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に

「
か
ん
か
ん
虫
」
は
一
九
一
〇
年
三
月
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ
れ
た
有
島
武
郎
の
短
編
小
説
で
あ
り
、
処
女
作
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
幾
度
か
書
き
直
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
成
立
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。『
白

樺
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
「
か
ん
か
ん
虫
」
を
定
稿
と
す
る
な
ら
ば
、「
か
ん
か
ん
虫
」
の
草
稿
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
文
末
に
は

「
明
治
三
十
九
年
於
米
国
華
盛
頓
府
／
明
治
四
十
年
於
麹
町
浄
写
」（「
解
題
」『
有
島
武
郎
全
集
』
第
一
巻

筑
摩
書
房

一
九
八
〇
年
）
と
記

さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
そ
し
て
「
観
想
録
」
で
は
一
九
〇
六
年
の
一
月
に
「
合
棒
」

を
脱
し
た
と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
合
棒
」
が
草
稿
「
か
ん
か
ん
虫
」
の
原
形
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の

「
合
棒
」
は
現
在
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
合
棒
」
を
起
点
と
し
て
、
初
稿
「
か
ん
か
ん
虫
」
を
経
て
、『
白
樺
』
の
定
稿
「
か
ん

か
ん
虫
」
に
落
ち
着
い
た
と
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

見
つ
か
っ
て
い
な
い
「
合
棒
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
草
稿
の
「
か
ん
か
ん
」
虫
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
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い
。
定
稿
と
比
べ
る
と
あ
ら
す
じ
は
お
お
ま
か
に
は
同
じ
だ
が
、
設
定
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
舞
台
設
定
が
異
な
り
、
定
稿
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
あ
る
が
、
草
稿
で
は
横
浜
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
か
ら
黒
海
沿
岸
に
移
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
物
名
や
用
語
な

ど
も
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
吉
は
イ
リ
イ
ッ
チ
に
、
里
は
カ
チ
ャ
、
富
は
イ
フ
ヒ
ム
、
蓬
田
は
ペ
ト
ニ
コ
フ
と
い
う
風
に
名
前
が
異
な
っ

て
い
る
。
ま
た
草
稿
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
上
杉
省
和
氏
は
物
語
の
展
開
の
不
自
然
性
を
説
い
て
い
る
。

草
稿
『
か
ん
か
ん
蟲
』
は
、「
諸
式
ハ
上
る
し
さ
、
嬶
の
野
郎
は
虫
の
息
氣
だ
し
よ
」、「
船
室
小
盗
も
面
白
ず
く
じ
や
無
え
ん
だ
ゼ
」
と
つ
ぶ
や
か

ず
に
い
ら
れ
ぬ
程
の
貧
困
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
下
層
労
働
者
の
、
金
で
娘
を
売
ろ
う
と
す
る
没
義
道
ぶ
り
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、〈
富
〉
の

〈
里
〉
に
対
す
る
刃
傷
沙
汰
を
招
く
こ
と
に
な
る
が
、〈
吉
〉
が
自
分
の
娘
を
刺
し
た
下
手
人
を
訴
え
ず
、〈
富
〉
の
〈
蓮
田
〉
へ
の
復
讐
に
加
担
す

る
物
語
の
展
開
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
。〈
吉
〉
自
ら
が
犯
し
た
悪
は
頬
か
ぶ
り
さ
れ
、
階
級
的
憎
悪
が
誇
張
さ
れ
て
、
作
品
前
半
の
人
情
本
的
展

開
と
、
後
半
の
階
級
的
復
讐
劇
と
の
間
に
肉
離
れ
を
き
た
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。⑴

上
杉
氏
の
評
し
て
い
る
通
り
、
や
は
り
日
本
を
舞
台
に
し
た
草
稿
は
物
語
と
し
て
不
自
然
な
箇
所
が
多
い
。
娘
が
刺
さ
れ
た
と
い
う
筋

書
き
に
は
無
理
が
あ
っ
た
の
か
、
定
稿
で
は
そ
の
点
が
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
書
き
直
さ
れ
た
結
果
、
松
本
忠
司
氏
が
述
べ
る
よ
う
な

「
多
分
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
感
覚
や
色
彩
の
豊
か
な
華
麗
な
文
章
」⑵
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
作
風
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
一
方
、
階
級
闘
争
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
ま
だ
未
熟
で
あ
る
こ
と
も
言
及
さ
れ

る
。
荒
木
優
太
氏
は
次
の
よ
う
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
抱
え
る
困
難
さ
を
述
べ
て
い
る
。

イ
リ
イ
ッ
チ
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
が
「
人
間
」
専
用
に
で
き
て
い
て
、「
虫
」
た
ち
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る

│
│
た
と
え
ば
、
カ
ネ
で
「
虫
」
の

女
は
自
由
に
で
き
る
│
│
こ
と
に
腹
を
立
て
、「
人
間
が
法
律
を
作
れ
り
や
あ
、
虫
だ
つ
て
作
れ
る
筈
だ
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
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い
に
、
そ
の
日
、
念
願
の
「
虫
の
法
律
的
制
裁
」（
仕
返
し
）
が
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
法
な
る
も
の
が
、
裁
判
の
諸
々
の
手
続
き
を
欠

い
た
、「
誰
れ
が
投
げ
た
の
か
、
長
方
形
の
ズ
ク
鉄
が
飛
ん
で
行
っ
て
、
其
〔
ペ
ト
ニ
コ
フ
の
〕
頭
蓋
骨
を
破
っ
た
」
と
い
う
暴
力
の
発
露
で
し
か

な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
抱
え
る
困
難
が
透
か
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。⑶

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
、
こ
の
小
説
を
捉
え
直
す
と
や
は
り
そ
の
未
熟
さ
が
際
立
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
荒
木
氏

の
述
べ
る
通
り
た
だ
の
「
暴
力
の
発
露
」
で
し
か
裁
け
な
い
社
会
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
か
ん
か
ん
虫
」
を
新
し
く
見
直
す
に
あ
た

