る
。
ま
た
、
小
説
の
設
定
で
は
旅
団
長
か
ら
の
示
唆
を
両
連
隊
長
が
忖
度
し
、
青
森
隊
と
弘
前
隊

は
「
八
甲
田
山
あ
た
り
で
擦
れ
違
う
」
よ
う
な
行
軍
日
程
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
徳
島
大
尉
は
青

森
雪
中
行
軍
隊
と
の
接
触
を
（
遭
難
の
可
能
性
も
含
め
て
）
予
期
し
て
い
た
。
よ
っ
て
小
説
を
読

み
進
め
る
上
で
は
徳
島
隊
の
遭
難
者
発
見
に
な
ん
ら
の
不
自
然
さ
は
無
い
が
、
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
噛
み
付
い
た
人
物
が
い
る
。
福
島
大
尉
の
甥
に
あ
た
る
と
い
う
高
木
勉
で
あ
る
。
氏
は
『
わ

れ
、
八
甲
田
よ
り
生
還
す
』
『
実
録
八
甲
田
山
指
揮
官
福
島
大
尉
の
人
間
像
』
『
八
甲
田
か
ら
還
っ

て
き
た
男
』
の
３
冊
を
上
梓
、
遭
遇
の
事
実
を
一
貫
し
て
否
定
し
た
。
友
軍
の
遺
体
を
雪
山
に
残

１
２

置
し
た
と
な
れ
ば
福
島
大
尉
の
不
名
誉
に
繋
が
る
、
と
考
え
て
の
懸
命
の
訴
え
だ
っ
た
よ
う
だ

が
、
逆
に
こ
の
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
の
後
、
様
々
な
資
料
の
存

在
が
明
ら
か
に
な
り
、
『
歩
兵
第
五
聯
隊
雪
中
行
軍
遭
難
に
関
す
る
委
員
復
命
書
附
録
』
で
福
島

大
尉
本
人
の
証
言
も
確
認
さ
れ
、
現
在
で
は
弘
前
隊
に
よ
る
遭
難
者
発
見
は
史
実
で
あ
る
と
考
え

１
１

ら
れ
て
い
る
。
二
次
遭
難
の
リ
ス
ク
を
考
え
れ
ば
、
小
説
中
の
徳
島
大
尉
の
判
断
は
妥
当
と
す
る

の
が
、
現
在
の
大
方
の
見
方
で
あ
る
。 

④

倉
持
見
習
士
官 

史
実
に
は
あ
ま
り
直
結
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
弘
前
雪
中
行
軍
隊
、
倉
持
見
習
士
官
と
い

う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
存
在
は
、
徳
島
大
尉
の
造
形
に
陰
影
を
与
え
、
小
説
に
凄
み
を
与
え
て
い

る
。
筆
者
は
、
倉
持
見
習
士
官
の
設
定
こ
そ
が
、
小
説
の
構
成
を
支
え
る
要
石
に
な
っ
て
い
る
と

評
価
し
た
い
。 

倉
持
見
習
士
官
は
、
徳
島
大
尉
が
猟
師
の
弥
兵
衛
に
五
十
銭
玉
二
個
を
与
え
る
の
を
蔑
如
の

目
で
眺
め
て
い
た
。
な
ん
と
気
障
な
こ
と
を
す
る
隊
長
だ
ろ
う
と
彼
は
思
っ
た
。 
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弘
前
隊
の
隊
員
の
中
に
、
徳
島
大
尉
へ
の
批
判
的
な
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
決
し
て
弘
前

隊
が
一
枚
岩
の
完
璧
な
組
織
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
人
間
関
係
に
あ
る
僅
か
な
不
信
の
芽

を
描
き
、
こ
れ
が
極
限
状
態
に
お
い
て
ヒ
ビ
と
な
り
亀
裂
と
な
っ
て
、
青
森
隊
と
同
じ
よ
う
に
組

織
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
緊
張
感
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
倉
持
の
徳
島
大
尉
へ
の
眼
差
し
は
、
青
森
隊
に
お
け
る
神
田
大
尉
の
山
田
少
佐
へ
の
眼
差
し
に

絶
妙
に
重
な
る
。 

従
軍
し
た
七
人
の
見
習
士
官
中
、
平
民
出
身
は
彼
一
人
で
あ
っ
た
。
倉
持
見
習
士
官
は
な
に

か
と
い
え
ば
、
平
民
と
士
族
を
区
別
し
た
が
る
、
軍
の
風
潮
に
反
発
を
感
じ
て
い
た
。 

　
平
民
出
身
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
神
田
大
尉
の
苦
悩
に
も
繋
が
る
。
ま
た
、
行
軍
中
の
課

題
と
し
て
雪
中
に
お
け
る
路
上
測
図
を
割
り
振
ら
れ
て
い
た
倉
持
は
、
歩
測
を
担
当
し
た
斎
藤
伍

長
と
近
し
く
、
彼
の
異
変
に
い
ち
早
く
気
付
く
。
こ
れ
は
、
後
の
実
弟
の
遺
体
を
発
見
す
る
下
り

に
繋
が
る
。
倉
持
見
習
士
官
の
存
在
が
、
物
理
的
に
は
隔
離
さ
れ
て
い
る
弘
前
隊
と
青
森
隊
を
結

び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

　
現
実
の
弘
前
隊
隊
員
名
簿
に
は
高
倉
見
習
士
官
と
い
う
名
前
が
見
え
、
福
島
を
徳
島
と
置
い
た

よ
う
に
名
前
を
拝
借
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
研
究
課
題
は
「
行
軍
長
径
並
び
に
歩
度
の

調
査
」
で
あ
っ
て
路
上
測
図
で
は
な
い
。
他
６
名
の
見
習
士
官
の
研
究
テ
ー
マ
に
も
測
図
と
い
う

１
１

キ
ー
ワ
ー
ド
は
見
当
た
ら
ず
、
す
な
わ
ち
、
路
上
測
図
と
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
上
、
倉
持
見
習

士
官
と
斎
藤
伍
長
の
会
話
を
自
然
な
も
の
に
す
る
た
め
の
創
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
新
田
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
構
成
の
緻
密
さ
に
は
、
た
だ
驚
か
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。 

　
以
上
、
小
説
の
創
作
部
分
の
う
ち
重
要
と
思
わ
れ
る
４
点
を
挙
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
田

の
圧
倒
的
な
筆
力
に
よ
る
巧
み
な
「
小
説
」＝

「
虚
構
」
の
成
立
こ
そ
が
、
追
随
す
る
多
く
の
研

究
者
に
よ
る
「
史
料
」＝

「
真
実
」
と
い
う
誤
解
に
結
び
つ
い
た
き
ら
い
も
あ
る
。 

　
三
．
二
　
映
画
『
八
甲
田
山
』
で
の
変
更 

　
濃
緑
の
中
に
点
在
す
る
紅
葉
が
美
し
い
、
八
甲
田
山
系
の
空
撮
映
像
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
。

１
９
７
７
年
公
開
の
映
画
『
八
甲
田
山
』
の
幕
開
け
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
映
画
は
新
田
の
小
説

　
８

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ほ
ぼ
正
確
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
映
画
独
特
の
解
釈
や

逸
脱
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
雪
中
行
軍
を
前
に
、
神
田
大
尉
が
徳
島
大
尉
宅
を
訪
問
す
る
と
い

う
場
面
設
定
そ
の
も
の
は
小
説
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
映
画
で
は
さ
ら
に
こ
の
シ
ー
ン
に
徳
島
大

尉
の
妻
と
愛
娘
を
登
場
さ
せ
る
。
物
語
に
さ
ら
な
る
奥
行
き
を
与
え
よ
う
と
い
う
脚
本
上
の
配
慮

か
、
家
庭
の
温
か
み
を
映
す
こ
と
で
後
の
雪
山
の
峻
厳
さ
を
引
き
立
て
よ
う
と
す
る
視
覚
的
な
効

果
を
狙
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
興
行
的
な
成
功
の
た
め
女
優
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
、
映

画
業
界
で
の
慣
例
だ
っ
た
の
か
。
現
実
の
福
島
大
尉
は
八
甲
田
山
行
軍
時
に
は
独
身
。
行
軍
の

１
１

９
ヶ
月
後
、
１
９
０
２
年
１
０
月
に
成
田
キ
ヱ
と
結
婚
、
一
女
を
も
う
け
る
。
意
外
や
子
煩
悩
で

あ
っ
た
こ
と
も
「
史
実
」
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
長
女
が
１
歳
の
時
に
福
島
大
尉
は
日
露
戦
争
黒
溝

台
の
戦
い
で
戦
死
、
映
画
の
よ
う
な
団
欒
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
。 

１
１

　
女
優
に
関
し
て
言
え
ば
、
遺
体
安
置
所
で
気
丈
に
振
る
舞
う
神
田
大
尉
の
妻
（
栗
原
小
巻
）
と

男
泣
き
に
咽
ぶ
徳
島
大
尉
（
高
倉
健
）
の
や
り
と
り
は
、
映
画
で
は
屈
指
の
名
シ
ー
ン
だ
が
、
こ

れ
も
映
画
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
小
説
に
は
無
い
。
そ
も
そ
も
、
小
説
の
徳
島
大
尉
は
神
田
大
尉
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
だ
け
で
、
遺
体
を
見
て
は
い
な
い
。 

　
徳
島
大
尉
率
い
る
弘
前
雪
中
行
軍
隊
は
、
小
説
の
（
従
軍
記
者
除
き
）
３
７
名
よ
り
も
さ
ら
に

人
員
を
減
ら
し
、
映
画
で
は
２
７
名
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
上
の
制
約

も
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
部
隊
が
行
進
す
る
時
に
絵
に
な
る
か
ど
う
か
で
決
め
た
人
数
な
の
で

は
な
い
か
。
こ
れ
も
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
で
は
あ
る
が
、
結
果
的
に
弘
前
隊
の
少
数
精

鋭
ぶ
り
が
史
実
以
上
に
強
調
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

　
資
料
に
な
く
小
説
で
創
作
さ
れ
た
部
分
、
本
稿
の
前
節
で
取
り
上
げ
た
①
〜
③
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
小
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
に
対
し
、
④
倉
持
見
習
士
官
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
し

て
は
再
現
さ
れ
て
い
な
い
。
小
説
と
同
名
で
登
場
は
す
る
も
の
の
、
彼
の
徳
島
大
尉
へ
の
反
感
と

い
う
描
写
は
映
画
で
は
一
切
描
か
れ
な
い
。
高
倉
健
の
演
技
も
相
ま
っ
て
、
映
画
で
は
徳
島
大
尉

が
理
想
の
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
過
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
俳
優
に
遠
慮

を
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
映
画
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
限
ら
れ
た
上
映
時
間
の
中
で
大

規
模
な
遭
難
事
件
を
伝
え
る
た
め
に
、
主
役
の
徳
島
大
尉
に
は
小
説
以
上
に
明
確
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
付
け
が
必
要
と
さ
れ
る
一
方
、
脇
役
の
一
人
一
人
に
つ
い
て
細
か
な
描
写
を
す
る
余
裕
が
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
万
人
に
分
り
や
す
い
指
揮
官
像
が
、
公
開
後
の

安
易
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
の
温
床
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。 

　
映
画
で
は
視
覚
に
訴
え
る
映
像
と
い
う
表
現
手
法
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、
青
森
隊
と
弘
前
隊

の
様
子
が
交
互
に
映
し
出
さ
れ
二
隊
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
調
さ
れ
る
。
小
説
で
も
歩
き
な
が
ら

斃
れ
る
兵
士
や
発
狂
し
て
裸
に
な
る
兵
士
な
ど
が
容
赦
な
く
書
か
れ
る
が
、
映
画
で
生
身
の
人
間

が
演
じ
る
こ
と
に
よ
る
迫
力
は
ま
た
別
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
崖
か
ら
の
滑
落
な
ど
が
執
拗
な

ま
で
に
繰
り
返
し
映
し
出
さ
れ
、
雪
を
染
め
る
出
血
の
表
現
な
ど
も
あ
り
、
遭
難
の
悲
惨
さ
が
視

覚
的
に
増
強
さ
れ
る
。 
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大
隊
長
の
自
決
の
シ
ー
ン
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
小
説
で
は
山
田
少
佐
に
新
聞
を
持
っ
て
来
る
よ

う
頼
ま
れ
た
看
護
卒
が
病
室
を
離
れ
た
間
に
銃
声
が
響
き
、
看
護
卒
が
走
っ
て
部
屋
に
戻
っ
た
時

に
は
「
す
べ
て
は
終
わ
っ
て
い
た
。
山
田
少
佐
は
心
臓
を
見
事
に
射
ち
抜
い
て
倒
れ
て
い
た
」
と

そ
の
瞬
間
の
直
接
の
目
撃
者
を
排
除
し
て
描
か
れ
る
。
映
画
で
は
入
院
着
を
白
装
束
と
見
立
て
た

山
田
少
佐
が
ピ
ス
ト
ル
を
心
臓
に
向
け
当
て
が
い
、
引
き
金
が
引
か
れ
る
ま
で
を
正
面
か
ら
ワ
ン

カ
ッ
ト
で
見
せ
る
。
人
払
い
し
た
病
室
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
映
画
で
は
観
客
が
そ
の

