
　
　
　

夢
と
現
実
と
の
面
白
い
境
目
に
ゐ
る
少
年
は
潤
一
郎
に
と
つ
て
生
彩
あ
る
詩
材
に
違
ひ
な
い
。

	

佐
藤
春
夫
「
潤
一
郎
。
人
及
び
芸
術1
」

は
じ
め
に

谷
崎
の
描
く
子
ど
も
た
ち
の
世
界
は
、
私
た
ち
の
日
常
に
は
な
い
、
残
酷
で
鮮
や
か
な
色
彩
に

満
ち
て
い
る
。
む
せ
か
え
る
ほ
ど
に
濃
密
な
空
気
は
、
も
う
大
人
の
も
の
で
は
な
い
。
で
は
そ
れ

は
、
幼
い
私
た
ち
が
生
き
た
は
ず
の
世
界
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
私
た
ち
が
生
き
た
の
は
原
色
の

世
界
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
原
色
と
原
色
と
が
そ
の
境
で
混
ざ
り
合
う
よ
う
な
、

昨
日
と
今
日
と
が
、
夢
と
現
実
と
が
、
あ
の
人
と
こ
の
人
と
が
ま
だ
溶
け
合
っ
た
ま
ま
の
、
そ
ん

な
世
界
で
は
な
か
っ
た
か
。
子
ど
も
の
眼
に
映
る
、
ま
だ
十
分
に
分
節
化
さ
れ
な
い
世
界
に
、
谷

崎
は
太
く
濃
い
輪
郭
を
引
い
て
い
く
。
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
が
追
認
し
た
「
現
実
」
の
硬
く
細
い

線
で
は
な
い
。
幼
い
私
た
ち
に
は
そ
れ
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
怖
さ
、
汚
さ
、
明
る
さ
、
淫
ら
さ
、

美
し
さ
、
妖
し
さ
を
、
谷
崎
は
そ
の
筆
で
縁
取
っ
て
い
く
。
谷
崎
の
「
少
年
も
の
」
は
子
ど
も
の

世
界
で
あ
っ
て
子
ど
も
の
世
界
で
な
い
。

悪
魔
主
義
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
あ
と
、
自
伝
的
作
品
を
立
て
続
け
に
発
表
し
た
谷
崎
は
、
大
正

七
年
、
小
学
校
を
舞
台
と
す
る
中
篇
「
小
さ
な
王
国
」
を
発
表
し
た2
。「
少
年
も
の
」
の
一
つ
で

あ
る
。

物
語
は
、
自
ら
を
老
練
と
恃
む
小
学
校
教
師
と
、
そ
の
小
学
校
へ
転
校
し
て
き
た
一
人
の
生
徒

を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
あ
と
東
京
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
貝
島
昌
吉
は
、

十
五
年
の
あ
い
だ
に
次
第
に
出
世
し
、
月
俸
四
十
五
円
の
訓
導
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が

子
が
増
え
て
出
費
が
嵩
む
よ
う
に
な
り
、
彼
は
都
会
の
経
済
的
圧
迫
か
ら
逃
れ
て
家
族
と
Ｇ
県
Ｍ

市
へ
と
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
。
当
初
、
Ｍ
市
で
安
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
貝
島
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
学
級
に
一
人
の
生
徒
・
沼
倉
庄
吉
が
転
校
し
て
く
る
こ
と
で
、
彼
の
順
調
な
教
員
生
活
は

徐
々
に
歪
ん
で
い
く
。
貝
島
に
は
「
子
供
で
居
て
子
供
で
な
い
や
う
な
、
煙
つ
た
い
人
間
の
や
う

に
」
感
じ
ら
れ
る
沼
倉
は
、
転
校
し
て
ま
も
な
く
同
級
生
た
ち
を
敬
服
さ
せ
、
配
下
の
よ
う
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
始
め
る
。
あ
る
日
の
修
身
の
時
間
、
二
宮
尊
徳
の
逸
話
を
講
じ
る
貝
島
の
目
を
盗

ん
で
私
語
を
繰
り
返
す
沼
倉
を
貝
島
が
咎
め
る
と
、
全
級
の
生
徒
が
自
ら
犠
牲
に
な
っ
て
彼
を
か

ば
お
う
と
す
る
。
沼
倉
の
異
様
な
威
力
を
知
っ
て
驚
く
貝
島
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
教
師
と

し
て
こ
の
少
年
を
う
ま
く
利
用
し
、
再
び
学
級
を
治
め
よ
う
と
考
え
る
。
こ
の
沼
倉
操
縦
策
は
一

と
き
功
を
奏
し
た
よ
う
に
見
え
、
ま
た
そ
れ
は
貝
島
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
も
し
た
。