っ
て
重
要
な
の
は
、「
虫
」
達
自
体
の
特
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
リ
イ
ッ
チ
や
イ
フ
ヒ
ム
そ
し
て
カ
チ
ャ
を
含
め
た
物
語
に
お
い
て
の
労

働
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
則
ち
「
虫
」
達
の
社
会
構
造
を
捉
え
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
処
女
作
と
し
て
労
働
者
を
ど
う
捉
え
て
い
る

か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
見
方
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
か
を
見
直
す
こ
と
で
有
島
の
労
働
者
に
対
す
る
理
解
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
定
稿
と
草
稿
と
の
描
写
の
差
を
中
心
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

１
、
海
の
描
写
│
│
波
と
虫
を
通
し
て
│
│

「
か
ん
か
ん
虫
」
は
黒
海
沿
岸
の
話
で
あ
り
、
船
大
工
で
も
あ
る
「
虫
」
達
は
海
に
面
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
故
に
話
の
大
半
は
イ
リ
イ
ッ
チ
と
「
私
」
が
海
を
見
な
が
ら
話
し
て
お
り
、
海
も
し
ば
し
ば
描
写
さ
れ
て
い
る
。
草

稿
と
の
差
も
多
く
、
ま
ず
そ
の
点
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
海
の
描
写
と
し
て
定
稿
の
冒
頭
が
一
番
特
徴
的
で
あ
り
、
先
行
研
究

で
も
数
多
く
引
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ド
ゥ
ニ
パ
ー
湾
の
水
は
、
照
り
続
く
八
月
の
熱
で
煮
え
立
つ
て
、
凡
て
の
濁
つ
た
複
色
の
彩
は
影
を
潜
め
、
モ
ネ
ー
の
画
に
見
る
様
な
、
強
烈
な
単

色
ば
か
り
が
、
海
と
空
と
船
と
人
と
を
、
め
ま
ぐ
る
し
い
迄
に
あ
ざ
や
か
に
染
め
て
、
其
の
凡
て
を
真
夏
の
光
が
、
押
し
包
む
様
に
射
し
て
居
る
、
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丁
度
昼
辨
當
時
で
太
陽
は
最
頂
、
物
の
影
が
煎
り
つ
く
様
に
小
さ
く
濃
く
、
夫
れ
を
見
て
す
ら
、
ぎ
ら
�
�
と
眼
が
痛
む
程
の
暑
さ
で
あ
つ
た
。

モ
ネ
ー
の
画
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
強
烈
な
単
色
」
が
景
色
を
「
め
ま
ぐ
る
し
い
迄
に
あ
ざ
や
か
に
」
染
め
る
と
い
っ
た
描
写
や
影

が
煎
り
つ
く
よ
う
に
濃
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
光
や
色
の
濃
さ
を
強
調
し
て
お
り
、
中
村
三
春
は
こ
の
冒
頭
の
シ
ー
ン
を
取
り

上
げ
「
こ
の
描
写
に
は
、
一
般
的
な
言
語
学
的
理
念
の
域
を
越
え
た
、
印
象
派
絵
画
の
「
点
描
画
法
」
の
手
法
に
通
ず
る
よ
う
な
視
覚
的

表
現
、
特
に
陽
光
と
色
彩
へ
の
執
着
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」⑷
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
印
象
画
風
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
光
線
が
特
徴
的
で
あ
り
、「
真
夏
の
光
」
が
「
海
と
空
と
船
と
人
と
を
」「
強
烈
な
単
色
」
で
染
め
上
げ
て
い

る
。
こ
の
箇
所
は
草
稿
で
は
「
モ
ネ
ー
の
画
を
其
儘
、
海
も
空
も
人
も
船
も
、
熱
い
鮮
や
か
な
色
彩
に
映
え
て
、
其
凡
て
を
真
夏
の
光
が

押
包
む
様
に
射
し
て
居
る
、
昼
辨
當
時
の
太
陽
は
最
頂
、
物
の
影
が
小
さ
く
濃
く
、
夫
れ
を
見
て
す
ら
眼
が
痛
む
程
の
暑
さ
で
あ
る
。」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
草
稿
と
比
較
す
る
と
、「
照
り
続
く
八
月
の
熱
で
煮
え
立
つ
て
」
と
い
う
暑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
も
見
逃
せ
な

い
。
元
々
昼
時
の
太
陽
と
影
で
暑
さ
は
表
現
し
て
い
る
が
、「
煎
り
つ
く
様
に
」
と
比
喩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
際
立
た
せ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
場
面
が
よ
り
鮮
明
に
表
現
さ
れ
、
熱
い
真
昼
間
に
「
私
」
と
イ
リ
イ
ッ
チ
が
並
ん
で
話
を
し
て
い
る
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ

ョ
ン
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
弁
当
を
済
ま
せ
た
後
の
昼
休
憩
で
の
話
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

暑
さ
を
示
し
た
冒
頭
の
文
章
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
海
の
描
写
を
見
て
い
く
と
少
し
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。「
私
」
が
イ
リ
イ
ッ

チ
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
海
を
見
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
草
の
緑
の
水
が
、
徐
に
高
く
な
り
低
く
な
り
、
黒
ペ
ン
キ
の
半
分
剥
げ

た
喫
水
を
嘗
め
て
、
ち
や
ぷ
り
�
�
と
や
る
の
が
、
何
か
エ
ヂ
プ
ト
人
で
も
奏
で
相
な
、
階
律
の
単
調
な
音
楽
を
聞
く
様
だ
」
と
描
写
さ

れ
て
い
る
。「
エ
ジ
プ
ト
人
で
も
奏
で
」
そ
う
な
と
い
う
表
現
は
定
稿
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
異
国
情
緒
を
強
調
す
る
た
め
に

使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
「
私
」
の
眠
気
を
表
す
文
章
で
も
あ
る
。
昼
休
憩
ま
で
の
仕
事
を
こ
な
し
た
他
の
労
働
者
達
は
昼
寝
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に
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
「
私
」
の
眠
気
も
極
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
食
後
の
眠
気
や
怠
惰
さ
は
海
と
相
関