瞬
間
の
唯
一
の
目
撃
者
と
な
る
。 

　
小
説
と
映
画
の
違
い
と
し
て
特
記
し
て
お
き
た
い
象
徴
的
な
変
更
が
、
案
内
人
さ
わ
の
シ
ー
ン

で
あ
る
。
小
説
で
は
弘
前
隊
の
１
月
２
４
日
の
行
程
に
お
い
て
、
宇
樽
部
か
ら
戸
来
ま
で
の
案
内

へ
ら
い

を
す
る
。
川
口
に
よ
れ
ば
『
吹
雪
の
惨
劇
』
第
二
部
に
は
山
本
ハ
ル
と
い
う
婦
人
が
登
場
し
て
お

１
２

り
、
な
ら
ば
、
小
笠
原
の
取
材
メ
モ
を
元
に
新
田
が
造
形
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
『
青
森
聯
隊

遭
難
雪
中
行
軍
』
に
も
記
載
が
あ
る
が
、
「
な
お
最
も
驚
嘆
す
べ
き
は
二
十
二
、
三
歳
の
婦
人
は

　
２

二
人
の
男
と
共
に
軍
隊
の
後
を
追
っ
て
こ
の
危
険
を
冒
し
た
る
の
一
事
な
り
」
「
一
婦
人
に
し
て

よ
し
や
軍
隊
の
援
助
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
驚
く
べ
き
こ
と
だ
、
と
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
文
章

で
は
案
内
人
と
い
う
よ
り
、
行
軍
隊
の
後
を
追
随
、
さ
ら
に
男
性
二
人
と
行
軍
隊
の
サ
ポ
ー
ト
を

得
な
が
ら
同
じ
経
路
を
踏
破
し
た
だ
け
、
と
も
読
め
る
。
婦
人
が
命
を
賭
し
て
ま
で
隣
村
に
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
と
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
単
純
に
明
治
の
軍
人
に
と
っ
て
、

女
性
に
先
導
さ
れ
た
と
は
書
き
に
く
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
新
田
の
小
説
で
は
「
二
人
の
男
」
も

存
在
せ
ず
、
さ
わ
一
人
が
案
内
に
立
つ
。 

　
隊
員
た
ち
は
さ
わ
女
に
牽
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
大
尉
も
中
尉
も
少
尉
も
な
く
、
指
揮

官
は
さ
わ
女
で
あ
っ
た
。
さ
わ
女
が
先
頭
に
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
雪
地
獄
か
ら
脱
出
で
き
る

と
、
信
じ
て
い
た
。 

　
隊
員
た
ち
は
、
さ
わ
女
に
引
張
ら
れ
て
犬
吠
峠
を
越
え
た
。 

　
悲
壮
な
決
意
を
秘
め
た
徳
島
大
尉
、
そ
し
て
命
ぜ
ら
れ
た
ま
ま
に
黙
々
と
進
軍
す
る
弘
前
隊

と
、
舞
う
よ
う
に
吹
雪
を
避
け
て
進
む
さ
わ
の
対
比
は
、
筆
者
の
大
好
き
な
シ
ー
ン
の
一
つ
で
あ

る
。
た
だ
、
小
説
と
映
画
で
は
次
の
村
落
に
た
ど
り
着
い
た
際
の
徳
島
大
尉
の
行
動
が
１
８
０
度

逆
転
す
る
。
戸
来
に
到
着
し
た
場
面
を
小
説
で
は
次
の
よ
う
に
描
く
。 

下
に
部
落
が
見
え
る
と
、
徳
島
大
尉
は
、
さ
わ
女
に
案
内
料
と
し
て
五
十
銭
玉
一
個
を
与
え

て
、 

「
案
内
人
は
最
後
尾
に
つ
け
」 

　
と
大
き
な
声
で
怒
鳴
っ
た
。 

「
も
う
用
は
ね
え
っ
て
わ
け
か
ね
」 

　
さ
わ
女
が
言
っ
た
一
言
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
隊
員
た
ち
の
心
を
打
っ
た
。
隊
員
た
ち

は
心
の
中
で
彼
女
に
す
ま
な
い
と
思
っ
た
。 

　
前
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
倉
持
見
習
士
官
の
目
を
通
し
て
徳
島
大
尉
の
案
内
人
に
対
す
る
態

度
を
描
写
し
た
上
で
の
、
こ
の
文
章
で
あ
る
。 

　
一
方
、
映
画
の
徳
島
大
尉
（
高
倉
健
）
は
ど
う
か
。
村
落
が
近
づ
き
、
副
官
は
案
内
人
を
後
方

に
下
げ
る
よ
う
徳
島
大
尉
に
提
案
す
る
が
、
徳
島
大
尉
は
こ
れ
を
却
下
、
さ
わ
を
先
頭
に
し
た
ま

ま
二
列
縦
隊
で
行
進
、
部
隊
は
日
の
丸
の
小
旗
を
振
る
村
人
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
さ
わ
と
別
れ

る
際
に
は
、
徳
島
大
尉
は
行
軍
隊
に
頭
右
の
号
令
を
か
け
る
。
頭
右
と
は
階
級
が
上
の
者
に
対
す

か
し
ら
み
ぎ

る
部
隊
全
体
で
の
敬
礼
で
あ
り
、
こ
の
場
面
で
は
最
敬
礼
を
表
し
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
軍

隊
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
さ
わ
は
、
と
に
か
く
笑
顔
で
お
辞
儀
を
し
な
が
ら
去
っ

て
い
く
。
こ
れ
も
心
に
残
る
い
い
シ
ー
ン
で
あ
る
。
階
級
・
職
業
・
性
別
を
超
え
た
リ
ス
ペ
ク

ト…

た
だ
し
、
こ
の
価
値
観
は
、
戦
後
の
平
和
を
享
受
す
る
１
９
７
０
年
代
だ
か
ら
こ
そ
共
感
を

得
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

　
文
章
を
重
ね
て
読
者
の
想
像
を
促
す
小
説
と
、
映
像
と
音
楽
の
力
で
登
場
人
物
へ
の
追
体
験
に

誘
な
う
映
画
で
は
、
当
然
な
が
ら
表
現
の
セ
オ
リ
ー
が
違
っ
て
く
る
。
小
説
と
同
じ
テ
ー
マ
を
継

承
し
て
い
た
と
し
て
も
、
映
画
が
小
説
通
り
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
同
じ
で
あ
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
何
よ
り
も
、
具
体
的
な
資
料
名
を
挙
げ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返

し
表
明
し
た
新
田
の
小
説
と
異
な
り
、
映
画
で
は
あ
た
か
も
史
実
を
ベ
ー
ス
に
作
ら
れ
た
物
語
の

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
映
画
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
新
た
な
八
甲
田
山
遭
難
事
件

の
イ
メ
ー
ジ
が - 

お
そ
ら
く
は
新
田
の
小
説
よ
り
か
な
り
毒
抜
き
を
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が - 

昭

和
の
価
値
観
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
も
言
え
る
。 

　
四
．
山
口
少
佐
謀
殺
説
に
つ
い
て 

　
最
後
に
、
山
口
少
佐
の
死
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。 

　
『
遭
難
始
末
』
で
「
二
月
一
日
夜
入
院
治
療
」
「
二
月
二
日
午
後
九
時
死
亡
」
と
記
録
さ
れ
る

　
１

山
口
大
隊
長
に
つ
い
て
、
新
田
は
侍
従
長
視
察
の
夜
、
ピ
ス
ト
ル
で
自
ら
の
胸
を
撃
ち
抜
い
た
と

し
た
。
こ
の
話
の
元
は
小
笠
原
が
取
材
の
中
で
山
口
の
親
族
か
ら
聞
い
た
ス
ク
ー
プ
で
あ
り
、
新

田
は
小
笠
原
の
説
に
従
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
隊
長
の
自
決
は
映
画
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。 

　
し
か
し
、
自
殺
説
の
元
と
な
っ
た
山
口
少
佐
の
実
兄
、
成
澤
知
行
予
備
砲
兵
中
佐
の
行
動
に
つ 
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い
て
、
川
口
は
当
時
の
鉄
道
ダ
イ
ヤ
を
含
め
て
詳
細
に
検
討
し
、
多
く
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
自
殺
説
へ
の
疑
念
を
一
歩
進
め
て
、
謀
殺
説
に
ま
で
展
開
し
た
の
が
弘
前
大
学
麻
酔

１
２科

教
授
の
松
木
明
知
で
あ
る
。
山
口
少
佐
は
四
肢
凍
傷
の
た
め
自
決
は
不
可
能
、
主
治
医
中
原
貞

衛
が
１
月
３
１
日
の
段
階
で
一
人
山
形
か
ら
師
団
長
の
命
令
で
青
森
に
呼
ば
れ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
麻
酔
薬
と
し
て
使
用
さ
れ
る
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
を
高
濃
度
で
投
与
し
た
可
能
性
に
言
及
し
て

１
７

い
る
。
い
ず
れ
も
傍
証
で
は
あ
る
が
説
得
力
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
拳
銃
自
殺
は
あ
り
得
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。 

　
松
木
の
説
の
弱
点
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
軍
の
動
機
が
明
確
で
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
山
口

少
佐
を
謀
殺
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
、
誰
が
得
を
す
る
の
か
。
確
か
に
表
向
き
に
は
山
口
少
佐
は

加
療
の
甲
斐
な
く
死
亡
、
こ
の
た
め
軍
の
責
任
は
曖
昧
に
な
り
、
一
方
で
山
口
少
佐
の
遺
族
に
だ

け
は
自
決
し
た
と
い
う
「
真
実
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
秘
密
の

共
有
は
箝
口
令
と
同
じ
は
た
ら
き
を
持
っ
た
。
確
か
に
軍
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
く
ま
で
結
果
論
か
ら
見
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。 

　
呉
座
勇
一
は
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』
の
中
で
、
最
終
的
な
利
益
を
得
た
も
の
が
最
初
か
ら
全

２
２

て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
と
い
う
考
え
方
は
陰
謀
論
に
陥
り
や
す
い
と
説
く
。
遭
難
事
件
が

報
道
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
数
日
し
か
経
過
し
て
い
な
い
、
捜
索
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
２
月
２
日
の

時
点
で
、
そ
の
後
の
世
論
の
動
向
を
正
確
に
予
想
し
得
た
も
の
は
居
な
い
。
山
口
少
佐
の
病
状
に

つ
い
て
も
然
り
。
そ
の
後
ど
ん
な
に
手
を
尽
く
し
て
も
甲
斐
な
く
亡
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い

し
、
四
肢
切
断
の
手
術
を
受
け
て
命
だ
け
は
取
り
留
め
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な

状
況
の
患
者
に
つ
い
て
、
僅
か
一
日
程
度
の
経
過
観
察
で
正
し
い
診
断
が
下
せ
る
だ
ろ
う
か
。 

　
そ
も
そ
も
は
行
軍
隊
中
最
高
齢
、
東
京
出
身
で
雪
国
育
ち
で
は
な
い
山
口
少
佐
が
、
い
か
に
他

の
兵
よ
り
優
先
さ
れ
た
と
し
て
も
、
１
月
２
３
日
の
部
隊
の
出
発
か
ら
発
見
さ
れ
る
１
月
３
１
日

ま
で
の
８
日
間
、
極
寒
の
山
中
で
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
良
く
言
え
ば
奇
跡
、
悪
く
言

え
ば
不
可
解
な
の
で
あ
る
。
『
遭
難
始
末
』
の
曖
昧
な
命
令
の
記
述
で
は
、
そ
も
そ
も
山
口
少
佐

本
人
の
行
軍
参
加
す
ら
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。 

　
遭
難
中
の
描
写
に
も
、
不
審
な
も
の
が
多
い
。
『
遭
難
始
末
』
に
は
２
５
日
朝
、
彷
徨
の
末
に

元
の
野
営
地
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
「
山
口
少
佐
人
事
不
省
と
な
り
」
倉
石
大
尉
が
「
遺
言
を
問
い

し
も
、
答
ふ
る
所
」
な
か
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
で
は
、
「
後
藤
伍
長

の
談
話
」
と
し
て
「
大
隊
長
は
此
時
既
に
絶
命
せ
り
」
、
倉
石
大
尉
の
「
遭
難
談
」
と
し
て
死
者

の
の
携
行
品
を
集
め
て
焚
火
を
な
し
大
隊
長
を
暖
め
た
が
「
大
隊
長
は
蘇
生
せ
ず
」
と
書
い
て
い

る
。
後
藤
伍
長
は
最
初
に
発
見
さ
れ
た
遭
難
者
だ
が
、
倉
石
大
尉
は
山
口
少
佐
と
共
に
谷
底
か
ら

救
助
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
遭
難
始
末
』
で
は
同
日
昼
ご
ろ
「
山
口
少
佐
は
火
辺
に
あ
り
て
暖

気
を
得
、
元
気
稍
回
復
せ
り
」
。
ま
た
同
日
夜
に
は
「
山
口
少
佐
は
三
た
び
昏
倒
せ
し
も
、
部
下

之
を
救
護
し
て
、
三
た
び
蘇
生
し
、
其
露
営
地
に
達
す
る
や
又
全
く
人
事
不
省
と
な
れ
り
」
。
翌

２
６
日
午
前
１
時
「
山
口
少
佐
は
昏
倒
し
て
起
た
ず
」
兵
を
数
名
付
け
て
行
軍
を
再
開
。
再
び

『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
を
見
れ
ば
倉
石
大
尉
が
「
種
々
介
抱
し
た
り
と
雖
も
、
『
あ
ゝ
』
と
云