一
方
、
貝
島
家
で
は
妻
が
肺
病
に
か
か
り
、
次
第
に
困
窮
の
度
合
い
が
増
し
て
い
く
。
あ
る
日

貝
島
は
、
自
分
の
学
級
に
属
す
る
息
子
の
啓
太
郎
が
、
買
え
る
は
ず
の
な
い
色
鉛
筆
や
餅
菓
子
な
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ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
啓
太
郎
に
そ
の
金
の
出
所
を
問
い
た
だ

す
貝
島
だ
っ
た
が
、
啓
太
郎
は
容
易
に
話
さ
な
い
。
よ
う
や
く
真
相
を
語
り
始
め
た
啓
太
郎
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
話
は
貝
島
を
驚
嘆
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
首
尾
よ
く
学
級
の
生
徒
た
ち
を
大

人
し
く
さ
せ
た
沼
倉
は
、
貝
島
か
ら
激
励
と
賞
賛
の
辞
を
聞
か
さ
れ
る
と
、
感
奮
す
る
と
同
時
に

一
層
そ
の
力
を
発
揮
し
、
果
て
に
は
自
ら
大
統
領
と
な
っ
て
、
生
徒
の
あ
い
だ
で
沼
倉
共
和
国
を

作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
沼
倉
は
各
種
の
役
員
を
任
命
し
た
う
え
法
律
や
罰
則
を
も
う
け
、

さ
ら
に
は
独
自
の
紙
幣
ま
で
発
行
し
て
一
つ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
沼
倉
共
和

国
で
は
市
場
が
開
か
れ
、
啓
太
郎
は
そ
こ
で
種
々
の
品
を
購
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

貝
島
家
は
ま
す
ま
す
困
窮
し
、
つ
い
に
は
家
中
に
一
銭
も
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
。

神
経
衰
弱
に
襲
わ
れ
る
貝
島
は
、
あ
る
日
、
沼
倉
共
和
国
の
市
場
に
出
く
わ
す
。
正
気
を
失
い

つ
つ
あ
る
貝
島
は
「
口
も
と
で
は
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
笑
つ
て
居
な
が
ら
、
眼
は
気
味
悪
く
血
走
つ
て
」、

「
先
生
は
今
日
か
ら
、
此
処
に
居
る
沼
倉
さ
ん
の
家
来
に
な
る
ん
だ
。
み
ん
な
と
同
じ
や
う
に
沼

倉
さ
ん
の
手
下
に
な
つ
た
ん
だ
」
と
口
走
る
。
沼
倉
か
ら
紙
幣
を
与
え
ら
れ
た
貝
島
は
、
洋
酒
屋

で
そ
の
紙
幣
を
使
い
そ
う
に
な
る
。
そ
の
異
常
さ
に
自
ら
気
が
つ
き
、
正
気
を
取
り
戻
し
た
か
の

よ
う
な
貝
島
で
あ
っ
た
が
、
店
員
に
対
す
る
「
い
づ
れ
三
十
日
に
な
れ
ば
、
此
の
書
附
と
引
き
換

へ
に
現
金
で
千
圓
支
払
ひ
ま
す
か
ら
。
…
…
…
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
彼
が
狂
気
に
陥
っ
た

ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。

宗
像
和
重
は
か
つ
て
、
こ
の
作
品
に
は
「『
大
人
︱
子
供
』『
教
師
︱
生
徒
』『
本
物
︱
贋
物
』

『
善
︱
悪
』
と
い
っ
た
問
題
か
ら
、
教
育
、
国
家
、
貨
幣
な
ど
を
含
む
数
多
く
の
魅
力
的
な
視
点

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
」

3

い
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
は
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

観
点
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
が
放
つ
意
味
や
批
判
性
を
読
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
本
稿
の
着
眼
点

も
ま
た
宗
像
が
提
示
し
た
「
教
師
」「
生
徒
」「
教
育
」「
国
家
」
と
関
わ
る
。
作
品
の
舞
台
と
さ

れ
る
大
正
七
年
頃
の
時
代
背
景
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
の
細
部
が
紡
ぐ
、
国
家
と
教
育

を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
を
読
み
た
い
と
思
う
。

本
稿
は
ま
ず
、「
小
さ
な
王
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
学
級
で
権
力
の

交
代
劇
が
起
こ
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
の
際
、
第
一
に
貝
島
が
ど
の
よ
う
な
教
育

者
で
あ
る
か
を
、
第
二
に
沼
倉
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
持
ち
主
で
あ
る
か
を
、
本
文
や
同
時
代
言

説
を
も
と
に
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
沼
倉
の
性
質
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景

を
、
同
時
代
の
修
身
教
育
を
参
照
し
つ
つ
解
明
し
、
最
後
に
そ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
国
家

と
教
育
を
め
ぐ
る
同
時
代
状
況
に
お
い
て
本
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
小
さ
な
王
国
」
と
「
沼
倉
共
和
国
」

「
小
さ
な
王
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
、
そ
れ
は
沼
倉
を

中
心
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
共
同
体
を
指
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
と
に
川
端
康
成
が
「
子
供

