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一
、『
花
の
町
』
に
お
け
る
「
平
和
」

　

か
つ
て
「
大
東
亜
戦
争
」
と
呼
ば
れ
た
戦
争
に
お
い
て
、
幾
多
の
作
家
や

批
評
家
が
徴
用
さ
れ
て
南
方
へ
と
赴
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る１
。
そ

の
中
に
井
伏
鱒
二
も
い
た
。
一
九
四
一
年
一
一
月
に
徴
用
さ
れ
、
翌
月
に
出

航
、
香
港
沖
を
航
行
中
に
開
戦
の
報
を
受
け
た
井
伏
が
、
占
領
直
後
の
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
に
入
っ
た
の
は
翌
年
の
二
月
。
そ
こ
で
井
伏
は
宣
伝
班
の
一
員
と

し
て
「T

H
E SH

O
N

A
N

 T
IM

E
S

」（
二
号
か
ら
「T

H
E SY

O
N

A
N

 

T
IM

ES

」）
と
い
う
英
字
新
聞
の
編
集
責
任
者
を
二
ヶ
月
ほ
ど
務
め
て
い
る
。

寺
横
武
夫
は
そ
の
新
聞
の
「
創
刊
号
を
含
む
出
発
当
初
数
日
間
の
、
布
告
を

満
載
し
た
紙
面
構
成２
」
に
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
の
布
告
の
中
に
は
、
華
僑

を
「
検
証
」
す
る
た
め
に
集
合
を
命
じ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て

集
合
さ
せ
ら
れ
た
華
僑
の
う
ち
、
少
し
で
も
「
不
良
」
ま
た
は
「
敵
性
」
と

疑
わ
れ
た
者
は
全
て
「
粛
清
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
短
期
間
の
間
に
相
当
数

の
華
僑
を
相
手
に
実
施
さ
れ
た
こ
の
「
検
証
」
に
お
い
て
、
慎
重
さ
が
顧
慮

さ
れ
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
占
領
後
一
ヶ
月
足
ら
ず
の

間
に
「
粛
清
」
さ
れ
た
華
僑
の
数
は
数
千
人
か
ら
数
万
人
に
も
の
ぼ
る
と
言

う３
。
神
保
光
太
郎
や
中
島
健
蔵
な
ど
第
二
次
徴
員
組
と
は
違
っ
て
、
既
に
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
い
た
井
伏
は
「
検
証
」
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
華
僑
の
姿
を

何
度
も
目
撃
し
て
い
る４
。
し
か
も
、
井
伏
は
民
間
人
と
し
て
そ
の
場
に
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
陸
軍
の
徴
員
と
し
て
、
宣
伝
班
の
一
員
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。「
昭
南
」
と
い
う
名
前
に
変
え
ら
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
、

井
伏
も
ま
た
確
実
に
「
加
害
者
」
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

井
伏
は
一
九
四
二
年
一
一
月
に
は
徴
用
解
除
と
な
り
日
本
に
帰
国
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
直
前
の
八
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
「
花
の
街
」
と
い
う
作
品

を
「
東
京
日
日
新
聞
」「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
連
載
し
、
翌
年
に
『
花
の
町
』

（
文
藝
春
秋
社
、
43
・
12
）
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
井
伏
は
新
聞
連
載
が
始

ま
る
前
に
掲
げ
ら
れ
た
「
作
者
の
言
葉
」（「
東
京
日
日
新
聞
」
42
・
８
・
13
）

に
お
い
て
、「
昭
南
市
は
い
ま
非
常
に
平
和
で
あ
る
。
非
常
に
よ
く
治
ま
つ

て
ゐ
る
。
嘘
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
に
平
和
で
あ
る
。（
こ
れ
で
は
も

つ
た
い
な
い
ほ
ど
の
平
和
で
は
な
い
か
。）」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
実
際
、『
花

の
町
』
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
占
領
地
の
「
平
和
」
な
日
常
を
描
い
た
作
品

　

占
領
下
の
「
平
和
」、
交
錯
す
る
視
線

─
─ 

井
伏
鱒
二
『
花
の
町
』 ─
─
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で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、『
花
の
町
』
に
あ
か
ら
さ
ま
な
軍
国
主
義
的
な

記
述
が
な
い
こ
と
を
評
価
す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
。
た
と
え
ば
東

郷
克
美
は
「
戦
争
の
も
た
ら
す
荒
廃
の
影
が
ま
っ
た
く
落
ち
て
い
な
い
点
で

稀
有
の
佳
作５
」
だ
と
す
る
。
だ
が
、『
花
の
町
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
単

な
る
「
平
和
」
な
の
で
あ
れ
ば
、
都
筑
久
義
の
よ
う
に
「
占
領
地
の
平
和
と

占
領
民
の
同
化
ぶ
り
を
こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
描
写
し
た
「
花
の
町
」
は
、
軍

部
当
局
の
期
待
に
最
も
応
え
た
従
軍
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る６
」
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。
前
田
貞
昭
は
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
「
平
和
」
を
強
調
す

る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
支
配
権
力
の
宣
伝
に
一
役
買
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
が
、「
作
品
そ
の
も
の
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、「
平
和
」
で
は
な
く
、

日
本
軍
支
配
に
対
す
る
鋭
い
風
刺
な
の
で
あ
る７
」
と
述
べ
る
。
だ
が
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
井
伏
の
立
場
を
考
え
た
場
合
、
自
身
を
第
三
者
の
如
く

に
し
て
日
本
軍
を
「
風
刺
」
す
る
と
い
う
の
は
単
な
る
無
責
任
で
し
か
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

近
年
で
は
直
接
的
な
「
風
刺
」
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
根
底
的
な
批
評
性

を
『
花
の
町
』
に
見
出
す
試
み
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
宮
崎
靖

士
は
「
占
領
地
と
い
う
非
均
等
な
力
関
係
に
あ
る
発
話
の
場
か
ら
、
話
者
と

は
異
質
な
「
コ
ー
ド
」
や
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
存
在
や
そ
の
関
与
を
掘
り

起
こ
そ
う
と
す
る８
」
性
質
に
、
ま
た
塩
野
加
織
は
「
言
語
の
規
範
が
揺
れ
、

変
質
し
、
更
新
さ
れ
続
け
る
そ
の
動
態９
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
『
花
の
町
』

の
批
評
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
権
力
関

係
を
あ
ま
り
固
定
化
し
て
考
え
な
い
こ
と
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
占
領
地
に
お
け
る
非
対
称
的
な
権
力
関
係
を
軽
視
し
て

よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

『
花
の
町
』
に
お
け
る
「
平
和
」
の
内
実
を
探
る
試
み
と
も
な
る
は
ず
だ
。

　

ま
た
、『
花
の
町
』
は
初
刊
本
以
降
か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
刊
行

さ
れ
ず
、
ど
の
選
集
類
に
も
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、『
井
伏
鱒
二
全

集
』（
筑
摩
書
房
、
64
～
65
、
以
下
「
旧
全
集
」
と
表
記
）
に
お
い
て
戦
後
初
め
て

収
録
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
少
な
く
な
い
数
の
改
稿
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
本
稿
は
適
宜
参
照
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
後
年

に
行
わ
れ
た
改
稿
に
よ
っ
て
生
じ
る
意
味
を
遡
及
的
に
初
刊
本
に
あ
て
は
め

る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
こ
の
改
稿
は
作
品
の
性
質
を
変
え
る

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
品
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
性
質
を
強
調
す
る

よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
るＡ
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
節
以
降
の
議
論
に

よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

二
、
同
一
性
と
い
う
仮
構

　
「
日
本
語
の
南
方
進
出
に
つ
れ
て
起
つ
た
国
語
改
良
問
題
が
、
紛
糾
し
た

の
は
昨
年
の
夏
ご
ろ
だ
つ
た
と
思
ふ
が
、
ち
や
う
ど
そ
の
頃
、
井
伏
鱒
二
氏

の
「
花
の
街
」
が
新
聞
に
連
載
さ
れ
だ
し
た
。
機
を
同
じ
う
し
て
、
作
中
、

原
住
民
の
日
本
語
の
仮
名
書
き
に
対
す
る
ま
ち
ま
ち
な
様
子
が
描
か
れ
て
ゐ

て
、
私
は
興
味
深
く
読
み
だ
し
た
記
憶
が
あ
る
」
と
、
野
村
尚
吾
「『
花
の
街
』

に
つ
い
て
」（「
早
稲
田
文
学
」
43
・
５
）
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「
国
語
改
良
問
題
」
と
は
、
一
九
四
二
年
に
国
語
審
議
会
か
ら
出
さ
れ
た
「
標