う
声
の
み
に
て
蘇
生
せ
ず
。
止
む
を
得
ざ
る
に
よ
り
、
強
壮
な
る
兵
士
数
名
を
し
て
守
ら
し
め
前

進
せ
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
倉
石
大
尉
の
言
う
「
蘇
生
せ
ず
」
と
は
自
力
で
歩
け
ず
、
く
ら
い
の

意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
後
藤
伍
長
の
談
話
」
で
は
「
一
行
は
、
山
口
大
隊
長
の
屍
体
を
棄
つ
る

に
忍
び
ず
、
毛
布
に
包
み
て
交
々
之
れ
を
担
い
つ
つ
あ
り
し
が
、
全
身
凍
え
て
身
体
自
由
な
ら
ざ

る
に
よ
り
、
初
め
て
之
れ
を
棄
つ
る
に
至
り
ぬ
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
発
見
直
後
で
「
精
神
慥
な

た
し
か

ら
ず
」
と
の
編
集
者
注
が
付
い
て
い
る
。
『
遭
難
始
末
』
に
２
６
日
（
川
口
は
２
７
日
と
指
摘
）

１
２

「
暫
く
し
て
、
山
口
少
佐
卒
一
名
と
又
来
り
、
会
す
」
と
あ
り
、
再
び
合
流
を
果
た
す
。
遭
難
時

の
状
況
は
生
存
者
の
証
言
と
遺
体
の
発
見
位
置
か
ら
推
測
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ど
こ
ま
で
克

明
に
記
録
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
真
実
」
で
は
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
、

山
口
少
佐
の
生
死
を
追
う
と
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
る
。 

　
不
可
解
な
現
象
を
見
る
と
、
人
は
本
能
的
に
合
理
的
な
説
明
を
求
め
た
が
る
。
「
正
史
」
で
あ

る
『
遭
難
始
末
』
の
山
口
少
佐
の
生
死
に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
小
笠
原
は
親
族
か
ら
の
ス
ク
ー
プ

と
い
う
形
で
も
た
ら
さ
れ
た
自
殺
説
を
「
真
実
」
と
し
新
田
に
紹
介
し
た
。
新
田
の
小
説
と
こ
れ

を
原
作
と
す
る
映
画
が
大
流
行
し
、
こ
ち
ら
が
「
正
史
」
の
座
を
占
め
る
と
、
今
度
は
こ
の
自
殺

説
に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
川
口
は
疑
義
を
唱
え
、
松
木
は
謀
殺
説
を
主
張
す
る
。
筆
者
は
そ
の
謀

殺
説
に
不
自
然
を
感
じ
た
。
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
堂
々
巡
り
な
の
か
も
知
れ
な
い
。 

　
五
．
お
わ
り
に 

　
八
甲
田
山
遭
難
事
件
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
ど
の
よ
う
な
語
り
を
経
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か

を
確
認
し
た
。
事
件
当
時
の
資
料
に
は
混
乱
や
錯
誤
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
小
説
・
映
画
は
お
の
お

の
の
表
現
手
法
の
特
性
に
よ
り
効
果
的
な
創
作
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
創
作
の
イ
メ
ー
ジ
が

共
有
さ
れ
逆
説
的
に
資
料
を
真
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
す
る
言
説
が
現
れ
た
こ
と
な
ど
を
見
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
段
階
の
資
料
は
著
者
や
製
作
者
の
思
惑
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
矛
盾
し
て
い

る
。
そ
の
矛
盾
を
拾
い
上
げ
る
だ
け
で
大
幅
に
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。 

　
最
も
古
い
資
料
と
し
て
事
件
直
後
に
発
行
さ
れ
た
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
ま
で
行
き
着

い
た
が
、
結
局
は
新
た
な
矛
盾
が
見
つ
か
る
だ
け
で
、
「
真
実
」
に
は
辿
り
着
け
な
か
っ
た
。
ま

さ
に
「
環
状
彷
徨
」
に
陥
っ
た
よ
う
な
感
が
あ
る
。
異
常
気
象
と
い
う
言
説
、
捜
索
隊
の
初
動
に

関
す
る
疑
問
な
ど
に
も
触
れ
た
か
っ
た
が
力
及
ば
な
か
っ
た
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。 
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六
．
補
遺 

　
本
稿
の
脱
稿
後
に
入
手
し
た
資
料
に
つ
い
て
追
記
し
た
い
。 

　
元
自
衛
官
で
、
自
衛
隊
に
よ
る
「
八
甲
田
演
習
」
に
も
参
加
経
験
の
あ
る
伊
藤
薫
が
著
し
た
『
八

甲
田
山
消
さ
れ
た
真
実
』
は
、
当
時
の
陸
軍
の
言
説
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
失
敗
の
本
質
を
明
ら
か

２
５

に
し
よ
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
主
張
に
本
稿
と
多
く
の
共
通
点
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
２
冊
目
の
著
書
『
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
八
甲
田
山
の
悲
劇
』
に
お
い
て
、
伊
藤

２
６

は
さ
ら
に
日
露
戦
争
ま
で
を
視
野
に
入
れ
、
八
甲
田
山
遭
難
事
件
の
教
訓
が
本
当
に
陸
軍
の
運
用

や
装
備
に
活
か
さ
れ
た
の
か
、
丁
寧
に
検
証
し
て
い
る
。 

　
伊
藤
の
著
作
を
手
掛
か
り
に
遭
難
事
件
発
生
直
後
の
資
料
を
再
確
認
し
、
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪

中
行
軍
』
と
ほ
ぼ
同
時
に
出
版
さ
れ
た
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
２

現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、
１
９
０
２
年
２
月
１
０
日
印
刷
・
３
月

１
日
発
行
と
あ
る
初
版
第
一
刷
と
、
同
年
３
月
１
０
日
印
刷
・
３
月
１
７
日
（
「
七
」
に
修
正
痕

２
７

あ
り
）
発
行
と
あ
る
増
補
四
版
の
両
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
二
．
三
②
で
触
れ
た
予

２
８

行
練
習
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
を
、
こ
れ
ら
事
故
直
後
の
資
料
で
比
較
し
た
も
の
が
表
１
で
あ 

表１　予行演習に関する記載の対応

速報性

責任回避記録

八甲田山死の彷徨

陸軍による外部発表

青森聯隊遭難雪中行軍

遭難始末

吹雪の惨劇 八甲田山

取材 小説化

映画『八甲田山』

資料提供 再構築

映像化 興行的成功

リーダーシップ論

セミナー 単純化

遭難事件（史実）

第五聯隊遭難始末

責任回避 情報錯綜

速報性

図３　遭難事件資料・文献の関連（修正版）
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る
。
『
遭
難
始
末
』
が
既
出
の
資
料
に
わ
ず
か
な
改
変
を
加
え
つ
つ
成
立
し
た
こ
と
は
前
述
の
通

り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
『
青
森
聯
隊
遭
難
雪
中
行
軍
』
と
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
の
類

似
か
ら
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
引
用
元
の
存
在
が
推
測
で
き
る
。
伊
藤
の
調
査
と
合
わ
せ
て
考
え

れ
ば
、
事
故
直
後
の
陸
軍
の
外
部
発
表
（
地
元
紙
東
奥
日
報
に
よ
る
報
道
か
）
が
あ
り
、
各
社
が

引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
遭
難
事
件
へ
の
理
解
が
さ

ら
に
深
ま
る
も
の
と
期
待
で
き
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
示
し
た
図
１
を
、
伊
藤
の
著
作
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
観
点
に
よ
っ
て
修
正
す
れ
ば
、
図
３
の
よ
う
に
ま
と
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
。 

　
北
辰
日
報
社
は
弘
前
に
位
置
し
、
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
初
版
か
ら
「
第
三
十
一
聯
隊
雪
中

行
軍
紀
」
を
含
み
、
福
島
大
尉
の
行
軍
も
紹
介
し
て
い
る
事
実
ま
で
を
指
摘
し
、
補
遺
と
す
る
。 
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ス
２
０
２
１
年
２
月
２
１
日
） 

（
３
） 

新
田
次
郎
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
新
潮
社
、
１
９
７
１
年
。 

（
４
） 

新
田
次
郎
『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』
新
潮
文
庫
、
１
９
７
８
年
。 

（
５
） 

新
田
次
郎
『
強
力
伝
・
孤
島
』
新
潮
文
庫
、
１
９
６
５
年
。
『
八
甲
田
山
』
収
録
。 

（
６
） 

新
田
次
郎
『
白
い
花
が
好
き
だ
』
光
文
社
、
１
９
７
６
年
。 

（
７
） 

藤
原
て
い
『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』
中
公
文
庫
、
初
版
１
９
７
６
年
、
改
版
２

０
０
２
年
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
　
日
比
谷
出
版
社
刊
、
昭
和
四
十
六
年
五
月
　
青

春
出
版
社
刊
）
。 

（
８
） 

『
八
甲
田
山
』
１
９
７
７
年
制
作
、M

RBF-1001

（
愛
蔵
版
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
。 

（
９
） 

丸
山
泰
明
『
八
甲
田
山
雪
中
行
軍
遭
難
事
件
と
靖
国
神
社
合
祀
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

（
川
村
邦
光
編
『
戦
死
者
の
ゆ
く
え
　
語
り
と
表
象
か
ら
』
青
弓
社
、
２
０
０
３

年
、p.139-172.

） 

（
１
０
） 

三
上
悦
雄
『
八
甲
田
死
の
雪
中
行
軍
真
実
を
追
う
』
河
北
新
報
出
版
セ
ン
タ
ー
、
２

０
０
４
年
。 

（
１
１
） 

山
下
康
博
『
指
揮
官
の
決
断
』
中
経
出
版
、
２
０
０
５
年
。 

（
１
２
） 

川
口
泰
英
『
雪
の
八
甲
田
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
　
資
料
に
見
る
〝
雪
中
行
軍
〞
百

年
目
の
真
実
』
北
方
新
社
、
２
０
０
６
年
。 

（
１
３
） 

戦
略
戦
史
研
究
会
編
『
生
存
率
５
％
の
闘
い
　
八
甲
田
大
量
遭
難
の
謎
と
真
実
』
ブ

イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
、
２
０
０
６
年
。 

（
１
４
） 

歴
史
群
像
シ
リ
ー
ズ
特
別
編
集
『
決
定
版
図
説
・
日
露
戦
争
　
兵
器
・
全
戦
闘
集
』

株
式
会
社
学
習
研
究
社
、
２
０
０
６
年
。 

（
１
５
） 

ア
ン
ヌ
・
モ
レ
リ
、
永
田
千
奈
訳
『
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
１
０
の
法
則
』
草
思
社
、
２

０
０
２
年
。 

（
１
６
） 

堀
栄
三
『
大
本
営
参
謀
の
情
報
戦
記
』
文
春
文
庫
、
１
９
９
６
年
。 

（
１
７
） 

松
木
明
知
『
中
原
貞
衛
と
「
第
五
連
隊
惨
事 

奥
の
吹
雪
」
（
二
）̶

山
口
少
佐
の
死

因
を
め
ぐ
っ
て̶

』
日
本
醫
事
新
報
、N

o.4072

　
２
０
０
２
年
。 

（
１
８
） 

鴻
上
尚
史
『
不
死
身
の
特
攻
兵
　
軍
神
は
な
ぜ
上
官
に
反
抗
し
た
か
』
講
談
社
現
代

新
書
、
２
０
１
７
年
。 

（
１
９
） 

稲
賀
敬
二
・
竹
盛
天
雄
・
森
野
繁
夫
監
修
『
カ
ラ
ー
版
新
国
語
便
覧
』
新
版
四
訂
、

第
一
学
習
社
、
２
０
１
９
年
。 

（
２
０
） 

押
井
守
、
野
田
真
外
『
押
井
守
監
督
が
語
る
映
画
で
学
ぶ
現
代
史
』
日
経
Ｂ
Ｐ
、
２

０
２
０
年
。 

（
２
１
） 

『
仁
義
な
き
戦
い
』
ブ
ル
ー
レ
イ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、BSTD

20093

（
２
２
） 

呉
座
勇
一
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』
角
川
新
書
、
２
０
１
８
年
。 

（
２
３
） 

佐
谷
眞
木
人
『
日
清
戦
争
』
講
談
社
現
代
新
書
、
２
０
０
９
年
。 

（
２
４
） 

原
田
敬
一
『
日
清
・
日
露
戦
争
』
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
③
、
岩
波
新
書
、
２
０

０
７
年
。 

（
２
５
） 

伊
藤
薫
『
八
甲
田
山
消
さ
れ
た
真
実
』
山
と
溪
谷
社
、
２
０
１
８
年
。 

（
２
６
）
伊
藤
薫
『
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
八
甲
田
山
の
悲
劇
』
山
と
溪
谷
社
、
２
０
１
９
年
。 

（
２
７
）
北
辰
日
報
社
編
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
（
初
版
）
１
９
０
２
年
３
月
発
行
。 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/844359

（
最
終
ア
ク
セ
ス
２
０
２
１
年
４
月
４
日
） 

（
２
８
）
北
辰
日
報
社
編
『
第
五
聯
隊
遭
難
始
末
』
（
増
補
四
版
）
１
９
０
２
年
３
月
発
行
。 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/1083845

（
最
終
ア
ク
セ
ス
２
０
２
１
年
４
月
４
日
） 
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１ 
は
じ
め
に 

 

中
世
期
を
中
心
に
、
説
話
集
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
編
纂
ス