し
て
描
か
れ
て
お
り
、「
私
」
が
ま
だ
覚
醒
状
態
に
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
文
章
で
も
「
私
」
の
感
覚
が
麻
痺
し
た
よ

う
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。

氣
心
で
か
ヤ
コ
フ
、
イ
リ
イ
ッ
チ
の
声
が
ふ
と
淋
し
く
な
つ
た
と
思
っ
た
の
で
、
振
向
い
て
見
る
と
彼
れ
は
正
面
を
向
い
て
居
た
。
波
の
反
射
が
陽

炎
の
様
に
て
ら
く
と
顔
か
ら
半
白
の
頭
を
嘗
め
る
の
で
、
う
る
さ
相
に
眼
を
か
す
め
な
が
ら
、
先
方
の
白
く
光
つ
た
人
造
石
の
石
垣
に
圍
ま
れ
た
セ

ミ
オ
ン
会
社
の
船
渠
を
見
や
つ
て
居
る
。
自
分
も
彼
れ
の
視
線
を
辿
つ
た
。
近
く
で
は
日
の
黄
を
交
へ
て
草
緑
な
の
が
、
遠
く
見
透
す
と
印
度
藍
を

濃
く
一
刷
毛
横
に
な
す
っ
た
様
な
海
の
色
で
、
夫
れ
丈
け
を
引
き
放
し
た
ら
、
寒
い
感
じ
を
起
す
に
ち
が
ひ
な
い
の
が
、
堪
へ
切
れ
ぬ
程
暑
く
思
へ

る
。
殊
に
ケ
ル
ソ
ン
市
の
岸
に
立
並
ん
だ
例
の
セ
ミ
オ
ン
船
渠
や
、
其
外
雑
多
な
工
場
の
こ
ぢ
た
い
赤
青
白
等
の
色
と
、
眩
し
い
對
照
を
爲
し
て
、

突
き
立
っ
た
煙
突
か
ら
、
白
い
細
い
煙
が
喘
ぐ
様
に
真
青
な
空
に
昇
る
の
を
見
て
居
る
と
、
遠
く
が
霞
ん
で
居
る
の
か
、
眼
が
霞
み
始
め
た
の
か
わ

か
ら
な
く
な
る
。

波
の
光
の
反
射
が
イ
リ
イ
ッ
チ
の
顔
に
当
た
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
る
が
、
海
を
見
つ
め
そ
の
寒
さ
を
感
じ
る

程
の
青
さ
と
は
裏
腹
に
熱
さ
の
描
写
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逆
説
的
な
描
写
の
後
に
、
ド
ッ
ク
や
カ
ラ
フ
ル
な
工
場
、
白
い
煙
を
「
私
」

が
見
つ
め
「
遠
く
が
霞
ん
で
居
る
の
か
、
眼
が
霞
み
始
め
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
」
と
い
う
状
態
に
陥
る
。
こ
れ
は
草
稿
で
も
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
。
視
覚
的
に
は
冷
た
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
堪
へ
切
れ
ぬ
程
」
暑
く
な
っ
て
い
る
。
ケ
ル
ソ
ン
市
の
赤

白
青
等
の
眩
し
い
景
色
と
白
い
煙
が
昇
っ
て
い
る
青
い
空
も
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
比
的
な
描
写
か
ら
「
私
」
は
目
も
霞
み
始
め

て
い
る
。
海
が
「
私
」
に
麻
痺
さ
せ
る
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
海
は
「
私
」
に
と
っ
て
聴
覚
的
・
視
覚
的
に
麻
痺
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
お
り
、
イ
リ
イ
ッ
チ
の
話
に
深
く
入
り
込
め
て
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い
な
い
こ
と
も
表
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
ま
だ
風
景
に
目
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
海
は
船
で
働
く
「
虫
」
達
に
と
っ
て
外
部
環
境

で
あ
り
、
そ
の
外
に
視
線
を
や
る
こ
と
が
多
い
「
私
」
は
ま
だ
「
虫
」
達
に
は
関
心
を
そ
こ
ま
で
示
し
て
い
な
い
こ
と
と
言
え
よ
う
。
そ

う
し
た
状
況
か
ら
「
甲
虫
」
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

見
ね
え
死
っ
て
仕
舞
や
が
っ
た
。

何
所
か
ら
か
枯
れ
た
小
枝
が
漂
つ
て
、
自
分
等
の
足
許
に
来
た
の
を
、
ヤ
コ
フ
、
イ
リ
イ
ッ
チ
は
話
し
な
が
ら
、
私
は
聞
き
な
が
ら
共
に
眺
め

て
、
其
上
に
居
る
一
匹
の
甲
虫
に
眼
を
つ
け
て
居
た
の
で
あ
つ
た
が
、
舷
に
衝
る
波
が
折
れ
返
る
調
子
に
、
く
る
り
と
さ
ら
つ
た
の
で
、
彼
れ
が
云

ふ
様
に
憐
れ
な
甲
虫
は
水
に
陥
っ
て
、
油
を
か
け
た
緑
玉
の
様
な
雙
の
翅
を
無
性
に
振
る
ひ
動
か
し
な
が
ら
、
絶
大
な
海
の
力
に
対
し
て
、
余
り
に

悲
惨
な
抵
抗
を
試
み
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。

私
は
依
然
波
の
間
に
点
を
為
し
て
見
ゆ
る
其
甲
虫
を
、
痛
惨
な
思
ひ
を
し
て
眺
め
て
居
る
、
ヤ
コ
フ
、
イ
リ
イ
ッ
チ
は
忘
れ
た
様
に
船
渠
の
方
を

見
遣
っ
て
居
る
。

話
柄
が
途
切
れ
て
閑
と
す
る
と
、
暑
さ
が
身
に
沁
み
て
、
か
ん
�
�
日
の
あ
た
る
胴
の
間
に
、
折
り
重
つ
て
い
ぎ
た
な
く
寝
そ
べ
つ
た
労
働
者
の