準
漢
字
表
」
や
「
新
字
音
仮
名
遣
表
」
に
よ
っ
て
巻
き
起
こ
さ
れ
た
議
論
を

指
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
漢
字
制
限
や
表
音
式
仮
名
遣
と
い
う
国
語
簡



〔　　〕17

易
化
論
は
そ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ

の
時
期
の
議
論
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
日
本
語
教
育
と
い
う
実
際

上
の
問
題
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
で
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
るＢ
。

　

だ
が
結
局
、「
国
体
」
や
伝
統
を
重
視
す
る
人
々
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
っ

て
、
国
語
審
議
会
の
案
は
実
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
方
で
、

日
本
語
を
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
普
及
さ
せ
る
た
め
に
は
国
語
の
簡
易
化
が

必
要
だ
と
す
る
意
見
は
そ
の
後
も
根
強
く
燻
り
続
け
た
の
だ
っ
た
。
両
者
の

議
論
は
平
行
線
を
辿
り
、
容
易
に
一
致
点
を
見
出
せ
る
状
態
に
は
な
か
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
間
に
も
日
本
の
占
領
政
策
は
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
日
本
語
教
育
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

井
伏
が
い
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
中
島
健
蔵
を
中
心
と
し
て
「
日
本
語

普
及
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
神
保
光
太
郎
が
園
長
を
務
め
る
昭
南
日
本
学
園

で
は
現
地
の
人
々
に
対
し
て
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
た
。
神
保
光
太
郎
『
昭

南
日
本
学
園
』（
愛
之
事
業
社
、
43
・
８
）
に
は
中
島
が
書
い
た
「
日
本
語
普

及
運
動
宣
言
」（「
陣
中
新
聞
」
42
・
４
・
29
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
節
を

抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　

正
し
く
強
く
美
し
き
日
本
語
を
馬
来
及
び
ス
マ
ト
ラ
島
に
充
満
せ
し

め
よ
。
之
も
大
切
な
御
奉
公
の
一
つ
で
あ
る
。
存
住
の
諸
民
族
を
し
て

日
本
語
の
下
に
共
同
一
致
せ
し
め
よ
。
勿
論
我
等
は
、
彼
等
固
有
の
風

俗
習
慣
を
尊
重
し
、
新
し
き
国
民
と
し
て
皇
軍
の
保
護
下
に
あ
る
彼
等

の
幸
福
を
目
覚
め
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
益
々
日

本
語
を
与
へ
て
風
俗
習
慣
の
差
を
消
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
「
彼
等
の
幸
福
」
を
与
え
る
の
は
「
我
等
」
で
あ
る
と
す
る
認
識
の
傲
慢

さ
は
否
め
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
中
島
や
神
保
に
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
少
し
も

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
前
田
貞
昭
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
に

は
「
民
族
的
優
越
意
識
が
底
流
し
て
い
る
に
し
て
も
、
文
化
的
優
越
者
と
文

化
的
劣
等
者
と
い
う
別
の
枠
組
み
が
用
意
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
教
育
さ

れ
る
べ
き
対
象
を
見
出
し
た
か
れ
ら
に
お
い
て
は
、
支
配
者
の
立
場
は
〈
純

粋
〉
に
教
育
者
の
立
場
に
擦
り
替
え
ら
れ
るＣ
」
の
だ
か
ら
。
彼
ら
に
共
通
し

て
見
受
け
ら
れ
る
の
が
、「「
南
方
文
化
」
が
植
民
地
化
に
よ
っ
て
固
有
性
を

失
っ
た
と
い
う
点
に
、
日
本
ま
た
は
日
本
語
の
優
位
性
の
根
拠
を
求
め
るＤ
」

傾
向
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
と
っ
て
は
、「
日
本
」
或
い
は
「
日
本
語
」

の
固
有
性
は
疑
う
べ
く
も
な
い
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
神
保
は
前
掲
『
昭
南

日
本
学
園
』
に
お
い
て
「
単
に
語
学
を
教
授
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
日
本

語
を
通
じ
て
、
日
本
を
教
へ
た
か
つ
た
」
と
言
う
。
日
本
語
教
育
は
「
日
本

精
神
」
を
教
え
る
た
め
の
も
の
だ
と
さ
れ
た
の
だ
。

　

井
伏
は
中
島
や
神
保
と
親
し
く
、「T

H
E SY

O
N

A
N

 T
IM

ES

」
の
編

集
責
任
者
を
二
ヶ
月
ほ
ど
で
や
め
た
後
は
昭
南
日
本
学
園
で
現
地
の
教
員
を

相
手
に
日
本
史
を
講
義
す
る
な
ど
し
て
い
た
よ
う
だ
。『
花
の
町
』
に
は
、

昭
南
日
本
学
園
の
園
長
で
あ
る
神
田
幸
太
郎
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
が
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
神
保
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、
日
本
の
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
文
学

を
講
義
し
て
い
た
と
い
う
築
地
弁
二
郎
は
中
島
、
主
人
公
の
木
山
喜
代
三
は

井
伏
自
身
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
作
品
の
序
盤
に
お
い
て
木
山
の
名

が
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
と
し
て

描
写
さ
れ
る
の
だ
。
作
品
の
後
半
に
行
く
に
従
っ
て
語
り
は
木
山
に
内
的
焦

点
化
を
行
う
こ
と
が
多
く
な
り
、
語
り
手
と
木
山
が
ほ
と
ん
ど
「
癒
着
」（
宮

崎
前
掲
論
文
）
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
だ
が
、〈
マ
ル
セ
ン
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の
旦
那
〉
と
い
う
現
地
の
人
々
が
宣
伝
班
の
班
員
を
呼
ぶ
際
の
呼
称
で
も
っ

て
木
山
が
描
写
さ
れ
る
こ
の
冒
頭
場
面
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ

ろ
う
。
作
品
は
そ
の
冒
頭
を
木
山
た
ち
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
の
占
領
地
に

お
け
る
位
置
を
予
め
読
者
に
告
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
木
山
は
ペ
ン
キ
屋
と
骨
董
屋
の
主
人
と
の
喧
嘩
に
介
入
す
る
が
、

彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
円
滑
に
行
わ
れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
ズ
レ
を

見
せ
て
い
る
。
木
山
が
〈
そ
れ
は
、
い
か
に
も
可
憐
に
見
え
る
草
で
は
な
い

か
。
私
は
こ
の
マ
ラ
イ
に
来
て
以
来
、
随
処
に
こ
の
草
を
見
た
。
我
々
日
本

人
は
こ
れ
を
お
辞
儀
草
と
い
つ
て
ゐ
る
〉
と
言
え
ば
、
骨
董
屋
の
主
人
は

〈
左
様
、
こ
れ
は
随
処
に
は
び
こ
る
雑
草
で
あ
る
。
マ
ラ
イ
人
ど
も
は
迷
信

か
ら
、
こ
の
草
を
媚
薬
と
し
て
用
ひ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
〉
と
言
っ
て
、

そ
の
草
を
無
造
作
に
抜
き
取
る
の
で
あ
る
。
木
山
に
と
っ
て
の
〈
お
辞
儀
草
〉

は
、
マ
レ
ー
人
（
＝
マ
ラ
イ
人
＝
馬
来
人
）
に
と
っ
て
は
〈
媚
薬
〉
な
の
で
あ
り
、

骨
董
屋
に
と
っ
て
は
〈
雑
草
〉
で
し
か
な
い
。『
花
の
町
』
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
ズ
レ
が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気
を
形
作
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ズ
レ
を
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
と
現
地
の

人
々
と
の
間
に
の
み
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
は
『
花
の
町
』
の
批
評
性
を

取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
ズ
レ
は
〈
マ

ル
セ
ン
の
旦
那
〉
同
士
の
間
で
も
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

木
山
と
神
田
の
会
話
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。〈
昭
南
日
本
学
園
の
園
長
神

田
幸
太
郎
と
シ
ツ
カ
ロ
ー
ル
と
綽
名
さ
れ
て
ゐ
る
木
山
喜
代
三
と
、
こ
の
二

人
の
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
は
大
変
に
上
機
嫌
で
あ
つ
た
〉
と
語
り
手
は
言
う