タ
イ
ル
や
編
纂
意
図
、
収
録
さ
れ
る
説
話
の
傾
向
な
ど
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
説
話
集
の
分
類
と
し

て
、
仏
教
説
話
か
世
俗
説
話
か
と
い
う
枠
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
こ
か
ら
説
話
集
同
士
の

関
連
性
な
ど
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
三
大
説
話
集
と
言
わ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』『
宇

治
拾
遺
物
語
』
『
古
今
著
聞
集
』
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
『
今
昔
』
『
宇
治
』
『
著
聞
』
と
す
る
）
は

い
ず
れ
も
世
俗
説
話
集
に
分
類
さ
れ
る
が
、
周
知
の
と
お
り
『
今
昔
』
は
仏
教
説
話
的
様
相
の
強
い

一
面
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
『
著
聞
』
も
「
釈
教
篇
」
な
ど
は
そ
の
篇
名
が
示
す
と
お
り
、
仏
教
に

ま
つ
わ
る
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
篇
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雑
多
な
特
徴
を
持
つ
説
話
集
の
作
品

と
し
て
の
性
質
を
総
合
的
に
と
ら
え
、
作
品
同
士
の
類
似
性
の
様
相
を
可
視
化
す
る
手
段
と
し
て
、

本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
傾
向
分
析
を
試
み
る
。 

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
か
ら
有
意
な
情
報
を
取
り
出
す
技
術
の
総
称
で

あ
り
、
情
報
工
学
の
分
野
に
お
い
て
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
既
存
の
手
法
で
あ
る
。
対
象
と
す
る

テ
キ
ス
ト
を
単
語
の
集
合
体
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
単
語
単
位
に
切
り
分
け
、
分
解
さ

れ
た
単
語
を
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ご
と
に
数
え
て
定
量
化
す
る
。
こ
の
算
出
結
果
は
出
現
頻
度
と
呼
ば

れ
、
そ
の
傾
向
を
も
と
に
複
数
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
類
似
性
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

近
年
で
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
工
学
の
手
法
を
文
学
研
究
の
分
野
に
も
応
用
し
よ
う
と
い
う
試
み

が
、
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
古
典
文
学
を
題
材
と
し
た
も
の
と
し
て
、
初
期
に
は
、

安
本
氏
が
統
計
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
関
す
る
検
証
を
行
っ
て
お
り
（
１
）

、

こ
れ
は
そ
の
後
、
土
山
氏
・
村
上
氏
ら
の
研
究
へ
と
発
展
し
て
い
る
（
２
）

。
コ
ー
パ
ス
研
究
（
３
）

の

成
果
も
数
多
く
発
表
さ
れ
て
お
り
、
説
話
文
学
を
対
象
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
田
中
氏
・
山
元
氏

に
よ
る
同
文
説
話
の
検
証
（
４
）

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

情
報
工
学
の
技
術
を
活
用
す
る
利
点
の
一
つ
は
、膨
大
な
デ
ー
タ
を
扱
え
る
点
に
あ
る
。し
か
し
、

多
く
の
作
品
を
同
時
に
取
り
上
げ
、
類
似
性
に
よ
り
分
類
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
証
は
、
ま
だ

少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
小
林
氏
・
小
木
曽
氏
に
よ
る
日
記
や
物
語
文
学
を
対
象
と
し
た
検

証
（
５
）

や
、
大
川
氏
に
よ
る
平
安
鎌
倉
期
の
文
学
作
品
の
類
型
検
証
（
６
）

な
ど
は
一
部
こ
れ
に
あ
た

る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
の
検
証
は
文
体
的
な
観
点
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
面
か
ら
の
類
似

性
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
和
歌
や
物
語
等
の
分
野
に
比
べ
、
説
話
の
分
野
に

お
け
る
検
証
が
少
な
い
の
も
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
説
話
文
学
の
テ
キ
ス
ト
の
多
様
性
に
も
関
係

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
説
話
文
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
や
場
か
ら
説
話
を
収
集
す
る
と
い
う
性
質

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
も
、
複
数
の
作
品
間
に
お
け
る
類

似
性
の
検
証
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

と
は
い
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
記
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
伝
え
ら
れ
る
説
話
文
学
の
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
の
作
成
は
、
容
易
で
は
な
い
と
い
う
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
文
体
の
み
な
ら
ず
内
容
面
で

の
類
似
性
に
も
着
目
し
つ
つ
、
複
数
の
説
話
集
間
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
著
者
の

目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
三
大
説
話
集
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
三
作
品

間
の
類
似
性
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
さ
れ
る
の
か
を
提
示
し
、そ
の
有
意
性
を
検
証
し
た
い
。ま
た
、

古
典
文
学
研
究
に
こ
の
よ
う
な
手
法
を
持
ち
込
む
際
の
難
し
さ
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
も
の
と

す
る
。 

 
２ 
分
析
の
手
法 

 

（
１
）
分
析
の
準
備 

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
三
大
説
話
集
の
傾
向
分
析 

―
 
x
-m

ean
s

に
よ
る
分
析
結
果
に
関
す
る
考
察 ―

 

平
本 

留
理 
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本
稿
で
取
り
上
げ
る
説
話
集
は
三
作
品
と
少
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
各
作
品
に
お
け
る
巻
や
篇
を

単
位
と
し
て
一
ま
と
ま
り
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
、
分
析
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー

タ
に
お
け
る
単
語
の
出
現
頻
度
の
傾
向
を
も
と
に
、
類
似
性
の
高
い
巻
や
篇
を
探
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン

グ
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
い
く
こ
と
を
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
と
呼

び
、
類
似
性
が
高
い
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た
各
集
合
体
は
ク
ラ
ス
タ
と
呼
ぶ
。 

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
必
要
と
な
る
の
は
対
象
と
す
る
各
作
品
の
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
あ
る
。
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
岩
波
の
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

ま
た
、
『
今
昔
』
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
岩
波
の
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
を
も
と

に
、
著
者
が
準
備
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
準
備
し
た
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
単
語
単
位
に
分
割

す
る
作
業
を
形
態
素
解
析
と
呼
ぶ
。
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
行
う
に
は
、
ま
ず
こ
の
形
態
素
解
析

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

よ
う
な
形
は
、
こ
の
解
析
を
行
う
う
え
で
不
都
合
な
点
が
多
い
。
本
解
析
に
使
用
し
た
の
は
、
形
態

素
解
析
辞
書
「
中
古
和
文U

n
iD

ic

」
と
形
態
素
解
析
エ
ン
ジ
ン
「M

eC
ab

」
（
７
）

で
あ
る
が
、
こ
こ

で
大
き
な
問
題
と
な
る
の
は
、
漢
文
表
記
やU

n
ico

d
e

な
ど
で
も
表
示
で
き
な
い
文
字
の
存
在
で
あ

る
。 ま

ず
、
先
に
示
し
た
解
析
用
の
辞
書
は
、
あ
く
ま
で
日
本
語
と
し
て
の
文
章
を
対
象
と
し
て
い
る

た
め
、
白
文
の
ま
ま
で
解
析
に
か
け
て
も
う
ま
く
単
語
の
分
割
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
漢
文
表
記

と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
書
き
下
し
文
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
『
今
昔
』
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
ひ

ら
が
な
に
改
め
て
い
る
。
ま
た
、
活
字
と
し
て
表
示
で
き
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
ず
ひ

ら
が
な
表
記
に
置
き
換
え
た
（
８
）

。
こ
の
よ
う
な
置
き
換
え
が
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
行
う
際

に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要

す
る
課
題
で
も
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
岩
波
の
大
系
本
は
す
で
に
校
正
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
複
数
の
伝
本
か
ら
の
情
報
を
合
わ
せ
て
推
測
し
た
部
分
や
、
原
本
に
は
な
か
っ
た

は
ず
の
記
号
な
ど
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
本
が
現
存
し
て
い
な
い
中
で
検
討
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
古
典
文
学
研
究
な
ら
で
は
の
如
何
と
も
し
が
た
い
問
題
で
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

句
読
点
や
「 

」
な
ど
、
明
ら
か
に
原
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
記
号
の
類
い
が
分
析

結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
除
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
分
析

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
話
の
内
容
に
着
目
し
た
分
析
を
目
的
と
し
た
こ

と
、
ま
た
、
巻
や
篇
を
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
単
位
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
序
文
や
跋
文
、
各

説
話
の
表
題
に
あ
た
る
箇
所
は
除
い
て
解
析
を
行
う
こ
と
に
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
整
形
の
後
に
、
よ
う
や
く
形
態
素
解
析
が
可
能
と
な
る
。
分
割

さ
れ
た
単
語
の
集
合
は
、
出
現
頻
度
を
記
し
た
単
語
文
書
行
列
と
呼
ば
れ
る
行
列
の
形
に
す
る
。
こ

れ
は
、
出
現
単
語
の
す
べ
て
を
行
に
、
ま
た
各
作
品
の
巻
や
篇
を
一
ま
と

め
に
し
た
テ
キ
ス
ト
名
を
列
に
並
べ
、
そ
れ
ら
の
単
語
が
登
場
し
た
回
数

を
行
列
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。こ
の
単
語
の
出
現
頻
度
を
要
素
に
、

こ
れ
ら
を
ベ
ク
ト
ル
化
す
る
（
９
）

。 

ま
た
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
も
表
れ
る
遍
在
的
な
語
と
、
少
数
の
テ
キ
ス

ト
に
表
れ
る
特
徴
的
な
語
と
の
違
い
を
考
慮
し
、TF

-ID
F

法
（

10
）

と
呼
ば

れ
る
手
法
を
使
っ
て
単
語
の
重
み
づ
け
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
少
数

の
テ
キ
ス
ト
に
表
れ
る
偏
在
性
の
高
い
単
語
に
は
重
み
を
与
え
、
逆
に
ど

の
テ
キ
ス
ト
に
も
遍
在
的
に
表
れ
る
単
語
の
重
み
は
軽
く
す
る
こ
と
が
で

き
、
各
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
的
な
語
が
よ
り
明
確
化
で
き
る
。 

さ
ら
に
、
単
語
総
数
の
多
い
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ベ
ク

ト
ル
が
多
次
元
に
な
り
、
可
視
化
が
困
難
と
な
る
た
め
、
主
成
分
分
析
に

よ
り
ベ
ク
ト
ル
の
次
元
圧
縮
を
行
い
、
二
次
元
の
グ
ラ
フ
に
し
た
。 

対
象
と
な
る
各
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る(

11)

。 

 

（
２
）
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ 

 
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
各
作
品
の
巻
や
篇
を
単
位
と
し
て
、
類
似
性
の
高
い
も
の
同
士

を
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
手
法
に
も
さ
ま
ざ

ま
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
る
と
、
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
と
非
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
と
に
二

分
さ
れ
る
。 

表１ 対象となるテキスト数および単語総数 

 今昔物語集 宇治拾遺物語 古今著聞集 

巻(篇)数[個] 28 15 20(30) 

単語総数[語] 751,695 126,336 165,500 
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図１ 三大説話集の品詞

割合

 

階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
は
、
最
も
似
て
い

る
と
思
わ
れ
る
も
の
同
士
を
順
番
に
ペ
ア
に
し

て
い
き
、
結
果
を
樹
形
図
状
に
示
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
ど
の
巻
と
ど
の
巻
の
類
似
性
が
高

い
か
を
確
認
す
る
に
は
適
し
て
お
り
、
著
者
自

身
も
こ
の
手
法
を
用
い
た
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を

す
で
に
実
施
し
て
い
る

（

12
）

。紙
面
の
都
合
上
、

こ
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
結
果
の
詳
細
に
関
す
る

報
告
は
機
会
を
改
め
る
が
、
こ
の
手
法
に
は
、

対
象
と
す
る
テ
キ
ス
ト
数
が
多
く
な
れ
ば
多
く

な
る
ほ
ど
、
図
が
読
み
取
り
づ
ら
く
な
る
と
い

う
弱
点
が
あ
る
。
今
回
は
三
作
品
の
す
べ
て
の

巻
、
計
六
十
三
の
テ
キ
ス
ト
を
対
象
と
し
た
た

め
、
少
々
結
果
が
読
み
取
り
づ
ら
い
樹
形
図
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
非
階

層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
実
施
結
果
を
提
示
す

る
こ
と
に
す
る
。 

 

非
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、k

-m
ean

s

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
ｋ
個
の
ク

ラ
ス
タ
に
分
類
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ク

ラ
ス
タ
の
数
を
実
施
者
自
ら
が
設
定
す
る
必
要

が
あ
る
。
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
で
は
、
樹

形
図
が
完
成
し
た
後
に
、
そ
の
ど
の
階
層
部
分

を
基
準
と
し
て
見
る
か
に
よ
り
、
ク
ラ
ス
タ
の

数
を
実
施
者
の
側
が
あ
る
程
度
恣
意
的
に
設
定

で
き
る
。
し
か
し
、k

-m
ean

s

に
お
い
て
は
、

先
に
実
施
者
が
ク
ラ
ス
タ
の
個
数
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
い
く
つ
の
ク
ラ
ス
タ
に
分

け
る
の
が
適
切
な
の
か
見
当
を
付
け
づ
ら
い
場
合
な
ど
は
扱
い
に
く
い
。
こ
の
問
題
点
を
解
消
し
、

実
施
者
の
判
断
で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ク
ラ
ス
タ
の
数
を
判
定
さ
せ
る
手
法
がx