鼾
が
聞
こ
え
た
。

定
稿
で
は
「
小
枝
」
と
「
甲
虫
」
で
あ
る
が
草
稿
で
は
「
飯
粒
の
粘
着
い
た
竹
の
皮
」
と
「
蝿
」
が
流
さ
れ
て
く
る
。「
竹
の
皮
」
と

「
小
枝
」
と
を
見
比
べ
た
時
、
ま
ず
改
変
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
舞
台
の
異
国
性
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
飯
に
た
か
る
「
蝿
」
と

「
小
枝
」
に
し
が
み
付
い
て
い
た
「
甲
虫
」
と
で
は
意
味
合
い
が
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
の
前
の
食
事
の
み
視
野
に
入
れ
て

波
に
浚
わ
れ
て
し
ま
う
の
と
、
波
に
す
ぐ
浚
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
「
小
枝
」
で
生
活
し
て
い
た
「
甲
虫
」
と
で
は
事
情
が
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
草
稿
で
は
食
欲
に
捕
わ
れ
周
り
を
見
れ
ず
死
ん
で
い
く
虫
が
「
蠅
」
で
あ
り
、
生
存
す
る
た
め
に
波
に
耐
え
よ
う
と
す
る
虫
が

定
稿
の
「
甲
虫
」
で
あ
る
。
厳
し
い
労
働
環
境
や
搾
取
に
耐
え
る
「
甲
虫
」
の
方
が
「
か
ん
か
ん
虫
」
の
象
徴
と
し
て
相
応
し
い
。
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上
杉
省
和
氏
は
草
稿
の
「
蝿
」
の
死
が
意
味
す
る
も
の
は
「
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
年
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
、
全
国
各
地
で
起

っ
た
労
働
争
議
の
、
警
察
・
軍
隊
に
よ
る
鎮
圧
と
見
合
う
も
の
」
と
し
て
い
る
⑸
。「
蝿
」
の
死
に
関
し
て
み
れ
ば
や
は
り
そ
う
読
み
取

る
べ
き
で
あ
る
が
、
飯
粒
に
た
か
る
「
蝿
」
自
体
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
有
島
に
と
っ
て
労
働
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
た
も
の
で
も
あ

る
は
ず
で
あ
る
。「
蝿
」
だ
け
な
ら
異
国
性
を
示
す
た
め
に
変
え
る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。「
飯
粒
」
と
い
う
生
々
し
い
食
事
の
イ
メ
ー

ジ
を
消
し
て
、「
小
枝
」
に
し
が
み
つ
く
「
甲
虫
」
に
変
え
る
こ
と
で
、
生
き
よ
う
と
す
る
労
働
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ

る
。「

油
を
か
け
た
緑
玉
の
様
な
雙
の
翅
」
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
描
写
の
追
加
は
、
甲
虫
が
飛
ん
で
逃
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
批
判
を
回

避
す
る
だ
け
で
な
く
、
油
塗
れ
に
な
る
「
か
ん
か
ん
虫
」（「
油
の
様
に
と
ろ
り
と
腐
敗
し
た
ま
ま
に
溜
つ
て
居
る
塩
水
」
で
働
く
「
私
」）
と

「
虫
」
と
し
て
の
生
活
の
不
自
由
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
死
ん
だ
虫
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
「
私
」
と
忘
れ

て
ド
ッ
ク
を
見
て
い
る
イ
リ
イ
ッ
チ
の
意
識
の
差
を
考
慮
す
る
と
、
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
の
差
も
出
て
く

る
。こ

う
し
て
見
て
い
く
と
海
の
描
写
と
「
私
」
の
心
理
は
相
関
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
暑
さ
や
音
、
視
覚
的
な
影
響
で
「
私
」
の
意
識

が
遠
の
い
て
い
っ
た
が
、
海
の
波
に
浚
わ
れ
る
「
甲
虫
」
を
見
つ
め
る
こ
と
で
意
識
は
覚
醒
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
イ
リ
イ
ッ

チ
は
忘
れ
た
様
に
船
渠
の
方
を
」
を
見
て
い
る
が
、「
私
」
は
「
依
然
波
の
間
に
点
を
為
し
て
見
ゆ
る
其
甲
虫
を
、
痛
惨
な
思
ひ
を
し
て

眺
め
て
居
」
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。「
虫
」
の
外
部
環
境
に
目
を
や
る
こ
と
が
多
か
っ
た
「
私
」
が
「
甲
虫
」
に
視
線
を
移
す
こ

と
で
、
労
働
者
の
「
虫
」
に
も
同
情
的
な
関
心
を
示
す
。
ま
だ
「
虫
」
の
社
会
と
合
流
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
意
識
の
上
で
明
ら

か
に
異
な
っ
て
い
る
。

「
蝿
」
と
「
甲
虫
」
は
「
虫
」
達
を
象
徴
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
「
虫
」
即
ち
労
働
者
の
共
同
社
会
の
見
方
が
定
稿
で
は
異
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な
っ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
。「
か
ん
か
ん
虫
」
の
詳
し
い
労
働
の
様
子
を
定
稿
で
付
け
加
え
た
こ
と
か
ら
も
、
よ
り
「
虫
」
の
社
会
を

細
密
に
描
き
、
労
働
者
と
し
て
の
生
き
方
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
、
定
稿
と
草
稿
の
人
物
造
形

定
稿
と
草
稿
と
で
は
人
物
名
が
異
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
物
造
形
も
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
カ
チ
ャ
が
物
語
の
展
開
に
お
い
て
生
死

が
分
か
れ
て
お
り
顕
著
で
あ
る
が
、
親
の
ヤ
コ
フ
・
イ
リ
イ
ッ
チ
も
草
稿
で
の
描
写
が
多
く
削
除
さ
れ
て
お
り
草
稿
で
生
じ
て
い
た
暴
力

的
な
要
素
が
な
り
を
潜
め
て
い
る
。
イ
リ
イ
ッ
チ
と
吉
の
差
は
定
稿
で
は
削
除
さ
れ
た
箇
所
で
表
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
で
吉
が
家
計
を
勘