が
、
そ
の
理
由
は
別
々
な
の
だ
。
神
田
が
〈
彼
の
教
へ
子
で
あ
る
ベ
ン
・
リ

ヨ
ン
が
、
仮
名
遣
ひ
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
彼
の
と
こ
ろ
へ
問
合
せ
に
来
た
か

ら
嬉
し
か
つ
た
〉
の
に
対
し
て
、
木
山
は
〈
何
だ
か
相
当
の
掘
り
出
し
物
が

あ
り
さ
う
な
骨
董
屋
を
こ
の
街
に
発
見
し
て
嬉
し
い
〉
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
ズ
レ
は
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
る
。

木
山
喜
代
三
は
相
乗
り
の
相
手
が
こ
ん
な
に
機
嫌
よ
く
し
て
ゐ
る
の

で
、
つ
い
彼
の
気
分
も
浮
い
て
ゐ
た
。
し
か
し
木
山
は
仮
名
遣
ひ
の
こ

と
な
ど
今
は
問
題
で
な
く
、
さ
つ
き
見
た
骨
董
屋
で
掘
り
出
し
も
の
を

す
る
快
適
な
場
面
を
想
像
し
、
気
も
そ
ぞ
ろ
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
つ

た
。〔
…
〕

　

と
こ
ろ
が
神
田
幸
太
郎
は
、
無
益
な
骨
董
品
の
噂
な
ど
聞
き
た
く
な

い
。
彼
は
い
ま
現
地
人
に
正
し
い
日
本
語
と
仮
名
文
字
を
普
及
さ
せ
た

い
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
る
。

　

同
じ
車
に
乗
っ
て
い
る
木
山
と
神
田
は
、〈
た
が
ひ
に
得
手
勝
手
で
、
ち

ぐ
は
ぐ
〉
な
会
話
を
延
々
と
続
け
る
。
同
じ
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
で
あ
っ

て
も
共
通
の
「
コ
ー
ド
」
や
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
差
異
は
共
同
体
と
共
同
体
と
の
間
に
だ
け
あ
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
共
同
体
の
内
部
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
『
花
の
町
』
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
差
異
が
さ
ま
ざ
ま
に
顕
在
化
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
神
田
が
〈
え
ら
く
大
き
な
声
〉
で
喋
る
の
は
、
そ
う
し

な
い
と
〈
彼
の
匿
さ
う
と
す
る
山
形
弁
が
益
々
は
つ
き
り
顕
れ
る
惧
れ
が
あ

る
〉
か
ら
な
の
だ
。
或
い
は
、
築
地
が
英
語
の
講
演
を
練
習
し
て
い
る
の
を

聞
い
て
木
山
は
〈
弁
二
郎
の
発
音
は
幾
ら
か
尻
上
り
で
、
あ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

語
風
ぢ
や
な
い
の
か
ね
〉
と
感
想
を
述
べ
る
。
日
本
語
や
英
語
と
い
う
同
一

性
の
内
部
に
差
異
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
差
異
を
民

族
や
人
種
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
物
も
い
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
花
園
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洋
三
は
〈
印
度
人
な
ら
Ｒ
の
発
音
を
強
く
響
か
せ
る
の
で
、
か
げ
で
き
い
て

ゐ
て
も
直
ぐ
印
度
人
だ
と
わ
か
り
ま
す
か
ら
ね
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
に
は
ま
る

で
英
人
そ
つ
く
り
な
の
が
ゐ
て
、
え
げ
つ
な
く
て
、
断
じ
て
許
せ
ん
で
す
〉

と
述
べ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
（
欧
亜
混
血
人
）
が
こ
れ
ほ
ど
嫌
悪
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
同
一
性
を
撹
乱
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
が
、
こ
の
場
面
の
前

に
、
骨
董
屋
の
主
人
の
〈
特
徴
は
喋
る
英
語
に
Ｒ
の
発
音
が
強
く
響
く
こ
と

で
、
こ
こ
の
現
地
支
那
人
と
し
て
は
珍
ら
し
い
〉
と
い
う
説
明
が
あ
る
の
は

花
園
に
と
っ
て
実
に
皮
肉
な
こ
と
だ
。
し
か
も
、
花
園
は
築
地
の
講
演
を
聞

い
て
〈
現
地
人
の
生
意
気
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
ン
〉
に
よ
る
も
の
だ
と
間
違
い
さ

え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
語
に
お
け
る
差
異
を
民
族
や
人
種
に
対
応
さ
せ

よ
う
と
す
る
試
み
は
予
め
頓
挫
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

青
木
美
保
は
「
多
言
語
社
会
〔
…
〕
に
投
げ
込
ま
れ
、
そ
こ
で
自
国
語
を

ひ
ろ
め
よ
う
と
し
て
、
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
う
や
ら
日
本
人
の

方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
るＥ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
、
彼
ら
は
現

地
の
人
々
と
話
を
す
る
際
に
は
英
語
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。〈
現
地

人
が
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
た
ち
と
対
話
す
る
場
合
に
は
、
ゆ
つ
く
り
と
発
音
す

る
の
が
大
事
で
あ
る
〉
と
さ
れ
る
の
は
、
英
語
運
用
能
力
に
お
い
て
現
地
の

人
々
よ
り
も
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
た
ち
〉
の
ほ
う
が
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
作
品
で
は
ピ
ジ
ン
化
し
た
言
語
が
頻
出

す
る
が
、
そ
れ
を
使
う
の
は
現
地
の
人
々
の
み
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
日

本
人
が
使
う
言
葉
の
中
に
も
否
応
な
く
現
地
の
言
葉
や
英
語
が
混
入
し
て
く

る
。〈
馬
来
語
で
散
歩
と
い
ふ
意
味
〉
の
〈
ジ
ヤ
ラ
ン
ジ
ヤ
ラ
ン
〉
と
い
う

言
葉
は
、〈
こ
こ
の
日
本
の
兵
隊
や
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
た
ち
の
間
で
も
〔
…
〕

常
用
の
言
葉
に
な
つ
て
〉
お
り
、〈
キ
ヤ
ン
か
？
〉
や
〈
ノ
ー
・
キ
ヤ
ン
か
？
〉

と
い
う
言
葉
も
〈
兵
隊
さ
ん
の
よ
く
使
ふ
〉
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
現
地
の

食
堂
に
入
れ
ば
、
彼
ら
は
現
地
の
女
給
た
ち
と
漢
字
で
筆
談
を
行
う
こ
と
に

な
る
。
塩
野
前
掲
論
文
が
言
う
よ
う
に
「
言
語
の
習
熟
度
と
使
用
場
面
に

よ
っ
て
人
物
間
の
力
関
係
は
変
動
し
、
人
物
像
さ
え
も
伸
縮
す
る
」
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
『
花
の
町
』
を
読
む
と
は
、「
日
本
」
や
「
日
本
語
」
と
い
う
も

の
の
同
一
性
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
よ
う
な
経
験
な
の
だ
。
と

は
言
え
、
そ
れ
を
認
め
た
う
え
で
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
に
も
関
わ
ら
ず
占

領
地
に
お
け
る
権
力
関
係
の
非
対
称
性
自
体
は
厳
然
と
存
在
す
る
、
と
い
う

事
態
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
地
の
人
々
は
相
変
わ
ら
ず
〈
マ
ル
セ
ン

の
旦
那
〉
の
顔
色
を
窺
い
、
或
い
は
そ
の
権
威
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
同

一
性
を
撹
乱
す
る
差
異
が
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
ほ
ど
、
現
に
存
在
し
て
い

る
権
力
関
係
の
不
条
理
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。
仮
構
で
し
か
な
い
同
一
性

が
、
あ
る
か
の
如
く
に
権
威
を
持
ち
、
実
際
に
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。
そ
こ
で
の
権
力
関
係
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し

か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
無
理
が
要
請
さ

れ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
日
本
軍
に
よ
る
華
僑
の
「
粛
清
」
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
う
し
た
無
理
は
、
現
地
の
人
々
だ
け
で
は
な
く
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦

那
〉
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
、「
平
和
」
の
裏
に
あ
る
も
の

　
『
花
の
町
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
町
が
「
平
和
」
だ
と
い
う
「
作