-m
ean

s

で

あ
る

（

13
）

。
こ
こ
で
は
、
こ
のx

-m
ean

s

の
手
法
を
利
用
し
て
、
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を
試
み
る
こ
と

に
す
る
。 

ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
に
先
立
ち
、
形
態
素
解
析
を
行
っ
て
各
作
品
内
に
お
け
る
使
用
語
彙
の
品
詞
割

合
の
傾
向
を
調
べ
て
み
る
と
、
図
１
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た

（

14
）

。
品
詞
の
構
成
で
見
る
と
、

『
今
昔
』
と
『
著
聞
』
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
『
宇
治
』
は
他
の
二
作
品
と
比
べ
名
詞
の
割
合

が
低
く
、
代
わ
り
に
動
詞
や
形
容
詞
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お

い
て
も
名
詞
の
割
合
が
最
も
高
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
の
三
品
詞
で
全

体
の
約
九
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を
行
う
際
、
そ
の
特
徴
を
よ
り
明

確
化
す
る
た
め
、
遍
在
性
の
高
い
語
に
つ
い
て
は
ス
ト
ッ
プ
ワ
ー
ド

（

15
）

と
し
て
分
析
対
象
か
ら
除

く
場
合
が
あ
る
。
今
回
は
ス
ト
ッ
プ
ワ
ー
ド
の
除
外
を
行
わ
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
作
品
全
体

の
構
成
割
合
の
上
位
を
占
め
る
三
品
詞
に
分
析
対
象
を
絞
り
込
み
、
巻
の
類
似
性
の
検
証
を
品
詞
ご

と
に
行
う
こ
と
で
、
特
徴
の
明
確
化
を
試
み
た
。 

３

ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
結
果
と
分
析 

（
１
）
巻
ご
と
の
分
析 

 

岩
波
大
系
本
の
本
文
に
従
い
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
巻
の
単
位
で
分
け
た
場
合
の
ク
ラ
ス

タ
リ
ン
グ
結
果
を
図
２
か
ら
図
４
に
示
す
。
同
色
で
印
を
付
け
ら
れ
た
も
の
が
、
同
一
ク
ラ
ス
タ
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞
に
お
け
る
各
ク
ラ
ス
タ
の
構
成
要
素
と
そ
の
特
徴
を
以
下
に
示
す
。
い
ず
れ
の

品
詞
に
お
い
て
も
、
ク
ラ
ス
タ
は
四
つ
に
分
か
れ
た
。 

名
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
赤
】 
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『
宇
治
』
１
・
２
・
３
・
４
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
緑
】 

『
宇
治
』
５
、
『
著
聞
』
12
・
16
・
17
・

20 
【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
青
】 

『
今
昔
』
22
・
24
、
『
著
聞
』
１
・
３
・

４
・
５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
11
・
13
・

14
・
15
・
18
・
19 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
：
水
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・
16
・

17
・
19
・
20
・
23
・
25
・
26
・
27
・
28
・

29
・
30
・
31
、
『
著
聞
』
２ 

《
特
徴
》 

ク
ラ
ス
タ
Ａ
は
『
宇
治
』
の
み
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
タ
に
お
い
て
、
特
徴
的
な

語
と
し
て
上
位
に
あ
が
っ
て
く
る
も
の
は
、
「
や
う
」
「
こ
と
」
「
も
の
」
な
ど
の
形
式
名
詞

の
類
い
が
多
い
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
巻
に
お
け
る
テ
ー
マ
性
が
つ
か
み
づ
ら
い
一

群
の
ク
ラ
ス
タ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
は
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』

の
一
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
部
に
ク
ラ
ス
タ
Ａ
の
よ
う
な
傾
向
を
持
ち
つ
つ
も
、
固
有
名

詞
や
普
通
名
詞
が
特
徴
語
の
上
位
に
あ
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
形
式
名
詞
以
外
の
特
徴
語
に
関

し
て
は
、
雑
多
な
印
象
の
あ
る
ク
ラ
ス
タ
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
は
『
今
昔
』
の
二
巻
と
『
著

聞
』
か
ら
成
る
。
「
大
臣
」
「
朝
臣
」
「
納
言
」
な
ど
、
王
朝
貴
族
的
な
語
彙
が
特
徴
語
の
上

位
に
あ
が
っ
て
く
る
ク
ラ
ス
タ
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
は
『
今
昔
』
と
『
著
聞
』
巻
２
か
ら
成

る
。
仏
教
的
要
素
の
強
い
語
彙
が
特
徴
語
と
し
て
上
位
に
あ
が
っ
て
く
る
ク
ラ
ス
タ
で
あ
る
。

『
著
聞
』
の
巻
２
は
「
釈
教
篇
」
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
も
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

動
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
赤
】 

『
著
聞
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・

17
・
18
・
19
・
20 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
緑
】 

『
宇
治
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

８
・
９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
、 

『
著
聞
』
16 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
青
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・
16
・

17
・
19
・
20
・
23
・
24
・
25
・
26
・
27
・

28
・
29
・
30
・
31 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
：
水
】 

『
今
昔
』
22 

《
特
徴
》 

動
詞
に
関
し
て
は
、
作
品
ご
と
に
分
か
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
ク
ラ
ス
タ
Ａ
は
『
著

聞
』
、
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
は
『
宇
治
』
、
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
は
『
今
昔
』
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
異
例

な
の
は
、
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
の
『
著
聞
』
巻
16
と
、
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
に
単
独
で
分
離
さ
れ
た
『
今
昔
』

巻
22
の
二
つ
で
あ
る
。
『
著
聞
』
巻
16
は
「
興
言
利
口
篇
」
で
あ
り
、
笑
話
の
要
素
が
強
い

巻
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
『
宇
治
』
と
同
ク
ラ
ス
タ
に
入
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
で
は
あ

る
が
、
図
を
見
る
と
、
緑
の
点
が
一
つ
だ
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が

『
著
聞
』
巻
16
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
次
元
化
さ
れ
た
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
ク
ラ
ス
タ
Ａ

に
近
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
判
定
と
し
て
は
ク
ラ
ス
タ
Ｂ

で
あ
っ
た
。
特
徴
語
を
見
て
も
、
「
い
ふ
」
「
あ
り
」
「
ま
ゐ
る
」
な
ど
が
上
位
に
来
て
お
り
、

や
は
り
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
寄
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
今
昔
』
巻
22
の
特
徴
語
の
ト
ッ
プ
に
は
「
給

ひ
」
が
来
て
い
る
。
巻
22
は
藤
原
氏
の
列
伝
的
様
相
を
持
つ
巻
で
も
あ
り
、
こ
れ
が
何
か
し
ら

の
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

図３ 動詞のクラスタリング 

図２ 名詞のクラスタリング 
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形
容
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
赤
】 

『
今
昔
』
22
・
23
・
24
・
26
・
27
・
28
・

29
・
30
・
31 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
緑
】 

『
今
昔
』
15
・
16
・
19
・
20
・
25 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
青
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
17 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
：
水
】 

『
宇
治
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

８
・
９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
、 

『
著
聞
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

８
・
９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・

16
・
17
・
18
・
19
・
20 

《
特
徴
》 

形
容
詞
は
、
大
き
く
『
今
昔
』
の
ク
ラ
ス
タ
と
『
宇
治
』
『
著
聞
』
の
ク
ラ
ス
タ
と
に
分
か
れ

た
。
ク
ラ
ス
タ
Ａ
～
Ｃ
は
い
ず
れ
も
『
今
昔
』
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
今
昔
』
は
も
と

も
と
片
仮
名
宣
命
書
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
表
記
さ
れ
て
い
た

（

16
）

と
さ
れ
て
お
り
、
漢
語
的
表

現
に
こ
だ
わ
っ
た
た
め
か
、
形
容
詞
に
お
い
て
は
決
ま
り
き
っ
た
言
い
回
し
が
多
い
。
そ
の
中

に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
タ
Ａ
は
他
の
『
今
昔
』
の
巻
よ
り
も
比
較
的
語
彙
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ

る
特
徴
語
を
持
つ
一
群
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
は
「
無
し
」
と
そ
の
活
用
形
で
特
徴
語
の
ほ
と

ん
ど
が
占
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、ク
ラ
ス
タ
Ｂ
は
ク
ラ
ス
タ
Ａ
と
Ｃ
の
中
間
的
性
質
を
持
つ
。

こ
れ
に
比
べ
、
『
宇
治
』
や
『
著
聞
』
は
和
文
の
特
徴
を
活
か
し
、
そ
の
表
現
に
も
多
様
性
が

見
ら
れ
る
。 

 

巻
を
テ
キ
ス
ト
の
単
位
と
し
た
三
品
詞
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
結
果
と
そ
の
特
徴
を
示
し
た
。
い
ず

れ
の
品
詞
に
お
い
て
も
、
同
一
作
品
の
巻
同
士
は
類
似
の
傾
向
を
示
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
各
説
話
集
が
持
つ
固
有
の
特
色
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
形
容
詞

は
そ
の
特
徴
語
の
様
相
か
ら
、
特
に
文
体
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
た
。 

た
だ
し
、
説
話
内
容
の
類
似
性
を
見
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
分
析
手
法
に
は
若
干
の
問
題

点
が
あ
る
。 

『
今
昔
』
は
周
知
の
と
お
り
、
巻
１
～
５
が
天
竺
編
、
巻
６
～
10
が
震
旦
編
、
巻
11
～
31
が
本

朝
編
と
分
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
部
と
世
俗
部
が
あ
る
。
特
徴
語
を
見
て
も
、
異
国

性
を
感
じ
さ
せ
る
語
彙
が
並
ぶ
巻
１
～
10
や
、
仏
教
的
な
語
彙
が
並
ぶ
巻
、
王
朝
的
な
テ
ー
マ
を
感

じ
さ
せ
る
語
彙
が
並
ぶ
巻
な
ど
、
あ
る
程
度
巻
ご
と
の
テ
ー
マ
性
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
『
宇

治
』
に
は
こ
の
傾
向
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
『
宇
治
』
は

巻
ご
と
の
テ
ー
マ
性
が
非
常
に
薄
い
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

そ
も
そ
も
『
宇
治
』
の
巻
の
括
り
に
関
し
て
は
、
や
や
問
題
が
あ
る
。
十
五
の
巻
の
括
り
は
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
際
の
も
と
と
な
っ
た
岩
波
の
旧
大
系
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
本
系

の
伝
本
で
は
上
下
二
巻
と
な
っ
て
お
り
、
十
五
巻
で
の
流
布
は
後
世
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
十
五
巻
に
分
け
ら
れ
た
構
成
は
、
『
宇
治
』
編
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
巻
の
テ
ー
マ
性
が
見
出
せ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
説
話
配
列

に
お
い
て
も
、
『
宇
治
』
は
連
想
に
よ
っ
て
一
九
七
話
の
収
録
説
話
同
士
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
指
摘
も
あ
る

（

17
）

。
こ
の
よ
う
な
論
を
支
持
す
る
な
ら
ば
、
も
と
も
と
編
者
に
は
作
品
全
体
が
一

ま
と
ま
り
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
巻
ご
と
の
テ
ー
マ
を
持
っ
た
編
纂
な
ど
と
い

う
意
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。 

さ
ら
に
、
『
著
聞
』
は
テ
ー
マ
ご
と
に
三
十
の
篇
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ

れ
は
編
者
自
ら
が
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二
十
の
巻
の
区
分
も
三
十
の
篇
の
区
分
も
と
も
に

編
者
自
ら
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
二
十
巻
の
区
分
は
勅
撰
和
歌
集
を
意
識
し
た
体
裁
上
の
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
的
な
括
り
と
し
て
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
篇
を
単
位
に
ク
ラ
ス
タ
リ
ン

グ
を
実
施
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
特
徴
が
出
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

 

図４ 形容詞のクラスタリング 
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（
２
）
テ
ー
マ
性
を
意
識
し
た
括
り
で
の
分
析 

編
者
の
意
図
や
内
容
的
な
括
り
を
意
識
し
、
説
話
の
内
容
面
で
の
類
似
性
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
、
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
の
テ
キ
ス
ト
の
括
り
を
変
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
『
今
昔
』
は

そ
の
ま
ま
巻
ご
と
に
、
『
宇
治
』
は
作
品
全
体
を
一
つ
に
、
『
著
聞
』
は
篇
ご
と
に
テ
キ
ス
ト
の
ま

と
ま
り
を
変
更
し
、
同
様
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
結
果
が
、
図
５
～
７
で
あ
る
。 

名
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
青
】 

『
今
昔
』
12
・
13
・
14
・
15
・
16
・
17
・

19
・
20
・
23
・
24
・
25
・
26
・
27
・
28
・

29
・
30
・
31

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
茶
】 

『
今
昔
』
22
、
『
宇
治
』
、
『
著
聞
』
１
・

２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・

11
・
12
・
13
・
14
・
15
・
16
・
17
・
18
・

19
・
20
・
21
・
22
・
23
・
24
・
25
・
26
・

26
・
27
・
28
・
29
・
30

【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
緑
】 

『
今
昔
』
６
・
７
・
９
・
10
・
11

【
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
：
赤
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５ 

《
特
徴
》 

テ
キ
ス
ト
の
ま
と
ま
り
を
変
え
た
こ
と
で
、
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
結
果
に
最
も
変
化
の
見
ら
れ