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
上
げ
て
い
っ
て
い
る
が
「
チ
ョ
ク
�
�
遣
い
が
七
銭
」
と
段
々
大
雑
把
に
な
っ
て
い
き
、
面
倒

く
さ
が
る
。
そ
し
て
「
過
ぎ
は
す
る
と
も
內
輪
に
成
り
ッ
こ
は
無
ぇ
ん
だ
」
と
呟
き
、「
結
局
人
間
様
の
様
に
智
慧
が
あ
り
餘
る
ん
じ
や

無
え
か
ら
、
辻
褄
の
合
っ
た
事
ァ
出
来
無
え
に
し
ろ
よ
、
あ
ん
な
失
策
を
打
ま
け
よ
う
と
は
、
…
…
畢
竟
運
て
奴
が
向
き
や
が
ら
無
え
ん

だ
。「
運
て
奴
が
向
き
や
が
ら
無
え
ん
だ
」
と
云
ふ
聲
が
、
自
分
の
鼓
膜
に
強
く
響
く
と
、
反
響
の
様
に
胸
の
肉
を
震
は
し
た
」
と
続
く
。

こ
の
箇
所
は
定
稿
で
は
代
わ
り
に
「
所
が
世
の
中
は
芝
居
で
固
め
て
あ
る
ん
だ
。
右
の
手
で
金
を
出
す
て
え
と
、
屹
度
左
の
手
は
物
を

盗
ね
て
居
や
あ
が
る
。
両
手
で
金
を
出
す
で
え
奴
は
居
無
え
、
両
手
で
物
を
盗
ね
る
奴
も
居
無
え
や
」
と
い
う
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
。草

稿
の
吉
は
、
定
稿
の
イ
リ
イ
ッ
チ
と
比
べ
る
と
理
知
的
と
は
い
い
に
く
い
。
家
計
の
計
算
は
大
雑
把
で
あ
り
、
金
が
足
り
な
く
な
る

の
は
運
が
向
か
な
い
か
ら
だ
と
結
論
づ
け
、
草
稿
の
「
私
」
は
そ
れ
に
強
く
影
響
さ
れ
る
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
草
稿
で
の
「
運
」
に
固

執
す
る
吉
と
比
べ
る
と
、
定
稿
で
は
搾
取
構
造
に
敏
感
な
イ
リ
イ
ッ
チ
の
姿
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
点
は
か
な
り
人
物
造
形
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
彼
が
階
級
社
会
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
定
稿
で
は
読
み
取
れ
る
。
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こ
の
階
級
社
会
の
内
実
に
敏
感
な
イ
リ
イ
ッ
チ
の
人
物
造
形
に
加
え
、
定
稿
で
は
特
徴
的
な
言
葉
が
改
変
さ
れ
て
い
る
。

お
い
、「
空
の
空
な
る
か
な
凡
て
空
な
り
」
っ
て
諺
が
あ
る
だ
ら
う
。
甘
め
え
事
を
云
ひ
や
が
つ
た
も
ん
だ
。
己
り
や
其
晩
妙
に
睫
が
合
は
無
え

で
、
頭
ば
か
り
が
ん
く
と
ほ
て
つ
て
来
る
ん
だ
。
何
ん
の
事
は
無
え
暗
黒
と
睨
め
つ
く
ら
を
し
な
が
ら
、
窓
の
先
方
を
見
て
居
る
と
、
不
図
星
が
一

つ
見
え
出
し
や
が
つ
た
。
夫
れ
が
又
馬
鹿
に
気
に
な
つ
て
見
詰
め
て
居
る
と
、
段
々
西
に
廻
っ
て
と
う
く
見
え
な
く
な
っ
た
ん
で
、
思
は
ず
溜
息
つ

て
も
の
が
出
た
の
も
其
晚
だ
。
い
ま
�
�
し
い
と
思
っ
た
の
よ
。

さ
う
し
た
あ
ん
ば
い
で
も
ぢ
�
�
す
る
中
に
暁
方
近
く
な
る
。
夢
も
見
た
事
の
無
え
己
れ
に
ゃ
、
一
晩
中
ぽ
か
ん
と
眼
球
を
む
い
て
居
る
苦
し
み

つ
た
ら
無
え
や
。
如
何
し
て
く
れ
よ
う
と
思
案
の
果
て
に
、
御
方
便
な
も
ん
で
、
思
ひ
出
し
た
の
が
今
云
つ
た
諺
だ
。「
空
の
空
な
る
か
な
凡
て
空

な
り
」、「
空
な
る
か
な
」
が
甘
め
ー
。
神
符
で
も
利
い
た
様
に
胸
が
透
い
た
ん
で
、
ぐ
つ
す
り
寝
込
ん
で
仕
舞
っ
た
。

お
い
、
も
少
し
其
方
い
寄
ん
ね
え
、
己
り
や
ま
る
で
日
向
に
出
ち
や
つ
た
。

其
翌
日
嚊
と
カ
チ
ャ
と
を
眼
の
前
に
置
い
て
、
己
り
ゃ
云
つ
て
聞
か
し
た
ん
だ
。「
空
の
空
な
る
か
な
凡
て
空
な
り
」
つ
て
事
が
あ
る
だ
ら
う
。

解
つ
た
ら
今
日
か
ら
会
計
の
野
郎
の
妾
に
な
れ
。
イ
フ
ヒ
ム
の
方
は
己
れ
が
引
き
受
け
た
。
イ
フ
ヒ
ム
が
如
何
な
る
も
ん
か
。
夫
れ
よ
り
も
人
間
に

食
ひ
込
ん
で
行
け
。
食
ひ
込
ん
で
思
ふ
さ
ま
甘
め
え
御
馳
走
に
あ
り
つ
く
ん
だ
て
つ
た
ん
だ
。

草
稿
と
定
稿
で
は
文
章
の
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
が
、
イ
リ
イ
ッ
チ
が
使
っ
て
い
る
「
空
の
空
な
る
か
な
凡
て
空
な
り
」
と
い
う
言
葉

は
、
草
稿
で
は
「
人
情
紙
の
如
し
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
、
吉
の
里
を
売
る
言
い
訳
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
諺
は
文
字
通
り