者
の
言
葉
」
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
花
は
、「
平
和
」
の
メ

タ
フ
ァ
ー
と
し
て
実
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
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作
品
に
お
い
て
、
花
が
印
象
的
に
登
場
し
て
い
る
の
は
僅
か
一
ヶ
所
で
し
か

な
い
。
ブ
ン
ガ
・
チ
ャ
パ
カ
と
い
う
そ
の
花
は
〈
地
面
に
う
が
た
れ
た
穴
〉

の
中
で
強
烈
な
匂
い
を
放
っ
て
い
る
。
木
山
が
〈
こ
の
穴
は
、
何
で
あ
る
か
。

お
そ
ら
く
は
、
子
供
た
ち
の
砂
遊
び
す
る
場
所
で
あ
ら
う
〉
と
尋
ね
る
と
、

華
僑
の
寡
婦
で
あ
る
ア
チ
ャ
ン
は
〈
こ
の
地
面
の
穴
は
、
砲
弾
の
跡
で
ご
ざ

い
ま
す
。
日
本
軍
が
二
月
十
四
日
に
、
ブ
キ
テ
マ
か
ら
カ
セ
イ
・
ビ
ル
を
撃

ち
ま
し
た
〉
と
答
え
る
。
花
の
甘
い
匂
い
に
は
、
戦
争
の
傷
跡
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
こ
の
場
面
に
限
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
慎
重
に
「
平
和
」
の
裏
に

あ
る
も
の
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
花
の
町
』
に
華
僑
の
「
粛
清
」
を
直
接
描
い
た
場
面
は
な
い
。
む
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
場
面
を
当
時
の
検
閲
下
に
お
い
て
描
く
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た

だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
作
品
は
、
決
し
て
そ
の
事
件
を
無
か
っ
た
こ
と
に
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
日
本
人
の
軍
曹
は
、
木
山
と
ラ
ッ
フ
ル
ス

の
銅
像
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
う
ち
に
〈
ラ
ツ
フ
ル
ス
は
、
百
年
前
に
初
め

て
こ
の
島
に
上
陸
す
る
と
き
、
こ
こ
の
土
着
の
人
類
を
皆
殺
し
に
し
た
。
も

し
僕
が
史
実
を
実
際
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
ら
、
さ
う
い
ふ
発
表
を
で
き
得
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
が
ね
。
し
か
し
僕
は
、
ち
つ
と
も
史
実
を
知
ら
な
い
で
す
〉

と
些
か
唐
突
に
述
べ
る
。
し
か
し
、
日
本
軍
が
華
僑
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
発
言
は
少
し
も
唐
突
な
も
の
で
は
な

く
な
る
は
ず
だ
。
過
去
の
〈
皆
殺
し
〉
の
事
実
が
分
か
れ
ば
、
自
身
の
罪
悪

感
を
幾
ら
か
軽
く
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
いＦ
。
そ
も
そ
も
「
粛
清
」

を
無
視
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
華
僑
の
寡
婦
一
家
を
中
心
に
描
く
必
要
な
ど

ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
り
、『
花
の
町
』
に
お
い
て
は
実
際
に
は
描
か
れ
て

い
な
い
華
僑
の
「
粛
清
」
が
強
い
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
るＧ
。

　

華
僑
の
寡
婦
一
家
の
長
男
で
あ
る
ベ
ン
・
リ
ョ
ン
の
言
動
は
〈
教
室
で
先

生
か
ら
大
き
な
声
で
教
は
つ
た
通
り
〉
の
も
の
だ
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ

れ
は
不
自
然
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
ベ
ン
は
〈
我
々
は
日
本
精
神
を
知
る

一
つ
の
方
便
と
し
て
、
ま
づ
そ
の
手
始
め
に
正
し
い
日
本
文
字
を
書
き
得
る

や
う
に
努
力
す
る
も
の
で
あ
る
〉
と
言
う
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
後
の
場
面

で
マ
レ
ー
人
の
ウ
セ
ン
・
ベ
ン
・
ハ
ッ
サ
ン
も
口
に
す
る
。〈
日
本
精
神
を

覚
え
る
に
は
、
日
本
語
を
知
ら
ん
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
。
私
、
も
う
日
本

語
を
自
由
に
話
せ
る
で
す
か
ら
、
私
も
う
日
本
精
神
を
よ
く
覚
え
込
ん
で
を

る
で
す
〉。
そ
れ
に
対
し
て
木
山
は
、〈
君
、
無
茶
を
い
つ
て
は
い
け
な
い
〉

と
答
え
て
い
る
が
、
ウ
セ
ン
が
言
っ
た
こ
と
は
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
た
ち

が
推
し
進
め
る
日
本
語
普
及
運
動
の
方
針
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で

あ
る
以
上
、〈
無
茶
〉
な
の
は
そ
の
運
動
自
体
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
も
、

ウ
セ
ン
は
〈
当
時
駐
屯
の
日
本
将
校
ま
た
は
軍
政
部
高
官
の
い
で
た
ち
〉
を

し
て
い
る
と
言
う
。
ベ
ン
も
ウ
セ
ン
も
、
日
本
の
占
領
政
策
の
反
響
と
し
て

そ
の
言
動
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
ら
は
占
領
地
に
お
け
る
日
本

人
の
在
り
様
を
映
し
出
す
鏡
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
む
ろ
ん
、
ベ
ン

と
ウ
セ
ン
と
で
は
そ
の
意
味
合
い
は
大
き
く
異
な
る
だ
ろ
う
。
前
者
が
劣
位

に
置
か
れ
た
状
態
に
お
い
て
日
々
を
生
き
抜
く
た
め
に
日
本
の
占
領
政
策
に

必
死
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
自
身
よ
り
劣
位
に
置

か
れ
た
者
に
つ
け
入
る
た
め
に
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
だＨ
。
だ
が
、

前
者
の
痛
々
し
さ
も
後
者
の
醜
悪
さ
も
日
本
の
占
領
政
策
が
招
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
。

　

ウ
セ
ン
は
ベ
ン
の
妹
の
ト
ミ
ー
・
リ
ョ
ン
に
恋
慕
し
、
彼
女
と
の
結
婚
を

迫
る
た
め
に
何
か
と
ベ
ン
の
家
族
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
き
て
い
た
の
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だ
。
ベ
ン
と
隣
家
の
骨
董
屋
の
主
人
は
ウ
セ
ン
の
横
暴
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ

ざ
木
山
の
い
る
前
で
い
か
に
も
密
談
の
よ
う
に
話
を
す
る
。

老
人
は
静
か
に
紅
茶
を
す
す
り
な
が
ら
、
不
図
、
こ
と
さ
ら
秘
密
さ
う

に
ベ
ン
・
リ
ヨ
ン
に
い
つ
た
。〔
…
〕
い
か
に
も
内
証
ご
と
の
や
う
に

ベ
ン
・
リ
ヨ
ン
も
声
を
落
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
彼
等
支
那
人
は
、
日
ご

ろ
普
通
の
話
を
す
る
と
き
に
は
、
お
互
に
支
那
語
で
会
話
す
る
筈
で
あ

る
。
第
三
者
の
木
山
喜
代
三
が
ゐ
る
前
で
、
し
か
も
秘
密
の
こ
と
を
特

に
第
三
者
に
わ
か
り
や
す
く
英
語
で
話
し
合
ふ
。

　

木
山
も
す
ぐ
に
気
付
く
通
り
、
こ
れ
は
〈
お
芝
居
の
密
談
〉
な
の
だ
。
つ

ま
り
、
ベ
ン
は
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
で
あ
る
木
山
に
間
接
的
に
助
け
を
求

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
ん
な
ま
わ
り
く
ど
い
や
り
方
を
し

て
い
る
か
と
言
え
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
が
ど
う
い
う

反
応
を
す
る
か
が
何
よ
り
気
が
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ベ
ン
も
骨
董
屋

の
主
人
も
、
木
山
の
返
答
に
対
す
る
反
応
は
過
敏
と
言
え
る
よ
う
な
も
の

だ
。
木
山
は
〈
ま
ん
ま
と
お
芝
居
に
乗
せ
ら
れ
た
と
知
り
な
が
ら
も
〉、
ウ

セ
ン
に
つ
い
て
彼
ら
に
質
問
し
て
い
く
。
木
山
の
言
葉
に
ベ
ン
は
〈
動
揺
の

気
配
〉
を
見
せ
た
り
、〈
心
の
平
静
を
失
〉
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
木
山
と