た
の
が
名
詞
で
あ
る
。
『
著
聞
』
の
三
十
の
篇
は
、
一
ま
と
ま
り
の
ク
ラ
ス
タ
に
な
っ
た
。
ま

た
、
『
今
昔
』
の
天
竺
編
、
震
旦
編
の
ま
と
ま
り
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
た
こ
と
も
一
つ
の
特

徴
で
あ
る
。
『
今
昔
』
の
括
り
は
変
え
て
い
な
い
が
、
他
の
テ
キ
ス
ト
の
括
り
を
変
え
た
こ
と

で
、
よ
り
そ
の
特
徴
が
明
確
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
朝
仏
教
部
の
冒
頭
と
な

る
巻
11
は
、
震
旦
編
の
一
群
で
あ
る
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
に
分
類
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
今
昔
』
巻
22
が

『
著
聞
』
と
同
じ
ク
ラ
ス
タ
に
分
類
さ
れ
る
点
は
、
先
の
巻
ご
と
の
分
析
の
際
と
変
わ
ら
な
か

っ
た
。 

動
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
青
】 

『
宇
治
』
、
『
著
聞
』
１
・
２
・
３
・
４
・

５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
11
・
12
・

13
・
14
・
15
・
16
・
17
・
18
・
19
・
20
・

21
・
22
・
23
・
24
・
25
・
26
・
26
・
27
・

28
・
29
・
30

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
茶
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
15
・
16
・

17
・
20

【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
緑
】 

『
今
昔
』
19
・
22
・
23
・
24
・
25
・
26
・

27
・
28
・
29
・
30
・
31

《
特
徴
》 

全
体
の
点
の
分
布
の
形
は
巻
ご
と
の
分
析
結
果
と
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
今
回
よ
り
強

く
類
似
性
を
示
し
た
の
は
、
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
か
ら
成
る
ク
ラ
ス
タ
Ａ
で
あ
る
。
巻
ご
と

の
分
析
で
は
、
逆
に
『
今
昔
』
が
強
い
類
似
性
を
示
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
は
逆
転
し
た
形

に
な
っ
て
い
る
。
『
今
昔
』
は
二
分
さ
れ
、
本
朝
世
俗
部
の
一
群
が
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
に
ま
と
ま
っ

た
。 

形
容
詞 

【
ク
ラ
ス
タ
Ａ
：
青
】 

図５ 名詞のクラスタリング 

図６ 動詞クラスタリング 
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『
宇
治
』
、
『
著
聞
』
１
・
２
・
３
・
４
・

５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
・
11
・
12
・

13
・
14
・
15
・
16
・
17
・
18
・
19
・
20
・

21
・
22
・
23
・
24
・
25
・
26
・
26
・
27
・

28
・
29
・
30 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｂ
：
茶
】 

『
今
昔
』
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・

９
・
10
・
11
・
12
・
13
・
14
・
17 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｃ
：
緑
】 

『
今
昔
』
15
・
16
・
19
・
20
・
25 

【
ク
ラ
ス
タ
Ｄ
：
赤
】 

『
今
昔
』
22
・
23
・
24
・
26
・
27
・
28
・

29
・
30
・
31 

《
特
徴
》 

巻
ご
と
の
分
析
と
比
較
し
て
も
、
結
果
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
形
容
詞
は
文
体
に
影
響

を
受
け
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
先
に
述
べ
た
が
、
と
も
に
和
文
的
傾
向
の
強
い
『
宇
治
』
と

『
著
聞
』
の
テ
キ
ス
ト
の
括
り
が
変
わ
っ
て
も
、
さ
ほ
ど
影
響
は
受
け
な
か
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。 

  

テ
ー
マ
性
を
意
識
し
た
括
り
で
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
結
果
を
示
し
た
。
巻
ご
と
の
分
析
と
同
様
、

作
品
ご
と
に
ク
ラ
ス
タ
が
ま
と
ま
る
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
括
り
で
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の

方
が
、
よ
り
明
確
に
そ
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
『
著
聞
』
は
、
ど
の
品
詞
に
お
い

て
も
三
十
の
篇
が
別
の
ク
ラ
ス
タ
に
分
散
す
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
同
じ
ク
ラ
ス
タ
に
属
す
る
こ
と

が
わ
か
っ
た

（

18
）

。
こ
れ
は
作
品
全
体
と
し
て
の
テ
ー
マ
や
文
体
の
統
一
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
篇
ご
と
に
テ
ー
マ
を
示
し
て
い
な
が
ら
、
実
は
他
の
篇
と
の
共
通
点
を
多
く
持
つ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
動
詞
や
形
容
詞
に
お
い
て
は
特
に
そ
の
類
似
性
が
顕
著
で
あ
り
、
同
じ
よ
う

な
語
彙
が
作
品
全
体
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
は
常
に
同
じ
ク
ラ
ス
タ
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

こ
れ
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
つ
の
品
詞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
助
動
詞
以
外
の
す
べ
て
の
品
詞
に
お
い

て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
助
動
詞
の
み
『
今
昔
』
と
『
宇
治
』
が
同
一
ク
ラ
ス
タ
に
ま
と
ま
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
つ
ま
り
こ
れ
は
、
三
大
説
話
集
を

対
象
と
し
た
場
合
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
彙
の
傾
向
を
見
る
限
り
で
は
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
が
か

な
り
近
い
関
係
性
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
が
顕
著
に
表
れ
る
例
と
し
て
、
次

に
各
説
話
を
単
位
と
し
た
名
詞
の
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
分
析
結
果
を
示
す
。 

 

（
３
）
説
話
単
位
で
の
分
析 

 

各
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
全
説
話
を
対
象
に
、
一
話
一
話
を
一
ま
と
ま
り
の
テ
キ
ス
ト
と
し

て
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
特
に
内
容
的
な
類
似
が
顕
著
に
出
る
名
詞
の
分
析
結
果
を
図
８
に

示
す
。
上
の
図
が
各
ク
ラ
ス
タ
を
色
分
け
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
下
の
図
は
そ
の
説
話
が
ど
の

作
品
に
属
す
る
説
話
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
点
が
多
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
部
分
は
そ
の
詳
細

が
わ
か
り
づ
ら
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
タ
に
お
い
て
ど
の
作
品
の
説
話
が
多
い
の
か
、
そ
の

内
訳
を
表
２
に
示
し
た
。
行
に
作
品
名
を
、
列
に
ク
ラ
ス
タ
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
の
含
ま
れ

る
割
合
を
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
示
し
た
。 

 

図７ 形容詞クラスタリング 

 

 

 

図８ 各説話の名詞クラスタリング 
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図
８
お
よ
び
表
２
よ
り
、
名
詞
を
対
象
と
し
た
三
大
説
話
集

の
説
話
群
の
様
相
は
、
ま
ず
『
今
昔
』
の
説
話
群
と
『
宇
治
』

の
説
話
群
と
が
大
き
く
分
か
れ
て
位
置
し
、
『
著
聞
』
の
説
話

群
は
『
宇
治
』
寄
り
に
位
置
す
る
と
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、

説
話
集
間
の
類
似
性
と
し
て
は
『
宇
治
』
と
『
今
昔
』
が
対
極

に
あ
り
、
そ
の
間
の
性
質
を
持
つ
の
が
『
著
聞
』
で
あ
る
が
、

そ
の
位
置
関
係
は
決
し
て
中
間
で
は
な
く
、
『
宇
治
』
寄
り
の

傾
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

４ 

ま
と
め 

  

以
上
、
非
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
一
つ
で
あ
る

x
-m

ean
s

の
手
法
を
用
い
て
、
三
大
説
話
集
を
対
象
と
し
た
テ

キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
結
果
を
示
し
て
き
た
。
こ
れ
を

踏
ま
え
、
得
ら
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
こ
こ
に
ま
と
め
る
。 

ま
ず
三
大
説
話
集
を
対
象
と
し
た
分
析
な
ら
で
は
の
傾
向
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

一
点
目
は
、
い
ず
れ
の
品
詞
に
お
い
て
も
、
同
一
作
品
の
巻
同
士
は
同
一
ク
ラ
ス
タ
に
分
類
さ
れ

や
す
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
々
の
作
品
と
し
て
の
特
性
を
示
す
も
の
と
も
言

え
よ
う
。
『
宇
治
』
や
『
著
聞
』
に
は
特
に
こ
の
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
『
宇
治
』
は

巻
ご
と
に
検
証
し
て
も
傾
向
ら
し
い
傾
向
が
見
当
た
ら
ず
、
特
定
の
テ
ー
マ
性
が
見
出
し
に
く
い
と

い
う
点
を
持
つ
の
に
対
し
、
『
著
聞
』
は
一
見
篇
立
て
と
い
う
テ
ー
マ
性
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
な
が
ら
、
実
は
篇
同
士
の
性
質
が
非
常
に
近
い
と
い
う
点
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
同
一
作
品

内
の
巻
同
士
が
非
常
に
近
い
関
係
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
な
語
彙
が
作
品
全
体
を
通

じ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、こ
れ
は
作
品
全
体
と
し
て
の
統
一
性
と
も
言
え
る
。

一
方
、
『
今
昔
』
は
い
く
つ
か
の
ク
ラ
ス
タ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
分
か
れ
方
は
天
竺
・

震
旦
・
本
朝
と
い
う
編
構
成
の
枠
組
み
や
、
本
朝
の
仏
教
部
と
世
俗
部
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
に
沿

っ
た
巻
構
成
に
準
ず
る
形
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
本
朝
世
俗
部
に
属
す
る
巻
は
同
一
ク
ラ
ス
タ

と
し
て
ま
と
ま
り
や
す
く
、
こ
の
一
群
と
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
仏
教
部
を
一
群
と
す
る
ク
ラ
ス
タ
と

に
分
か
れ
や
す
い
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ

に
お
い
て
も
似
た
よ
う
な
傾
向
を
示
す
。
た
だ
し
、
一
部
に
は
こ
れ
に
よ
ら
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
証
の
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ス
タ
の
分
か
れ
方
に
巻
の
テ

ー
マ
性
が
影
響
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
作
品
と
し
て
の
統
一
性
と
い
う
観
点

か
ら
言
え
ば
、
文
体
の
違
い
や
特
徴
的
な
語
彙
の
違
い
は
、
編
者
が
一
人
な
の
か
複
数
な
の
か
と
い

う
編
纂
上
の
影
響
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

二
点
目
は
、
三
大
説
話
集
を
対
象
と
し
た
場
合
、
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
は
同
一
ク
ラ
ス
タ
に
な

る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
場
合
、
『
宇
治
』
と
『
今
昔
』
は

対
照
的
な
位
置
づ
け
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
『
著
聞
』
は
そ
の
間
に
位
置
し
な
が
ら
も
、
か
な
り
『
宇

治
』
寄
り
の
傾
向
を
示
す
。
類
似
性
と
い
う
観
点
で
言
う
な
ら
ば
、
『
宇
治
』
と
『
著
聞
』
は
非
常

に
近
い
関
係
性
で
あ
る
と
し
て
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
「
三
つ
の
作
品
に
お

い
て
は
」
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
括
り
を
変
え
た
こ
と
で
結
果
に
若
干
の
差
異
が

生
ま
れ
た
よ
う
に
、
他
の
作
品
群
と
合
わ
せ
て
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
す
れ
ば
、
少
し
違
っ
た
傾
向
を
示

す
可
能
性
が
あ
る
。 

次
に
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
い
う
手
法
の
活
用
に
よ
り
、
普
遍
的
に
得
ら
れ
る
事
柄
に
つ
い

て
述
べ
る
。 

一
点
目
は
、
類
似
性
の
傾
向
を
視
覚
的
に
直
感
的
に
捉
え
や
す
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト

マ
イ
ニ
ン
グ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
結
果
は
図
の
形
で
示
さ
れ
る
も
の
も
多

い
。
大
ま
か
な
傾
向
を
瞬
時
に
直
感
的
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
、
文
学
作
品
の
細
部
の
検
証
と
い
う

よ
り
は
、
全
体
像
な
ど
を
把
握
し
た
い
場
合
に
適
し
て
い
る
。 

二
点
目
は
、
ク
ラ
ス
タ
の
構
成
要
素
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
特
徴
的
な
テ
キ
ス
ト
の
抽
出
が
可
能

と
な
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
宇
治
』
や
『
著
聞
』
の
ク
ラ
ス
タ
の
中
に
、
『
今
昔
』
の
巻
が
一

つ
だ
け
入
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
出
て
く
れ
ば
、
本
校

の
学
生
の
よ
う
に
文
学
的
な
事
柄
に
は
さ
ほ
ど
詳
し
く
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
巻
は
異
質
だ
と

気
付
く
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
研
究
者
の
気
付
き
を
助
け
る
要
素
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
の

目
視
に
よ
り
丁
寧
か
つ
詳
細
な
分
析
を
行
う
文
学
研
究
の
手
法
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
今
後
も
廃
れ

表２ 各説話の名詞クラスタリングの内訳（％） 

 Ａ 

[緑] 

Ｂ 

[青] 

Ｃ 

[赤] 

Ｄ 

[桃] 

Ｅ 

[茶] 

Ｆ 

[水] 

Ｇ 

[灰] 

『今昔』 0.0 0.0 13.2 93.8 99.2 99.0 100.0 

『宇治』 86.7 46.8 9.9 0.4 0.0 0.0 0.0 

『著聞』 13.3 53.2 76.9 5.8 0.8 1.0 0.0 

 