「
人
の
心
の
薄
情
さ
」⑹
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
変
更
は
文
章
の
意
味
合
い
が
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
空
の
空

な
る
か
な
」
と
い
う
言
葉
は
単
な
る
諺
で
は
な
く
、『
聖
書
』「
伝
道
の
書
」
の
「
伝
道
者
は
言
う
、
空
の
空
、
空
の
空
、
い
っ
さ
い
は
空

で
あ
る
」⑺
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
山
田
俊
治
氏
は
「
彼
の
「
不
思
議
」
な
思
い
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
自
己
の
行
為
の
選
択
を
せ
ま
る
問

題
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
空
の
空
な
る
か
な
凡
て
空
な
り
」
と
い
う
諺
を
得
て
、「
人
間
に
食
ひ
込
ん
で
行
け
」
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と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
自
分
自
身
の
「
人
間
」
的
欲
望
を
「
不
思
議
」
と
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ

こ
で
は
全
く
払
拭
し
た
か
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
の
で
あ
る
。」⑻
と
い
う
よ
う
に
評
し
て
い
る
。「
払
拭
し
」
た
と
い
う
部
分
が
特
に
的

確
で
あ
り
、
そ
こ
に
異
論
を
挟
む
余
地
は
な
い
。

こ
の
「
空
の
空
な
る
か
な
」
と
い
う
言
葉
の
働
き
は
確
か
に
山
田
氏
の
「
自
己
の
行
為
の
選
択
」
を
迫
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
人
情
紙
の
如
し
」
と
い
う
言
葉
の
働
き
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
諺
自
体
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
薄
情
さ
と
空
虚

さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
草
稿
で
は
吉
が
里
は
「
人
情
紙
の
如
し
」
の
心
得
が
分
か
っ
て
い
な
い

と
言
っ
て
、
悲
し
む
里
を
殴
る
描
写
も
存
在
し
、
里
は
最
終
的
に
富
に
刺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
定
稿
で
は
カ
チ
ャ
は
自

分
か
ら
ペ
ト
ニ
コ
フ
と
縁
談
を
切
り
出
す
計
算
高
い
人
物
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
泣
く
こ
と
で
吉
に
抵
抗
し
て
い
た
草
稿
の
姿
と
は
異
な

っ
て
、
自
ら
問
題
を
解
決
で
き
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
空
の
空
」
と
い
う
言
葉
は
明
治
時
代
の
評
論
で
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
九
三
年
に
山
路
愛
山
が

「
頼
襄
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
で

文
章
即
ち
事
業
な
り
。
文
士
筆
を
揮
ふ
猶
英
雄
剣
を
揮
ふ
が
如
し
。
共
に
空
を
撃
つ
が
為
め
に
非
ず
為
す
所
あ
る
が
為
也
。
万
の
弾
丸
、
千
の
剣

芒
、
若
し
世
を
益
せ
ず
ん
ば
空
の
空
な
る
の
み
。
華
麗
の
辞
、
美
妙
の
文
、
幾
百
巻
を
遺
し
て
天
地
間
に
止
る
も
、
人
生
に
相
渉
ら
ず
ん
ば
是
も
亦

空
の
空
な
る
の
み
。⑼

と
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
書
い
て
あ
る
「
空
の
空
」
と
は
文
章
が
世
の
利
益
に
成
ら
な
か
っ
た
ら
意
味
が
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
虚
無
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
頼
山
陽
の
公
武
合
体
論
の
影
響
の
大
き
さ
を
述
べ
た
文
で
あ
り
、
キ

リ
ス
ト
教
的
な
要
素
は
少
な
い
。
北
村
透
谷
は
同
年
「
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」⑽
と
い
う
評
論
を
出
し
反
論
を
し
て
い
る
。
こ
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こ
で
の
反
論
は
「
文
章
即
ち
事
業
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
異
議
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
山
路
愛
山
が
言
う
事
業
足
り
得
な
い
条
件
を
透

谷
が
「
而
し
て
彼
は
又
た
文
章
の
事
業
た
る
を
得
ざ
る
条
件
を
挙
げ
て
曰
く
、
第
一
空
を
撃
つ
剣
の
如
き
も
の
。
第
二
空
の
空
な
る
も

の
。
第
三
華
辞
妙
文
の
人
生
に
相
渉
ら
ざ
る
も
の
」
と
ま
と
め
、
そ
こ
に
反
論
を
展
開
し
て
い
く
。
池
を
実
と
し
、
そ
れ
を
ず
っ
と
観
察

す
る
と
そ
の
池
に
自
然
の
イ
デ
ア
即
ち
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
例
え
を
持
ち
出
す
。
北
村
透
谷
は
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
論
を

「
空
の
空
」
に
見
て
い
た
。

透
谷
は
形
に
な
ら
な
い
物
の
重
要
性
を
説
き
山
路
愛
山
を
批
判
し
た
。
一
八
九
三
年
に
お
い
て
「
空
の
空
」
を
持
ち
出
す
と
き
、
こ
の

よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
見
ど
ち
ら
も
文
字
通
り
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
キ
リ

ス
ト
教
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
そ
れ
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
山
路
愛
山
は
一
八
八
六
年
に
洗
礼
を
受
け
て
お
り
、
キ
リ
ス

ト
教
に
関
わ
る
文
章
も
多
く
書
い
て
い
る
。
北
村
透
谷
も
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
て
お
り
、
こ
の
「
空
の
空
」
の
言
葉
は
聖
書
か
ら
借
り

た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
の
二
人
の
解
釈
の
差
は
物
質
的
な
利
益
か
精
神
的
な
利
益
の
ど
ち
ら
を
目
的
と
す
る

か
に
拠
っ
て
い
る
。
透
谷
の
「
空
を
撃
つ
剣
の
如
き
も
の
」
と
い
う
の
は
引
っ
掛
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
両
手
で
金
を
出
す
」
奴
は
い

な
い
と
悟
っ
て
い
る
イ
リ
イ
ッ
チ
は
目
に
見
え
な
い
搾
取
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
空
の
空
」