語
る
骨
董
屋
の
主
人
の
顔
に
は
〈
鼻
の
さ
き
か
ら
顎
の
あ
た
り
に
か
け
、
小

さ
な
汗
の
た
ま
が
浮
い
て
〉
い
る
。
語
り
手
は
〈
彼
等
は
、
彼
等
を
庇
護
し

て
く
れ
る
も
の
に
餓
ゑ
き
つ
て
ゐ
る
の
に
ち
が
ひ
な
い
〉
と
述
べ
る
が
、
端

的
に
言
っ
て
、
ベ
ン
の
家
族
が
ウ
セ
ン
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
苦
し
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
占
領
地
に
お
い
て
華
僑
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
位
置
の
た
め

に
他
な
ら
な
い
。「
不
良
」
或
い
は
「
敵
性
」
と
見
な
さ
れ
た
だ
け
で
簡
単

に
殺
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
当
時
の
華
僑
が
経
験
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

無
視
す
れ
ば
、
ベ
ン
の
日
本
語
に
対
す
る
熱
情
も
、
彼
ら
の
異
常
な
ほ
ど
に

思
え
る
不
安
や
脅
え
も
何
も
か
も
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。

　

だ
が
木
山
は
、
彼
ら
の
窮
状
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、

な
か
な
か
慎
重
な
姿
勢
を
崩
そ
う
と
は
し
な
い
。〈
仮
り
に
若
し
ウ
セ
ン
・

ベ
ン
・
ハ
ツ
サ
ン
が
ど
ん
な
に
度
し
難
い
人
間
で
あ
る
に
し
て
も
、
私
は
彼

を
膺
懲
す
る
資
格
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
〉
と
木
山
は
言
う
の
だ
。
そ
れ
に

対
し
て
骨
董
屋
の
主
人
は
〈
い
や
断
じ
て
、
貴
官
の
そ
の
懐
疑
は
不
要
で
あ

る
〉
と
言
い
、〈
ウ
セ
ン
・
ベ
ン
・
ハ
ツ
サ
ン
の
ゐ
る
前
で
ベ
ン
・
リ
ヨ
ン

一
家
の
も
の
が
、
貴
官
に
対
し
て
親
睦
あ
る
や
う
に
振
舞
ふ
こ
と
を
許
し
て

頂
き
た
い
。
そ
の
場
合
、
貴
官
に
は
た
だ
、
に
こ
に
こ
笑
つ
て
ゐ
て
頂
け
ば

十
分
な
の
で
あ
る
〉
と
述
べ
る
。
何
故
な
ら
木
山
は
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉

だ
か
ら
だ
。
木
山
自
身
が
い
か
に
否
定
し
よ
う
と
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て

木
山
が
権
力
の
側
に
い
る
こ
と
は
自
明
の
事
実
で
し
か
な
い
。
木
山
自
身
の

自
己
イ
メ
ー
ジ
と
、
現
地
の
人
々
が
木
山
に
対
し
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
の
ズ

レ
に
、
木
山
も
ま
た
翻
弄
さ
れ
て
い
く
。

四
、
視
線
の
交
錯

　

木
山
が
訪
れ
た
ベ
ン
・
リ
ョ
ン
の
家
の
壁
に
は
、
日
の
丸
や
軍
政
部
か
ら

も
ら
っ
た
安
居
証
、
そ
れ
か
ら
ベ
ン
の
昭
南
日
本
学
園
の
修
了
証
書
な
ど
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
奥
の
部
屋
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。〈
こ
の

円
拱
の
カ
ー
テ
ン
が
と
き
ど
き
風
に
吹
き
な
が
さ
れ
、
カ
ー
テ
ン
の
か
げ
に

掛
け
て
あ
る
人
物
写
真
が
そ
の
た
び
ご
と
目
に
見
え
る
。
半
紙
四
倍
大
の
大

き
な
写
真
版
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
軍
が
こ
こ
に
入
城
し
た
直
後
、
誰
か
支
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那
人
の
印
刷
屋
が
売
り
ひ
ろ
め
た
汪
兆
銘
氏
の
肖
像
で
あ
る
〉。
こ
の
後
に
、

旧
全
集
に
お
い
て
は
〈（
見
え
る
で
も
な
く
見
え
な
い
で
も
な
い
と
い
つ
た
や
う
な
、

中
途
半
端
な
場
所
に
掛
け
て
あ
る
。
意
味
深
長
に
置
く
場
所
を
選
ん
で
ゐ
る
。）〉
と

い
う
一
文
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
華
僑
の
家
族
た
ち
は
、
誰
の
写
真
を
掲

げ
る
か
、
と
い
う
こ
と
や
、
写
真
を
掲
げ
る
場
所
に
つ
い
て
、
い
ち
い
ち
思

い
悩
み
、
気
を
つ
か
い
な
が
ら
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

るＩ
。

　
『
花
の
町
』
は
三
人
称
で
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
現
地
の
人
々
の
心
中
が
語

ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
彼
ら
は
常
に
外
部
か
ら
記
述
さ
れ
る
の
み
な

の
だ
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
『
花
の
町
』
の
み
に
見
ら
れ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
三
人
称
で
書
か
れ
た
井
伏
作
品
全
般
に
多
か
れ

少
な
か
れ
見
ら
れ
る
も
の
だＪ
。
だ
が
、
占
領
地
を
舞
台
と
し
た
こ
の
作
品
に

お
い
て
は
そ
れ
に
独
特
な
意
味
合
い
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

次
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

　

ペ
ン
キ
屋
は
階
段
に
腰
を
か
け
、
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
を
じ
つ
と
な
が

め
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
こ
の
支
那
人
の
意
地
悪
さ
う
な
眼
つ
き
に
も
見

え
、
不
安
の
た
め
び
く
び
く
し
て
ゐ
る
や
う
な
眼
つ
き
に
も
見
え
た
。

こ
ち
ら
の
思
ひ
か
た
次
第
、
何
と
で
も
解
釈
さ
れ
さ
う
な
眼
つ
き
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
木
山
は
、
ペ
ン
キ
屋
と
互
い
に
互
い
を
眺
め
あ
っ
て
い
る
。
木
山

は
ペ
ン
キ
屋
の
顔
に
〈
意
地
悪
さ
う
な
眼
つ
き
〉
や
〈
び
く
び
く
し
て
ゐ
る

や
う
な
眼
つ
き
〉
を
見
出
す
が
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
ら
れ
な
い
の
だ
。
こ
の

作
品
に
お
い
て
は
、
現
地
の
人
々
の
心
中
は
常
に
描
か
れ
ず
、
そ
れ
は
必
然

的
に
彼
ら
の
「
真
意
」
に
つ
い
て
の
疑
念
を
読
者
に
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
木
山
に
助
け
を
求
め
る
人
々
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
木
山
が
骨
董

屋
を
再
訪
し
た
際
、
店
の
主
人
は
〈
不
愛
想
な
顔
で
木
山
を
見
て
、
そ
れ
か

ら
急
に
思
ひ
出
し
た
や
う
に
愛
想
よ
く
い
つ
た
〉
と
言
う
。
急
に
愛
想
が
よ

く
な
っ
た
の
は
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
で
あ
る
木
山
の
権
威
を
利
用
し
て
ウ

セ
ン
を
ベ
ン
の
家
族
か
ら
追
い
払
お
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
実
際

の
と
こ
ろ
骨
董
屋
の
主
人
が
木
山
の
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
は
少
し
も

分
か
ら
な
い
の
だ
。
或
い
は
、
ベ
ン
の
母
親
の
ア
チ
ャ
ン
も
ウ
セ
ン
の
横
暴

に
つ
い
て
木
山
に
訴
え
る
が
、
語
り
手
は
そ
れ
に
つ
い
て
〈
す
こ
し
疑
つ
て

み
れ
ば
、
彼
女
は
木
山
に
尚
ほ
こ
の
上
ウ
セ
ン
を
毛
嫌
ひ
さ
せ
よ
う
と
し

て
、
こ
ま
か
く
気
を
つ
か
ひ
な
が
ら
物
を
い
つ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ

た
〉
と
述
べ
て
い
る
。

　

彼
ら
は
決
し
て
日
本
の
占
領
政
策
を
批
判
し
た
り
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に

協
力
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
さ
え
す
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が

果
た
し
て
彼
ら
の
「
真
意
」
を
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
作
品
内
に
お
い
て