38



る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
が
そ
の
取
り
掛
か
り
と
な
る
事
項

の
抽
出
を
助
け
る
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
目
視
で
は
な

か
な
か
気
づ
き
に
く
い
部
分
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
補
い
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
類
似
性
や
異
質
性
の

発
見
を
通
し
て
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
け
ば
、
よ
り
深
い
考
察
に
辿
り
着
け
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
研
究
の
糸
口
を
見
つ
け
る
手
法
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

５ 

お
わ
り
に 

―

今
後
の
課
題―

 

  

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
は
多
数
あ
る
。
現
段
階
で
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
れ
ば
よ

り
有
意
な
情
報
が
得
ら
れ
る
の
か
を
模
索
し
て
い
る
段
階
と
言
え
る
。
最
後
に
そ
の
難
し
さ
と
課
題

に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。 

一
点
目
は
、
作
品
本
文
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
作
成
の
難
し
さ
で
あ
る
。
特
に
説
話
の
場
合
は
、
漢

文
表
記
や
和
文
表
記
が
入
り
混
じ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
『
今
昔
』
な
ど
は
、
「
成
り
給
は
ざ
り

け
る
」
を
「
不
成
給
ザ
リ
ケ
ル

」
と
記
す
な
ど
独
特
の
表
記
方
法
が
あ
っ
た
り
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
活
字
と
し
て
表
記
で
き
な
い
文
字
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
記
を
ど
の
よ

う
に
デ
ー
タ
化
す
る
か
が
非
常
に
悩
ま
し
い
。こ
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
作
成
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、

そ
の
後
の
解
析
結
果
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
試
行

を
繰
り
返
す
中
で
、
和
文
的
か
漢
文
的
か
と
い
う
判
定
に
、
漢
字
表
記
か
仮
名
表
記
か
の
影
響
が
非

常
に
強
く
出
て
し
ま
っ
た
失
敗
例
が
あ
る
。
こ
の
漢
字
か
仮
名
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
以
上
、
本
分

析
で
採
用
し
た
よ
う
な
、
活
字
と
し
て
出
な
い
語
を
ひ
ら
が
な
表
記
に
置
き
換
え
る
方
法
は
不
適
切

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
単
純
に
書
き
下
し
文
に
改
め
る
な
ど
の
手
法
に
つ
い
て
も
、

再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

二
点
目
は
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
の
選
択
に
関
す
る
難
し
さ
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た

と
お
り
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
の
手
法
は
多
数
あ
り
、
目
的
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
手
法
を
使
い
分

け
る
必
要
が
あ
る
。
複
数
の
手
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
分
析
を
行
っ
て
い
く
の
が
理
想
的
だ
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
際
ど
の
手
法
と
ど
の
手
法
を
組
み
合
わ
せ
る
べ
き
か
は
検
討
を
重
ね
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
た
と
え
ば
本
分
析
で
はx

-m
ean

s

を
取
り
上
げ
た
が
、
全
体
的
な
巻
の
類
似
的
傾
向
を
視
覚

的
に
表
す
に
は
便
利
な
反
面
、
特
に
ど
の
巻
と
ど
の
巻
の
類
似
性
が
高
い
の
か
は
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
方
が
優
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
他
の
手
法
を
複
数
取
り
入
れ
な
が
ら
分
析
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
の
手
法
の
選
択
が
あ
ま
り
に
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
研
究
を
主
動
す

る
者
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る
た
め
だ
け
の
分
析
と
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば

先
に
述
べ
た
ス
ト
ッ
プ
ワ
ー
ド
の
除
外
な
ど
も
、
傾
向
が
出
に
く
い
か
ら
と
い
っ
て
む
や
み
に
ス
ト

ッ
プ
ワ
ー
ド
を
定
め
て
そ
れ
ら
を
除
外
す
る
な
ど
す
れ
ば
、
そ
れ
は
研
究
手
法
と
し
て
不
適
切
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。文
学
作
品
に
適
し
た
分
析
の
手
法
の
確
立
は
、当
面
の
課
題
で
あ
る
。 

 

【
注
】 

（
１
）
安
本
美
典
「
文
体
統
計
に
よ
る
筆
者
推
定―

源
氏
物
語
、
宇
治
十
帖
の
作
者
に
つ
い
て―

」

（
『
心
理
学
評
論
』
二
巻
一
号
、
心
理
学
評
論
刊
行
会
、
一
九
五
七
年
） 

（
２
）
土
山
玄
・
村
上
征
勝
「
語
の
使
用
頻
度
の
計
量
分
析
に
よ
る
宇
治
十
帖
他
作
者
説
の
検
討
」

（
『
情
報
処
理
学
会
研
究
報
告
』V

o
l.2

0
1
2
-C

H
-9

4
, N

o
.5

、
二
〇
一
二
年
） 

（
３
）
電
子
化
さ
れ
た
形
で
蓄
積
さ
れ
た
言
語
デ
ー
タ
の
こ
と
。
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
七

四
巻
一
号
（
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。 

（
４
）
田
中
牧
郎
・
山
元
啓
史
「
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
同
文
説
話
に
お
け
る

語
の
対
応―

語
の
文
体
的
価
値
の
記
述―

」
（
『
日
本
語
の
研
究
』
10
、
二
〇
一
四
年
） 

（
５
）
小
林
雄
一
郎
・
小
木
曽
智
信
「
中
古
和
文
に
お
け
る
個
人
文
体
と
ジ
ャ
ン
ル
文
体―

多
変
量

解
析
に
よ
る
歴
史
的
資
料
の
文
体
研
究―

」
（
『
国
立
国
語
研
究
所
論
集
』
６
、
二
〇
一
三
年
） 

（
６
）
大
川
孔
明
「
和
漢
の
対
立
か
ら
見
た
平
安
鎌
倉
時
代
の
文
学
作
品
の
文
体
類
型
」
（
『
訓
点

語
と
訓
点
資
料
』139

、
二
〇
一
七
年
） 

（
７
）
小
木
曽
智
信
・
小
椋
秀
樹
・
田
中
牧
郎
・
近
藤
明
日
子
・
伝
康
晴
「
中
古
和
文
を
対
象
と
し

た
形
態
素
解
析
辞
書
の
開
発
」
（
『
人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
』
情
報
処
理
学
会
研
究
報
告

V
o
l.2

0
0
9
-C

H
-8

5

、
情
報
処
理
学
会
、
二
〇
一
〇
年
）
。
当
初
、
先
に
公
開
さ
れ
て
い
た
辞
書

「
中
古
和
文U

n
iD

ic

」
を
使
っ
て
解
析
を
行
い
、
適
宜
修
正
を
加
え
て
い
た
が
、
「
中
世
文
語

U
n
iD

ic

」
の
登
場
に
伴
い
、
こ
れ
を
使
用
し
て
解
析
を
再
度
行
っ
た
。
大
き
な
変
動
が
な
か
っ
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た
た
め
、
本
稿
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
は
「
中
古
和
文U

n
iD

ic

」
に
基
づ
く
解
析
結
果
の
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
。 

（
８
）
平
本
留
理
・
蓬
莱
尚
幸
・
河
原
井
翼
「
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
説
話
文
学
研
究
の
可

能
性―

『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
、
抄
入
部
の
検
証
を
中
心
に―

」
（
『
国
語
の
研
究
』
第
四
三

号
、
二
〇
一
八
年
）
の
中
で
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
整
形
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

（
９
）
本
稿
は
文
学
研
究
的
視
点
に
重
点
を
置
く
た
め
、
技
術
的
説
明
の
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す

る
。
情
報
工
学
の
技
術
を
要
す
る
実
際
の
作
業
は
、
茨
城
高
専
電
子
情
報
工
学
科
の
廣
原
花
音

の
協
力
を
得
て
行
っ
て
い
る
。 

（
10
）
単
語
が
出
現
す
る
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
数
（
文
書
頻
度
）
を
偏
在
性
の
指
標
に
用
い
て
重
み

づ
け
を
行
う
も
の
。
出
現
頻
度
を
文
書
頻
度
で
除
算
す
る
。 

（
11
）
解
析
の
過
程
で
、
多
少
の
誤
差
を
含
む
も
の
と
す
る
。
『
今
昔
』
は
巻
31
ま
で
存
在
す
る

が
、
巻
８
、
18
、
21
は
そ
の
内
容
を
欠
く
た
め
、
テ
キ
ス
ト
数
と
し
て
は
二
十
八
と
な
る
。 

（
12
）
階
層
的
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
の
中
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
ウ
ォ
ー
ド
法
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
リ
ン

グ
を
実
施
し
て
い
る
。 

（
13
）石
岡
恒
憲「
ク
ラ
ス
タ
ー
数
を
自
動
決
定
す
るk

-m
ean

s
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
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論理回路開発・設計による PBL 実験とその学生アンケート結果 

飛田 敏光 

PBL experiments by logical circuit development and design and the results of student questionnaires 

Toshimitsu Tobita 

Abstract: PBL experiments simulating the development process of enterprises are carried out by logic circuit design. In this paper, the 

outline is shown, and the result of the evaluation by the questionnaire to the student is shown. The results of the questionnaire show that 

it is well received by students and can improve their motivation to learn.  

１．はじめに 

 ３年生の実験でブレッドボードを用いた PBL 実験を行っ

ている。電子制御工学科では、５年生を対象に１年間の PBL

実験をこれまで平成 20 年度（2008 年度）から 13 年間行っ

てきた。この種の学生実験は、他の高専、大学等でも行われ

ており 1)2)、本校機械システム工学科でも実施、報告されて

いる 3)。 

電子制御工学科での取り組みは、企業出身者が実験内容

を考案し、企業の開発過程を模擬した形で行っていること

が特徴であり、その一部は、学会にて報告されている 4)。 

この取り組みは学生にも好評であったので、カリキュラ

ムの改訂のあった平成 29 年度より、３年生でも実施するこ

ととなった。 

 本報告では、３年生で実施することとなった PBL 実験の

内容と学生へのアンケート結果、また、モデルコアカリキ

ュラムにおける「技術者が備えるべき分野横断能力」との

対応について述べる。 

２．学生実験の概要 

 ５年生での PBL 実験は、４年間かけて学んだ知識を使用

して、製品開発を模擬して、決められた条件の満たすもの

を１年かけて設計・製作する。学んだことを使って製品開

発を模擬する形で行っているので、３年の学生実験では２

年生で学習した論理回路の知識を用いて科学おもちゃなど

の設計・製作を行うことにした。 

 使用したブレッドボードは、サンハヤト株式会社の IC 実

装・応用セット IC トレーナーMODEL CT-311S で、これに実

習セット（デジタル編）MODELCT-311S-P01 を組み合わせた

ものである。IC トレーナーMODEL CT-311S にはプッシュス

イッチ 10 個、データスイッチ（トグルスイッチ）10 個、デ

ータ LED10 個、7 セグメント LED2 個、クロック回路一式、

スピーカ回路一式が備えられており 5)、実習セット（デジタ

ル編）には、以下の IC 等の部品が用意されている 6)。

表 1 使用する IC 等の種類 

型式 機能 

74HC00 Quad 2-input NAND gate
74HC02 Quad 2−Input NOR Gate
74HC04 Hex inverter
74HC08 Quad 2-input AND gate
74HC10 Triple 3-input NAND gate
74HC14 Hex inverting Schmitt trigger
74HC32 Quad 2-input OR gate
74HC74 Dual D-type flip-flop with set and

reset; positive edge-trigger
74HC86 Quad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
74HC112 Dual JK flip-flop with set and reset
74HC132 Quad 2-inputNAND Schmitt trigger
74HC165 8-bit parallel-in/serial out shift register
74HC390 Dual Decade Counter
2SC1815 低周波電圧増幅⽤トランジスタ
TLC555 CMOS TIMER
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 実験は、３～５人を１つのグループとし、４～５回、１回

３時間で行っている。各回の内容は以下の通りである。 

１日目：説明と構想作成 

２日目：論理回路、周辺回路の設計 

３日目：デザインレビュー（設計審査）、製作 

４日目：製作 

５日目：動作の確認、プレゼンテーション 

 上記は、５日間で行う場合の日程であるが、４日間で行

う場合は、４日目が製作、動作の確認、プレゼンテーション

となる。 

以下、各日の実施内容の詳細を説明する。 

２．１ １日目 実験内容の説明とアイデア発想、企

画書の作成 

 グループで製作するゲームや科学おもちゃのアイデア発

想を行う。また、ブレッドボードの使い方を学習するため

に、74HC00、NAND ゲートのみでブレッドボート上に、ExOR

を作りその動作を検証する。回路図、真理値表を作成し、実

際その通りになっているかどうかを確認する。 

また、設計書の形式で企画書を作成する。企画書には、製

作する科学おもちゃ等の概要、各人の分担等を記載する。 

２．２ ２日目 論理回路、周辺回路の設計 

 回路の設計を行い、設計書を作成する。設計書はお互い

に内容をチェックし、照査、承認し合う。また、テストデー

タを決め、機能試験のためのチェック表、試験仕様書を作

成する。 

２．３ ３日目 デザインレビュー（設計審査）、製

作 

 設計書をもとにデザインレビューを行う。ここで、必要

性を認められれば、部品、デバイスの追加を行うことがで

きる。残りの時間は製作に使用する。デザインレビューは、

チェックリストを作成しないウォークスルー方式で行う。

２．４ ４日目設計の続きおよび回路の製作 

 設計の続きおよび回路の製作を行う。ここでは、学生か

らの質問等の受付やアドバイスを行う。 

２．５ ５日目 プレゼンテーション 

 動作の確認を機能試験用チェック表に基づいて行う。実

際に稼働するところを見せてプレゼンテーションする。 

２．６ 参考資料と設計書の構成 

この実験を進めるための学生用参考資料として、IC トレ

ーナーの取扱説明書の他、実習セットに含まれる IC,その

他部品のデータシート、設計書の例を用意している。また、

インターネットで調べるためのパソコンも用意したが、学

生は、自分のパソコン、スマートフォンを用いることが多

かった。その他図書館等の利用も推奨している。 

設計書は、先に述べたように、企画書、回路の設計書、機

能試験のためのチェック表、試験仕様書で構成される。 

以下に用意した設計書の例の一部と、実際に学生が製作

した設計書の例を示す。 

図 1 企画書 
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図２ カウンタ回路 

 