は
た
だ
の
虚
無
で
は
な
く
、「
人
間
」
を
相
手
に
し
た
態
度
な
の
で
あ
る
。
ま
た
執
筆
と
同
時
代
の
文
章
を
見
る
と
、
瀬
沼
夏
葉
が
一
九

〇
六
年
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
「
六
号
室
」
を
翻
訳
し
て
お
り
⑾
、
そ
の
中
に
「「
空
の
空
」
だ
と
か
、
内
部
だ
と
か
、
外
部
だ
と
か
、
苦
痛

や
、
死
に
對
す
る
輕
蔑
だ
と
か
、
眞
正
な
る
幸
福
だ
と
か
、
と
那
麼
言
草
は
、
皆
な
ロ
シ
ヤ
の
怠
惰
者
に
適
當
し
て
ゐ
る
哲
學
で
す
。」

と
あ
る
。
日
本
人
作
家
が
持
ち
出
し
た
例
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
時
期
有
島
は
海
外
留
学
を
し
て
い
た
た
め
、
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
言

い
に
く
い
が
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
例
で
は
虚
無
的
な
意
味
で
読
み
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

イ
リ
イ
ッ
チ
が
「
空
の
空
」
を
持
ち
出
し
た
と
き
、
そ
の
意
味
合
い
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
が
用
い
る
よ
う
な
諦
め
る
者
が
使
う
言
い
訳
に
近
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い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
先
に
山
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
カ
チ
ャ
に
関
し
て
の
展
開
が
変
わ
っ
て
い
る
。

草
稿
で
の
里
は
吉
に
蓬
田
と
結
婚
す
る
よ
う
言
わ
れ
る
と
、
泣
い
て
愚
図
り
出
す
。
そ
れ
を
見
て
吉
が
里
を
殴
っ
て
言
う
こ
と
を
聞
か

そ
う
と
す
る
が
、
定
稿
で
は
そ
こ
は
省
か
れ
て
い
る
。
人
情
も
の
の
物
語
性
が
定
稿
で
消
え
て
い
る
こ
と
は
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

暴
力
的
な
場
面
を
多
く
修
正
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
草
稿
で
は
切
っ
た
張
っ
た
の
世
界
観
が
構
築
さ
れ
て
い
た
が
、

異
国
に
物
語
を
移
す
こ
と
で
世
界
観
も
再
構
築
さ
れ
た
。
そ
う
な
っ
た
原
因
と
し
て
は
イ
リ
イ
ッ
チ
の
性
格
が
理
知
的
に
な
っ
た
こ
と
、

カ
チ
ャ
の
性
格
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
吉
と
里
の
親
子
は
絶
対
的
な
力
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
里
は
受
け
身
に
な
り
続
け
る
し

か
な
か
っ
た
。
し
か
し
イ
リ
イ
ッ
チ
と
カ
チ
ャ
の
場
合
、「
空
の
空
」
と
理
論
付
け
て
説
得
し
よ
う
と
す
る
が
、
カ
チ
ャ
は
こ
の
縁
談
が

自
分
が
「
首
石
」
に
な
っ
て
持
ち
出
し
た
も
の
と
明
か
し
、
イ
リ
イ
ッ
チ
を
上
回
る
。
こ
の
関
係
が
明
ら
か
に
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
虫
」
社
会
内
部
で
の
暴
力
的
な
抗
争
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
。
草
稿
で
は
「
蝿
」
の
例
え
が
出
た
よ
う
に
「
虫
」
の
客
観
的
な
印
象
が

悪
か
っ
た
。
吉
が
一
日
の
銭
勘
定
を
す
る
シ
ー
ン
が
省
か
れ
、
イ
リ
イ
ッ
チ
に
は
洞
察
力
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
フ
ヒ
ム
は
カ
チ

ャ
を
刺
す
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
描
写
が
追
加
さ
れ
る
。

氣
の
早
い
野
郎
だ
…
…
宜
い
か
、
是
れ
か
ら
が
話
だ
よ
、
…
…
イ
フ
ヒ
ム
の
云
ふ
に
や
其
、
人
間
っ
て
獸
に
し
み
�
�
、
愛
想
が
盡
き
た
と
云
ふ
ん

だ
。
人
間
っ
て
奴
は
何
ん
の
事
は
無
え
、
贅
澤
三
昧
を
し
に
生
れ
て
來
や
が
っ
て
、
不
足
の
云
ひ
樣
は
無
い
筈
な
の
に
、
物
好
き
に
も
事
を
缺
い

て
、
虫
手
合
の
內
懷
ま
で
手
を
入
れ
や
が
る
。
何
が
面
白
く
っ
て
今
日
々
々
を
暮
し
て
居
る
ん
だ
。
虫
虫
っ
て
云
は
れ
て
居
な
が
ら
、
夫
れ
で
も
偶

に
や
氣
儘
な
夢
で
も
見
れ
ば
こ
そ
ぢ
ゃ
無
え
か
…
…
畜
生
。

イ
フ
ヒ
ム
は
富
と
違
っ
て
カ
チ
ャ
を
刺
そ
う
と
は
し
な
い
。
富
は
そ
の
ま
ま
刺
し
に
行
っ
た
が
、
イ
フ
ヒ
ム
は
こ
こ
で
「
人
間
」
の
傲

慢
さ
を
批
判
し
、「
虫
」
の
搾
取
さ
れ
る
構
造
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
リ
イ
ッ
チ
に
も
見
ら
れ
た
思
考
で
あ
る
。
イ
リ
イ
ッ
チ
は
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「
両
手
で
物
を
盗
ね
る
奴
も
居
無
え
や
」
と
「
人
間
」
を
非
難
し
て
い
る
。
イ
フ
ヒ
ム
も
不
足
は
な
い
の
に
「
虫
」
の
「
手
合
の
內
懷
ま