は
常
に
保
留
の
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
。
長
ら
く
男
性
読
者
に
高
く
評

価
さ
れ
て
き
た
ら
し
い
ア
チ
ャ
ン
の
〈
純
情Ｋ
〉
が
示
さ
れ
る
末
尾
の
場
面
も
、

そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ア
チ
ャ
ン
は
日
本
人
の
軍
曹
に
会
い
た
い
と

願
い
、
し
か
し
木
山
は
も
は
や
彼
を
探
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
彼
女
を

諭
す
。
そ
こ
で
彼
女
は
言
う
。

「
お
お
、
そ
れ
は
、
私
が
支
那
人
で
あ
る
た
め
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。」

　

そ
し
て
不
意
に
、
彼
女
の
目
に
涙
が
込
み
上
げ
て
来
た
。
彼
女
は
顔

を
伏
せ
た
の
で
、
涙
の
点
滴
が
、
売
り
物
の
鏡
台
の
上
の
同
じ
く
売
り

物
の
仏
具
皿
の
上
に
落
ち
た
。

　

し
ば
ら
く
沈
黙
が
つ
づ
い
て
か
ら
、
木
山
は
い
つ
た
。
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「
吾
人
は
知
つ
て
い
る
。
彼
女
の
純
情
は
、
す
で
に
彼
の
心
に
徹
し
て

ゐ
る
筈
で
あ
る
。
憂
か
無
憂
か
、
し
か
し
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
な
い
。」

　

す
る
と
顔
を
あ
げ
た
彼
女
の
目
に
、
ま
た
も
や
涙
が
込
み
上
げ
て
来

て
頬
に
つ
た
は
つ
た
。

　

木
山
は
ポ
ケ
ツ
ト
の
な
か
の
観
音
堂
の
お
み
く
じ
を
、
無
意
識
に
指

さ
き
で
爪
さ
ぐ
つ
て
ゐ
た
。
店
の
あ
る
じ
は
一
向
に
帰
つ
て
来
る
様
子

も
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
『
花
の
町
』
と
い
う
作
品
は
終
わ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ

で
示
さ
れ
る
〈
純
情
〉
に
感
動
す
る
前
に
、
こ
の
直
前
の
会
話
に
お
い
て
彼

女
が
木
山
に
〈
過
日
以
来
、
馬
来
人
ウ
セ
ン
は
多
大
の
饒
舌
を
も
つ
て
、
私

の
心
を
あ
の
日
本
軍
人
に
誘
ひ
寄
せ
る
や
う
に
仕
向
け
て
行
き
ま
し
た
〉
と

語
っ
て
い
る
こ
と
に
気
を
つ
け
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
ア
チ
ャ
ン
が
日
本
人
の
軍
曹
に
会
っ
た
際
、
二
人
は
木
山
の
通
訳
を
介
し

て
会
話
を
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
決
定
的
な
誤
解
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
。ウ
セ
ン
が
自
分
を
騙
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、軍
曹
は
〈
今

度
あ
の
ぺ
て
ん
師
を
見
つ
け
た
ら
、
追
及
し
て
こ
の
婦
人
に
詫
び
さ
せ
な
く

て
は
な
ら
ぬ
〉
と
怒
る
。
そ
れ
を
木
山
は
ア
チ
ャ
ン
に
対
し
て
通
訳
す
る
際

に
〈
い
く
ら
か
自
分
の
主
観
を
加
へ
、
次
の
や
う
に
尾
鰭
つ
け
て
説
明
し

た
〉。
即
ち
、〈
ウ
セ
ン
は
、
こ
の
下
士
官
の
手
に
よ
つ
て
厳
し
く
糾
問
さ
れ

る
立
場
に
あ
る
。
そ
れ
は
時
と
場
所
を
選
ば
な
い
〉
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
ア
チ
ャ
ン
は
軍
曹
が
ウ
セ
ン
を
〈
糾
問
〉
す
る
の
が
確
実
な
こ
と

だ
と
思
い
、〈
そ
れ
が
真
実
な
ら
私
の
家
族
一
同
は
、
不
快
と
煩
は
し
さ
と

を
同
時
に
避
け
得
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
〉
と
感
謝
し
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
後
ウ
セ
ン
は
〈
糾
問
〉
に
遭
っ
た
様
子
も
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
ア

チ
ャ
ン
の
家
に
し
つ
こ
く
押
し
か
け
て
い
る
と
言
う
の
だ
。
こ
の
華
僑
の
寡

婦
が
軍
曹
に
会
い
た
い
と
願
う
の
に
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
〈
純
情
〉
と
取
る
の
は
単
純
に
過
ぎ
る
だ
ろ
うＬ
。
木
山
は
ア
チ
ャ

ン
に
〈
吾
人
は
悪
意
を
も
つ
て
通
訳
し
た
覚
え
は
更
に
な
い
〉
と
言
う
が
、

こ
の
場
合
、
木
山
の
中
途
半
端
な
善
意
に
よ
っ
て
ア
チ
ャ
ン
の
誤
解
は
生
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
木
山
の
責
任
は
避
け
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

ち
な
み
に
右
に
掲
げ
た
文
章
中
、〈
し
ば
ら
く
〔
…
〕
つ
た
は
つ
た
。〉
の

部
分
は
旧
全
集
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
〈（
し
か
し
、
こ
こ
は
戦

地
で
あ
る
。）〉
と
い
う
心
内
語
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
ア
チ
ャ
ン
の
問
い
か

け
に
木
山
は
何
も
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
木
山
の
受

動
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
華
僑
の
寡
婦
一
家
に
頼
ら
れ
る

木
山
は
、
中
途
半
端
な
善
意
を
見
せ
る
わ
り
に
は
終
始
積
極
的
に
動
こ
う
と

は
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
迷
惑
そ
う
な
素
振
を
見
せ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
木
山
か

ら
し
て
み
れ
ば
、
自
分
に
は
現
地
の
人
々
の
窮
状
を
救
え
る
よ
う
な
〈
資
格
〉

は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
木
山
は
骨
董
屋
を
再
訪
し
た
際

に
、
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
は
ず
の
主
人
に
向
か
っ
て
〈
ち
よ
つ
と
僕
、
こ

の
ベ
ン
・
リ
ヨ
ン
の
家
に
見
舞
ひ
に
行
つ
て
来
ま
す
〉
と
言
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
〈
日
本
の
下
士
官
が
見
て
ゐ
る
手
前
、
わ
ざ
と
日
本
語
で
い
つ
た
わ

け
で
あ
る
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
個
所
は
、
初
刊
本
で
は
〈
商
店

以
外
の
民
家
に
立
ち
寄
る
の
は
何
か
照
れ
く
さ
い
〉
と
あ
り
、
旧
全
集
で
は

〈
徴
員
や
兵
隊
が
商
店
以
外
の
民
家
に
立
寄
る
こ
と
は
、
不
文
律
だ
が
半
ば

禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
〉
と
あ
る
。
木
山
も
ま
た
、
そ
の
言
動
を
〈
日
本
の
下
士

官
〉
の
視
線
を
意
識
せ
ず
に
は
行
い
え
な
か
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
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れ
て
い
る
の
だ
。
木
山
に
と
っ
て
は
、
自
身
も
ま
た
権
力
に
従
う
し
か
な
い

無
力
な
者
だ
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
現
地
の
人
々
か

ら
す
れ
ば
、
木
山
は
紛
れ
も
な
く
〈
マ
ル
セ
ン
の
旦
那
〉
な
の
で
あ
り
、
権

力
の
側
に
い
る
人
間
な
の
だ
。
そ
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
の
間
で
木
山
は
引
き

裂
か
れ
、
永
遠
に
押
し
黙
っ
て
い
る
よ
り
他
は
な
い
。

五
、「
平
和
」
を
維
持
す
る
も
の

　

神
保
は
前
掲
『
昭
南
日
本
学
園
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
中
島
の

「「
日
本
語
運
動
宣
言
」
や
、
私
の
訓
示
そ
の
他
に
、
マ
ラ
イ
原
住
民
を
「
新

し
き
民
」「
赤
子
」
又
は
「
新
し
き
日
本
人
」
と
称
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
或
る
意
味
で
は
、
か
う
称
ぶ
に
は
時
期
尚
早
か
と
も
思
ふ
が
、
宣
撫