 

図３ 全体回路 

 

 

図４ 試験方法の検討 

 

図５ 学生による企画書 

 

 

図６ パルス回路 

 

 

図７ 試験方法とその結果 
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図８ ファンイン・ファンアウト、電源の検討 

 図１は、企画書の例であり、図５がこれを参考に学生が

作成したものである。企画書では、まず何を製作するか製

作対象を示し、次にその動作や使用方法、ゲームなどの場

合はルールを記載する。次に入出力、機能分割、開発体制と

して各自の役割を記載する。各自の役割は、全体取りまと

めのリーダーや分割した機能の設計担当者等である。 

 設計書には設計者、照査、承認の欄があり、各自で相互チ

ェックを行う。これにより、リーダー以外の役割の者も各

パートの担当者として、他パートの設計をチェックし、意

見を述べるようにすることで、リーダー以外の者もリーダ

ーシップを発揮することができるようにしている。 

 図２、３は、設計書の例であり図６は、学生が設計した設

計書である。 

 図４は、試験方法の検討を示した設計書で、テスト仕様

書になる。図７は、それを学生が記述したものである。 

 このほか、今回は問題となることはないが、実際の製品

化では必要となるファンイン・ファンアウトや電源の検討

も行っており、図８は学生による検討結果である。 

 以上のように、製品企画から設計、試験方法、電源などの

検討といった、製品開発で実施する事項を疑似体験させて

いる。実習セットの IC 以外にも全加算器などの IC を用意

しており、これらのデータシートは、自分でメーカーのホ

ームページなどから入手する必要があり、インターネット

などを用いた情報収集なども各自で行って設計しているの

で、情報収集・活用の訓練にもなっている。図９に実際に作

成した回路を示す。 

図９ 学生が作成した回路 

３．アンケートの結果 

 この実験では、終了時に実験に関するアンケートを採っ

ている。平成 29 年から５年間のアンケートであり、令和１

年、２年からは、学科再編に伴い従来の電子制御工学科に

相当する機械・制御系制御コースだけでなく、機械システ

ム工学科に相当する機械コースの学生も本実験を受講する

ようになったので、それらの違いを含め、アンケート結果

について述べる。 

図１0 ＰＢＬ実験の感想 

 図 10 は、本実験に関する感想である。年度により良かっ

たとどちらともいえないが逆転しているが、悪かったとい

う評価は少ない。また、悪かったという評価をした学生も、

本実験を体験したこと自体について高評価であることが、
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アンケートの自由記述欄やレポートの感想の記載などから

わかった。 

 

 

図 11 従来型の実験と PBL 実験の比較 

 

 図 11 は、従来型の実験との比較であり、電子制御工学

科、制御コースは,平成 29 年度を除き、本実験の方が良い

という評価である。機械コースは、従来型の実験の方が良

いとの意見が多い。平成 29 年度と機械コースが他とこと

なる理由については、後の質問の考察で述べる。 

 

 

図 12 今回の実験の良かったところ（複数回答可） 

 

図 12 は、今回の PBL 実験で良いと感じたところを聞いた

もので、やはり自由度が高いことやグループで取り組むこ

とに対しての評価が高い。 

 

 

図 13 今回の実験の悪かったところ（複数回答可） 

 

 図 13 は、逆に悪いと感じたところで、年度やコースによ

らず、事前の基礎知識が必要な点を挙げている。アンケー

トの自由記述欄や、レポートの感想を見てみると、悪いと

いうよりは、学生自らの理解や知識の不足に気づき、これ

を反省している記述が多いことから学生が主体的に実施す

る PBL 実験の効果がでているものと考える。また、自由度

が高すぎるという意見や、時間の使い方が分からないとい

う意見も少なくない。 

 

 

図 14 ３年生の実験としての難しさ 

 

図 14 は、３年生の実験としての難しさを尋ねたもので、

やはり非常に難しかった、難しかったという評価が多いが、

機械コースに比べ、制御コースは適切だったという意見が

多い。 
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図 15 論理回路の実験としての難しさ 

 

 図 15 は論理回路の実験としてはどうかと尋ねたもので、

先の質問と同じような傾向にある。 

 

 

図 16 使用する部品について 

 

 先の自由度とも関係するが、図 16 は、使用する部品の自

由度について尋ねたものである。年度、コースの別なく今

回程度の制限で良いという意見が多い。これは、図 13 の自

由度が高すぎるという意見が少なくないことから、あまり

制限無く行うと学生がどうすれば良いか分からず混乱して

しまうものと考えられる。 

 

 

図 17 グループで取り組むことの善し悪しについて 

 

図 17 はグループで取り組むことの善し悪しについて

尋ねたもので概ね良かったという意見が多いが、平成 29 年

と令和１年機械コースで少なからず悪かったという意見が

ある。これが、図 10 の PBL 実験が悪かったという評価につ

ながっている。 

 

 

図 18 班分けの方法（メンバ構成） 

 

 図 18 は班の分け方メンバー構成について尋ねたもので、

概ね適切であったとの意見が多いが、得意分野を考慮して

欲しかったという意見も少なくない。メンバーの中に詳し

い人が欲しいという希望が表れたものと考える。 

 

 

図 19 １班当たりの人数 

 

 図 19 は、１班当たりの人数について尋ねたもので、概ね

適切であったとの評価である。平成 28 年から平成 30 年ま

では１班当たり４～5 名で構成していたが、多かったとい

う意見が少なくないため、令和 1年、２年では３～4人で構

成するようにした。このため、令和１，２年では少なかった

という意見が出てきた。これより大体４名程度の人数が適

切であると考えられる。 
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図 20 グループ活動の問題点 

 

 図 20 は、グループ活動の問題点について尋ねたもので、

取りまとめが難しかった、意見の集約が難しかったという

意見が多い。今回グラフにした質問とは別に、リーダーか

その他かもアンケートで回答させているが、リーダーか否

かにかかわらず、同様の傾向が見られた。また、平成 29 年

と令和１年機械コースで、あまり参加しない人がいたとい

う意見が多く、これが図 10，図 11 の悪かったという意見

や、PBL よりも従来型の個別実験の方が良いという意見に

つながっている。あまり参加しない人がいると１班３名で

は照査、承認もできなくなるので、どのようにして全員を

積極的に参加させるかが今後の課題となる。 

 

 

図 21 グループ活動で良かった点 

 

 図 21 は、グループ活動で良かった点である。分からな

いところを補い合える、みんなで一緒に作業することが楽

しいという意見が多く、また、議論することにより向上が

はかれるという意見も一定数見られる。 

 

 

図 22 実験期間 

 

 図 22 は、実験期間の長さについて尋ねている。適切であ

るという意見が多いが、短かったという意見が令和１年の

機械コース、令和２年の両コースで見られる。これは、授業

としては、機械コース、制御コースの別なく２年生の時に

論理回路を学んでいるが、制御コースの学生は、電子工作

などが好きで、自ら電子工作などをしているものが多いた

めと考えられる。また、令和２年度は、感染症の影響のため

半数が集中講義となったことが影響していると考えられる。 

 

 

図 23 教員のサポート 

 

図 23 の教員のサポートについては、もっと細かな点まで

サポートして欲しいという意見とこのままで良いという意

見が拮抗している。学生が主体的に実施する PBL の特性を

考えると教員のサポートをあまり多くすることはできない。

しかしながら、図 13 にあった「時間の使い方が分からない」

という学生が少なくないことについては、これに関する指

導方法を検討する必要があると考える。この質問は、1年間

かけて行う５年の PBL 実験のアンケートの質問をそのまま

持ってきているものであるが、４～５日、12 時間から 15 時

間、プレゼンテーションなどの時間を除くと８時間程度の

時間をどのように使うか分からない学生が少なからずおり、
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そのような学生の中には、機能分割の必要性や方法につい

て分からないという者がいる。これらについてどのように

教育していくかという点も今後の課題と考える。 

図 24 開発過程の模擬について 

 図 24 は、実験を開発過程の模擬ということで行うことに

ついての意見を尋ねたものである。もっと自由にやりたい

という意見も若干見られるが、開発過程の一端でも体験で

きて良かったという意見が大半である。これについては、

アンケートの自由記述欄、レポートの感想でも触れている

学生が多く、企業における開発実務の一部を体験すること

で多少なりとも企業活動を理解させることができたのでは

ないかと考える。 

４．モデルコアカリキュラムとの関連性 

 本実験は、企業の開発活動を模擬したもので、実際にい

くつかの製品開発を行った教員が担当しているため、モデ

ルコアカリキュラムの「技術者が備えるべき分野横断的能

力における到達目標」7)との親和性が良い。 

 以下では、モデルコアカリキュラムの学習内容との対応

について述べる。 

４．１ モデルコアカリキュラムⅦ 汎用的技能につ

いて 

モデルコアカリキュラムⅦ 汎用的技能は、「他者の考え

や立場を理解し、相手の意見を間いて自分の意見を正しく

伝えることができるとともに、仕事をする上で課題を発見

•分析し、計画を立てて路理的に課題解決していけるように

なるための教育領域」であり、「課題発見、情報収集、論理

的な思考といった解決のためのスキルを実践することがで

きる」との技能であるが、コミュニケーションスキルや合

意形成については、設計書の作成とこれを用いたプレゼン

テーションを行うことや、班のメンバーとの議論によって

企画、設計を行うことで実現している。課題発見や、論理的

思考力についても同様に一部を実施、体験している。 

４．２ モデルコアカリキュラムⅧ 態度・志向性(人

間力)について 

Ⅷ 態度・志向性(人間力)は、「目標を持ち、自らを律し

ながら主体的あるいは他者と協調して行動することができ

る。また社会の規範に沿って適切に行動できるようになる

ための教育領域」。「自らのキャリアデザインに対して将来

にわたって学んでいく姿勢を身に付けることができるよう

になるための教育領域」とのことであるが、主体性、自己管

理力、責任感、チームワーク力、リーダーシップについて

は、個々に担当するパートを持たせ、責任を持って設計・製

作することで養われていると考える。チームワークについ

ては、アンケート結果を見てもグループで仕事を行うこと

の大切さを知ってもらうことができたと思う。また、リー

ダーシップについても、相互に照査、承認を行うことによ

って、リーダーだけで無く、班メンバーの一員であっても

リーダーシップを発揮する場面があるので、これを涵養す

る効果があるものと考える。アンケート結果が、リーダー

と班の一員で変わらないことからもこれを伺うことができ

る。 

企業活動理解については、実際の開発過程を模擬してい

るので、その理解を深めることに役立っているものと考え

る。学習と企業活動の関連についても、企画、開発、設計と

いう企業活動の一部ではあるが、それに必要な能力とは何

かを考える機会になったのではないかということがアンケ

ート結果からも分かる。 

４．３ モデルコアカリキュラムⅨ 総合的な学習経

験と創造的思考力について 

Ⅸ 総合的な学習経験と創造的思考力は、「工学的課題を
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理解し、その課題の解決のためにシステム、構成要素、工程

等を創出できるようになること、さらにはクライアントの

要求を解決するためのプロセス(企画立案から実行)を理解

し解決策を創案できるようになる」とのことであるが、論

理回路によるゲーム、おもちゃの企画・設計・製作を行って

いるので、創成能力の到達目標に一致していると考える。 

「工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる」、

「要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取

り組むことができる」は実際本実験で十分ではないがある

程度体験させている。また、エンジニアリングデザイン能

力の「課題や要求に対する設計解を提示するための一連の

プロセス(課題認識•構想•設計•製作•評価など)を実践でき

る」も実際に課題認識・構想・設計・製作を行い、テスト仕

様書による試験という形で、評価も実施している。「提案す

る設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら

ないことを把握している」も同様に試験方法を検討させ、

テスト仕様書を作成させることで、これを認識させている。 

５．おわりに 

 以上、現在３年生で行っている PBL 実験の概要とアンケ

ートの結果およびモデルコアカリキュラムとの関係につい

て述べてきた。実際の企画・開発設計業務を模擬した実験

で、これらを模擬体験させることで、学生の学習意欲の向

上をはかることや、モデルコアカリキュラムが要求する「技

術者が備えるべき分野横断的能力における到達目標」の達

成に向けた内容の一部を実施することができた。 

 こちらから与えるのでは無く、学生自らがグループで一

つのものを、自ら企画・開発する体験は、アンケート結果等

から好評であり、一部の学生からは自らの進路を考える機

会にもなったとの話もあった。 

 まだ一部のあまり参加しない学生への対応や、時間の使

い方、スケジューリング、機能分割の考え方の教育方法な

ど解決しなければならい問題点も多いので、他の科目との

連携も考えて改善していきたい。 
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