で
手
を
入
れ
や
が
」
る
と
言
い
、
ど
ち
ら
も
直
観
的
に
そ
の
構
造
を
見
抜
い
て
い
る
。

草
稿
の
か
ん
か
ん
虫
達
の
社
会
は
富
が
吉
の
娘
の
里
を
刺
し
、
富
も
吉
も
粗
野
な
性
格
が
前
面
に
出
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
定
稿
で

は
イ
リ
イ
ッ
チ
は
荒
い
性
格
で
あ
り
な
が
ら
も
思
索
的
な
面
も
あ
り
、
イ
フ
ヒ
ム
も
同
様
に
鋭
い
直
観
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。「
空
の

空
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
理
論
が
持
ち
出
さ
れ
て
か
ら
、
カ
チ
ャ
の
性
格
も
計
算
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
展
開
も
大
き
く
変
化
し

て
い
る
。
定
稿
の
「
虫
」
社
会
は
草
稿
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
暴
力
が
無
く
な
り
、
そ
し
て
思
索
的
な
人
物
像
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
か
ん
か
ん
虫
達
│
│
即
ち
労
働
者
達
の
社
会
内
部
の
共
同
性
が
、
内
部
か
ら
暴
力
を
排
除
し
た
結
果
強
ま
っ
て
お
り
、「
人
間
」

の
問
題
に
対
す
る
理
解
も
鋭
く
な
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
か
ん
か
ん
虫
達
の
労
働
者
社
会
が
高
度
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

有
島
は
労
働
者
社
会
の
理
想
と
し
て
こ
の
水
準
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
私
」
は
教
養
が
あ
り
読
み
書
き
も
出
来
る
知

的
水
準
が
高
い
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、「
虫
」
は
決
し
て
こ
れ
ら
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
定
稿
と
草
稿
を
比
較
し
て
労
働
者
社
会
の
構
造
を
捉
え
て
き
た
が
、
や
は
り
「
私
」
の
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。「
私
」

は
各
地
を
転
々
と
し
て
「
か
ん
か
ん
虫
」
が
働
く
船
に
や
っ
て
き
た
放
浪
者
で
あ
る
が
、
知
的
水
準
は
高
く
「
虫
」
に
馴
染
め
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
「
私
」
の
言
う
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
彼
は
パ
ン
屋
で
働
く
な
ど
し
て
い
る
労
働
者
で
あ
る
。
そ
こ
を
踏
ま
え

る
と
「
私
」
が
「
虫
」
の
社
会
に
合
流
し
て
い
る
か
し
て
い
な
い
か
を
よ
り
深
く
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
今
回
の
考
察
は
労
働
者
社
会
を
改
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ペ
ト
ニ
コ
フ
を
罰
し
た
点
ま
で
は
踏
み
込
め
な
か
っ
た
。
今
ま
で

論
じ
て
き
た
労
働
者
社
会
が
罰
を
与
え
る
こ
と
の
意
義
が
課
題
に
残
っ
た
。
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＊
「
か
ん
か
ん
虫
」
本
文
は
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
二
巻
筑
摩
書
房
（
一
九
八
〇
年
八
月
）
を
参
照
し
た
。
初
出
は
『
白
樺
』（
一
九
一
〇
年
十
月
）。

ま
た
草
稿
の
「
か
ん
�
�
虫
」
の
引
用
は
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
一
巻
筑
摩
書
房
（
一
九
八
〇
年
八
月
）
を
参
照
し
た
。

註
⑴

上
杉
省
和
「「
か
ん
�
�
虫
」
論
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
一
九
八
一
年
七
月

⑵

松
本
忠
司
「
か
ん
か
ん
虫
に
つ
い
て
│
│
有
島
と
ゴ
ー
リ
キ
イ
│
│
」『
作
品
論
有
島
武
郎
』（
安
川
定
男
・
上
杉
省
和
双
文
社
一
九
八
一
年
六

月
）
所
収

⑶

荒
木
優
太
『
有
島
武
郎
│
│
地
人
論
の
最
果
て
へ
』
岩
波
書
店

二
〇
二
〇
年
九
月

⑷

中
村
三
春
『
未
発
選
書
第
十
七
巻

新
編
言
葉
の
意
志
│
│
有
島
武
郎
と
芸
術
史
的
転
回
』「
１

過
激
な
印
象
画
」
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
一
一

年
二
月
（
初
出：

「
か
ん
�
�
虫
の
印
象
主
義
的
造
形
」『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
十
二
・
十
三
合
併
号
、
東
北
大
学
文
芸
談
話
会
、
一
九
八
三
年

七
月
）

⑸

上
杉
省
和

同
上

⑹
『
日
本
俚
諺
大
全
』
滑
稽
新
聞
社

一
九
〇
八
年
七
月

⑺
「
伝
道
の
書
」
第
一
章
第
二
節
『
口
語
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会

二
〇
一
五
年
十
一
月

⑻

山
田
俊
治
「『
か
ん
か
ん
虫
』
の
位
相
」『
有
島
武
郎
〈
作
家
〉
の
生
成
』
小
沢
書
店
一
九
九
八
年
九
月
（
初
出：

「『
か
ん
�
�
虫
』
の
形
成
過

程
試
論
」『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
七
七
年
十
月
）

⑼
『
国
民
之
友
』
一
八
九
三
年
一
月
（『
現
代
日
本
文
學
大
系
六
巻

北
村
透
谷
・
山
路
愛
山
集
』
筑
摩
書
房
一
九
六
九
年
六
月

所
収
）

⑽
『
文
學
界
』
二
号

女
学
雑
誌
社

一
八
九
三
年
二
月
（『
現
代
日
本
文
學
大
系
六
巻

北
村
透
谷
・
山
路
愛
山
集
』
筑
摩
書
房

一
九
六
九
年

六
月

所
収
）

⑾
『
文
藝
界
』
一
九
〇
六
年
四
月
（『
明
治
文
學
全
集

明
治
女
流
文
學
集
（
二
）』
八
二
巻

筑
摩
書
房

一
九
六
五
年
一
二
月

所
収
）

（
お
か

の
ぞ
む
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）

有
島
武
郎
「
か
ん
か
ん
虫
」
論

九
二