工
作
の
上
、
又
教
育
指
導
の
上
、
彼
ら
を
か
う
称
ぶ
こ
と
を
最
も
妥
当
と
し

た
私
達
の
信
念
に
拠
つ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
神
保
自
身
の
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
二
枚
舌
は
批
判

さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
外
地
で
は
現
地
の
人
々
を
「
日
本
人
」

と
し
て
教
育
し
て
お
き
な
が
ら
、
内
地
で
は
彼
ら
を
「
日
本
人
」
と
呼
ぶ
の

は
「
時
期
尚
早
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
こ
に
は
先
述
し
た
国
語
国
字
問
題
の
時
と
同
じ
分
裂
が
反
映
し
て
い

る
。
一
方
に
は
「
大
東
亜
共
栄
」
の
名
の
下
に
ア
ジ
ア
の
人
々
を
も
「
日
本

人
」
に
含
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
他
方
に
は
「
国
体
」
や
伝
統
の
名

の
下
に
「
日
本
人
」
を
血
統
に
よ
る
も
の
に
限
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。

ど
ち
ら
も
「
日
本
」
を
信
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
の
だ
が
、

だ
か
ら
こ
そ
両
者
の
溝
は
容
易
に
埋
ま
ら
な
いＭ
。
そ
の
両
者
の
間
で
、
神
保

も
苦
慮
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
種
々
の
同
時
代
資
料
を
読
み
な
が
ら
見

え
て
く
る
の
は
、
日
本
に
は
一
貫
し
た
政
策
な
ど
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
単

純
な
事
実
で
あ
る
。
中
島
は
神
保
と
の
対
談
「
マ
ラ
イ
の
日
本
語
」（「
日
本

語
」
43
・
５
）
に
お
い
て
「
や
は
り
何
等
か
の
指
令
を
出
さ
れ
る
場
合
に
は

一
本
建
に
願
ひ
た
い
。
こ
れ
は
実
に
弱
つ
た
の
で
す
な
。
東
京
か
ら
来
る
指

令
は
実
に
ま
ち
〳
〵
な
の
で
す
」
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
各
部
署
か
ら
来

る
「
ま
ち
〳
〵
」
な
指
令
に
振
り
回
さ
れ
る
現
場
の
苦
労
は
察
す
る
に
余
り

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
ら
の
言
動
が
免
責
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
花
の
町
』
に
お
い
て
、
ベ
ン
・
リ
ョ
ン
は
木
山
に
骨
董
屋
の
主
人
が
〈
ト

ナ
リ
グ
ミ
〉
を
つ
く
り
た
い
と
言
っ
て
い
る
と
伝
え
る
。
そ
し
て
〈
私
た
ち

の
ト
ナ
リ
グ
ミ
は
、
支
那
人
や
印
度
人
や
馬
来
人
と
い
つ
し
よ
に
す
る
の
で

あ
り
ま
す
〉
と
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
生
活
に
窮
し
た
者
た
ち
の
た
め
の
互

助
組
合
の
よ
う
な
も
の
ら
し
い
。
そ
の
た
め
骨
董
屋
の
主
人
の
相
談
に
乗
っ

て
ほ
し
い
と
ベ
ン
は
木
山
に
頼
む
。
彼
の
訴
え
は
切
実
な
も
の
だ
が
、
木
山

に
は
積
極
的
に
動
こ
う
と
す
る
気
は
な
い
よ
う
だ
。
何
故
な
ら
、〈
役
所
で

は
、
ま
だ
そ
れ
に
関
す
る
指
令
を
出
し
て
ゐ
な
い
〉
か
ら
で
あ
る
。「
大
東

亜
共
栄
」
と
い
う
理
想
は
理
想
の
ま
ま
で
、
実
態
は
そ
れ
と
は
全
く
違
う
こ

と
が
平
気
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
単
な
る
徴
員
が
勝
手
に

動
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
判
断
が
木
山
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
判
断
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
勝
手
に
動

い
た
場
合
、
木
山
が
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
は
お
お
い
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

木
山
の
保
身
の
結
果
、
現
地
の
人
々
の
窮
状
が
放
っ
て
お
か
れ
る
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
木
山
の
態
度
は
実
際
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
い
た
〈
マ

ル
セ
ン
の
旦
那
〉
た
ち
の
態
度
と
そ
う
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
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『
花
の
町
』
が
戦
後
か
な
り
長
い
間
に
わ
た
っ
て
再
刊
さ
れ
な
か
っ
た
理

由
は
神
保
や
中
島
に
対
す
る
遠
慮
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
に
せ
よ
不
明

と
言
う
他
な
い
が
、
そ
の
初
刊
本
が
決
し
て
日
本
の
占
領
政
策
に
合
致
す
る

よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
だ
ろ
う
。「
日
本
」
や
「
日
本
語
」
の
同
一
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑

い
を
起
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
威
力
を
も
描
く
こ
と
。

現
地
の
人
々
の
言
動
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
あ
る
ら
し
い
「
真
意
」
を

も
示
唆
す
る
こ
と
。
一
見
「
平
和
」
な
日
々
を
描
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
隠
さ

れ
た
戦
争
の
傷
跡
や
現
地
の
人
々
の
窮
状
を
も
示
す
こ
と
。『
花
の
町
』
に
、

「
加
害
者
」
に
よ
る
最
も
良
質
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
当

で
は
な
い
。
こ
の
作
品
の
批
評
性
は
、
作
者
井
伏
の
加
害
者
性
を
も
決
し
て

取
り
逃
が
し
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

注（
１
）　

桜
本
富
雄
『
文
化
人
た
ち
の
大
東
亜
戦
争　

Ｐ
Ｋ
部
隊
が
行
く
』（
青
木
書

店
、
93
・
７
）、
神
谷
忠
孝
・
木
村
一
信
編
『
南
方
徴
用
作
家
』（
世
界
思
想
社
、

96
・
３
）
な
ど
を
参
照
。

（
２
）　

林
博
史
『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
粛
清
─
─
日
本
軍
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
何
を

し
た
の
か
』（
高
文
研
、
07
・
６
）
な
ど
を
参
照
。

（
３
）　

寺
横
武
夫
「
井
伏
鱒
二
と“T

H
E SY

O
N

A
N

 T
IM

ES ”

」（「
滋
賀
大
国
文
」

35
号
、
97
・
６
）

（
４
）　

井
伏
鱒
二
「
徴
用
中
の
こ
と
」（「
海
」
77
・
９
～
80
・
１
）
な
ど
を
参
照
。

（
５
）　

東
郷
克
美
「
戦
争
下
の
井
伏
鱒
二
─
─
流
離
と
抵
抗
」（「
国
文
学
ノ
ー
ト
」

12
号
、
74
・
３
）

（
６
）　

都
筑
久
義
「「
花
の
町
」」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
85
・
４
）

（
７
）　

前
田
貞
昭
「
井
伏
鱒
二
・
そ
の
戦
時
下
抵
抗
の
か
た
ち
─
─
「
花
の
町
」
を

軸
に
し
て
」（「
近
代
文
学
試
論
」
20
号
、
83
・
６
）

（
８
）　

宮
崎
靖
士
「
井
伏
鱒
二
『
花
の
街
』
に
お
け
る
占
領
地
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て

─
─
１
９
３
０
～
40
年
代
の
言
語
使
用
に
関
わ
る
非
均
等
的
な
力
関
係
と
、
そ

の
表
象
を
め
ぐ
る
諸
相
」（「
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
支
部
会
報
」
９
号
、

06
・
５
）

（
９
）　

塩
野
加
織
「
問
わ
れ
続
け
る
「
日
常
」
の
地
平
─
─
井
伏
鱒
二
「
花
の
町
」

論
」（「
日
本
文
学
」
59
巻
９
号
、
10
・
９
）

（
10
）　

も
ち
ろ
ん
初
出
か
ら
初
刊
本
に
お
い
て
も
改
稿
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
内
容

に
関
わ
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
初
刊
本
か
ら
旧
全
集
へ
の

改
稿
の
全
て
に
触
れ
る
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
上
不
可
能
で
あ
り
、
特
に
内
容
に

関
わ
る
よ
う
な
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
11
）　

戦
時
下
の
日
本
語
教
育
お
よ
び
国
語
国
字
問
題
に
関
し
て
は
、
川
村
湊
『
海

を
渡
っ
た
日
本
語　

植
民
地
の
「
国
語
」
の
時
間
』（
青
土
社
、
94
・
12
）、
イ
・

ヨ
ン
ス
ク
『「
国
語
」
と
い
う
思
想　

近
代
日
本
の
言
語
認
識
』（
岩
波
書
店
、

96
・
12
）、
多
仁
安
代
『
大
東
亜
共
栄
圏
と
日
本
語
』（
勁
草
書
房
、
00
・
４
）、

安
田
敏
朗
『
国
語
審
議
会
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
07
・
11
）
な
ど
を
参
照
。

（
12
）　

前
田
貞
昭
「
井
伏
鱒
二
の
占
領
体
験
─
─
異
民
族
支
配
と
文
学
（
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
場
合
）」（「
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
」
18
号
、
87
・
３
）

（
13
）　

楠
井
清
文
「
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
日
本
語
教
育
─
─
軍
政
下
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

神
保
光
太
郎
と
井
伏
鱒
二
」（
神
谷
忠
孝
・
木
村
一
信
編
『〈
外
地
〉
日
本
語
文

学
論
』
世
界
思
想
社
、
07
・
３
）。

（
14
）　

青
木
美
保
「
井
伏
鱒
二
に
お
け
る
社
会
批
評
の
視
点
に
つ
い
て
─
─
作
品

「
花
の
町
」
を
軸
に
し
て
」（「
比
治
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
22
号
、
88
・
３
）

（
15
）　

野
寄
勉
「
井
伏
鱒
二
『
花
の
町
』
論
─
─
軍
政
下
の
遠
慮
と
屈
託
」（「
芸
術

至
上
主
義
文
芸
」
21
号
、
95
・
12
）
は
「
ラ
ッ
フ
ル
ス
に
限
ら
ず
、
こ
の
地
に

虐
殺
と
い
う
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
の
暗
示
と
そ
れ
に
対
す
る
目
下
の
態
度
の
と

り
よ
う
が
う
か
が
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）　

川
本
彰
「
太
平
洋
戦
争
と
文
学
者
─
─
軍
政
下
に
お
け
る
火
野
葦
平
・
井
伏

鱒
二
に
つ
い
て
」（「
明
治
学
院
論
叢
」
291
号
、
80
・
３
）
は
、「
日
本
軍
の
残

虐
行
為
と
絶
大
な
権
力
を
抜
き
に
し
て
は
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
た
ち
の
行
動

は
理
解
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。



〔　　〕26

（
17
）　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
口
の
七
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
た
が
過
酷
な
弾
圧
に
苦

し
ん
だ
華
僑
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
占
領
初
期
に
お
い
て
マ
レ
ー
人
は
比
較
的

優
遇
さ
れ
た
と
言
え
る
。
日
本
軍
は
マ
レ
ー
人
を
利
用
し
て
「
敵
性
」
で
あ
る

華
僑
を
抑
え
込
も
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
「
こ
う

し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
別
の
異
な
っ
た
あ
つ
か
い
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

グ
ル
ー
プ
間
の
対
立
を
深
め
、
戦
後
の
国
民
統
合
を
難
し
く
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
」（
田
中
恭
子
『
国
家
と
移
民
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
02
・
６
）
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
骨
董
屋
の
主
人
や
ベ
ン
・
リ
ョ
ン
が
マ
レ
ー
人
に
対
し
て
侮

蔑
的
な
発
言
を
時
折
す
る
背
景
に
も
そ
の
よ
う
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
後
述
す
る
よ
う
に
民
族
間
の
壁
を
超
え
る
試

み
を
彼
ら
が
行
お
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
18
）　

か
つ
て
孫
中
山
（
孫
文
）
と
と
も
に
ハ
ノ
イ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
中

国
同
盟
会
の
勢
力
拡
充
に
尽
力
し
、
そ
の
後
、
心
な
ら
ず
も
日
本
の
傀
儡
政
権

の
長
と
な
っ
た
汪
兆
銘
に
対
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
僑
た
ち
が
抱
い
た
思

い
は
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
小
林
英
夫
『
日
中
戦
争
と
汪

兆
銘
』
吉
川
弘
文
館
、
03
・
７
な
ど
を
参
照
）。
も
ち
ろ
ん
華
僑
社
会
も
ま
た

一
枚
岩
で
は
な
い
。
出
身
地
や
方
言
に
よ
っ
て
細
か
く
分
か
れ
、
貧
し
い
移
民

と
英
国
風
の
生
活
を
送
る
富
裕
層
と
の
違
い
も
大
き
か
っ
た
（
田
村
慶
子
『
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
国
家
建
設
』
明
石
書
店
、
03
・
３
な
ど
を
参
照
）。〈
英
国
風
〉

の
名
前
を
持
ち
、〈
多
分
に
ラ
ツ
フ
ル
ズ
大
学
生
の
気
風
を
存
し
て
ゐ
る
〉
と

も
評
さ
れ
る
ベ
ン
・
リ
ョ
ン
は
、（
少
な
く
と
も
日
本
が
占
領
す
る
ま
で
は
）

比
較
的
裕
福
な
階
層
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ン
や
そ
の
家
族
が
意
識

し
て
い
た
の
は
日
本
人
の
視
線
だ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

（
19
）　

拙
稿
「
井
伏
鱒
二
『
川
』
の
流
れ
に
注
ぎ
込
む
も
の
─
─
シ
ネ
マ
・
意
識
の

流
れ
・
農
民
文
学
」（「
国
文
学
研
究
」
161
集
、
10
・
６
）
な
ど
を
参
照
。

（
20
）　

た
と
え
ば
寺
田
透
「
井
伏
鱒
二
論
」（「
批
評
」
48
・
３
）
は
、「
中
年
の
中

国
婦
人
の
た
よ
り
な
い
愛
情
の
動
揺
を
描
き
出
し
た
作
者
の
手
つ
き
は
恐
ろ
し

く
清
潔
で
あ
る
」
と
称
賛
し
て
い
る
。

（
21
）　

野
寄
前
掲
論
文
は
「
後
日
、
ア
チ
ャ
ン
が
軍
曹
と
の
連
絡
を
望
む
の
は
、
大

厄
を
防
ぐ
た
め
に
小
厄
を
甘
ん
じ
よ
う
と
す
る
寡
婦
の
捨
て
身
の
覚
悟
と
も
と

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
22
）　

小
熊
英
二
『〈
日
本
人
〉
の
境
界
』（
新
曜
社
、
98
・
７
）
な
ど
を
参
照
。

※　

本
文
の
引
用
は
、
初
刊
本
を
底
本
と
す
る
『
井
伏
鱒
二
全
集
』（
筑
摩
書
房
、

96
～
00
）
及
び
旧
全
集
に
拠
る
。

新　

刊　

紹　

介

藤
尾
健
剛
著

『
漱
石
の
近
代
日
本
』

　

本
書
は
、「
漱
石
が
近
代
の
日
本
を
い
か
に
認

識
し
、
表
現
し
た
か
」
を
朱
子
学
、
社
会
学
が
漱

石
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら

読
み
解
い
て
い
く
。

　
「『
草
枕
』
の
美
学
＝
倫
理
学
」、「『
虞
美
人
草
』

─
─
近
代
と
朱
子
学
」
は
漱
石
と
朱
子
学
の
交
わ

り
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
漱
石
論
で
言
及
さ
れ
て
き
た
、
仏
教

思
想
と
老
荘
思
想
に
加
え
て
、
朱
子
学
か
ら
の
影

響
を
指
摘
し
た
論
と
し
て
、
興
味
深
い
。

　

ま
た
、
社
会
学
の
観
点
か
ら
の
論
と
し
て
は
、

「
ル
ト
ゥ
ル
ノ
ー
『
結
婚
と
家
族
の
進
化
』
の
波

紋
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ル
ト
ゥ
ル
ノ
ー
受
容
に

よ
っ
て
、
漱
石
は
、
男
性
が
家
父
長
制
に
よ
っ
て

育
ま
れ
た
女
性
観
を
克
服
で
き
る
か
に
、
近
代
化

進
展
の
メ
ル
ク
・
マ
ー
ル
を
見
て
い
た
よ
う
だ
と

い
う
論
は
後
期
の
漱
石
を
考
え
る
上
で
大
き
な
視

座
を
提
示
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
二
〇
一
一
年
二
月　

勉
誠
出
版　

Ａ
５
判　

四

〇
三
頁　

税
込
六
八
二
五
円
） 

〔
倉
持
奈
美
〕