た
ち
が
贋
貨
幣
の
遊
戯
に
耽
る
う
ち
、
次
第
に
そ
の
心
理
に
支
配
さ
れ
て
、『
子
供
の
王
国
』
を

築
き
、
そ
こ
に
一
種
の
生
活
が
生
れ
る
あ
り
さ
ま
を
描
き
、
も
の
凄
い
ば
か
り
で
あ
つ
た4

」
と
評

し
た
の
を
は
じ
め
、
た
と
え
ば
宮
城
達
郎
は
「
沼
倉
少
年
が
建
設
し
た
〝
小
さ
な
王
国
〟
は
、
教

師
の
貝
島
を
完
全
に
敗
北
せ
し
め
た5

」
と
物
語
内
容
を
説
明
し
、
前
田
愛
は
「
沼
倉
の
作
り
出
し

た
小
さ
な
王
国
」、「
こ
の
小
さ
な
王
国
が
、
ま
さ
に
反
国
家
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
な
っ
て
い
る
」
と

読
ん
だ6

。
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
、「
小
さ
な
王
国
」
を
沼
倉
の
作
り
上
げ
た
共
同
体
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
共
同
体
は
わ
ず
か
十
歳
ほ
ど
の
小
さ
な

0

0

0

子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
作
者
が
「
小
さ
な
王
国
」
と
い
う
言
葉
で
こ
れ
を
指
示
し
て
い
た
と

考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
細
部
に
は
こ
の
解
釈
で
は
説
明
で
き
な
い
点
が
紛
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
語
り
手
は
子
ど
も
た
ち
の
共
同
体
を
、「
王
国
」
で
は
な
く
一
貫
し
て
注
意
深
く
「
共
和

国
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
宗
像
は
「
作
中
で
樹
立
さ
れ
る
の
が
『
沼
倉
共
和
国

0

0

0

』
で
あ
る

にマ
マ

か
か
わ
ら
ず
、
題
名
が
『
小
さ
な
王
国

0

0

』」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
谷

崎
の
混
同
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
言
葉
も
生
徒
た
ち
の
共
同
体
を
指
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
基
礎
的
な
概
念
の
混
同
が
見
ら
れ
る
以
上
、「［
高
橋
注
、
共
産
主
義
に
関
し

て
］
そ
れ
ほ
ど
切
実
な
社
会
批
判
が
企
て
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い7

」
と
結
論
づ
け
て
い
る8

。`

`

作
者
は
本
当
に
「
王
国
」
と
「
共
和
国
」
と
の
違
い
に
無
自
覚
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス

ト
は
沼
倉
を
頂
点
と
す
る
こ
の
共
同
体
を
た
び
た
び
「
沼
倉
共
和
国
」
と
呼
ぶ
が
、
決
し
て
「
王

国
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
ま
た
作
者
が
タ
イ
ト
ル
を
改
め
る
機
会
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い9

。

や
は
り
「
小
さ
な
王
国
」
は
「
沼
倉
共
和
国
」
と
は
別
の
も
の
と
し
て
作
者
に
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
王
国
」
と
「
共
和
国
」
と
は
大
き
く
異
な
る
国
家
体
制

で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
と
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
そ
の
差
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
「
王

国
」「
共
和
国
」
と
い
っ
た
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

試
み
に
近
代
の
辞
書
を
引
く
と
、『
言
海
』
に
「
共
和
政
治
」
の
項
が
立
ち
、「
政
体
ニ
、
世
襲

ノ
帝
王
無
ク
、
国
民
、
互
ニ
人
物
ヲ
選
挙
シ
テ
、
大
統
領
ト
シ
、
代
ル
代
ル
国
政
ヲ
統
ベ
行
フ
モ

ノ
」
と
あ
る
。
生
徒
の
信
望
を
集
め
た
沼
倉
大
統
領

0

0

0

が
統
べ
る
こ
の
共
同
体
は
、
ま
さ
し
く
「
共

和
国
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
同
時
に
「
王
国
」
で
は
あ
り
得
な
い
。

一
般
に
、「
王
国
」
で
は
最
高
権
力
が
世
襲
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
共
同
体
の
構
成
員
は
権
力

を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
代
以
降
の
世
界
で
は
、
立
憲
君
主
制
を
採
っ
た
イ
ギ
リ
ス
、
革
命
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前
の
ロ
シ
ア
、
そ
し
て
明
治
維
新
か
ら
大
戦
終
結
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
君
主
制
な
ど
が
そ
の
典

型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

右
の
例
の
う
ち
、
ロ
シ
ア
革
命
は
本
作
品
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
一
九
一
七

年
一
一
月
、
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
が
二
月
革
命
後
の
臨
時
政
府
を
打
倒
し
、
レ
ー
ニ
ン
を
頂
点
と
す
る

世
界
で
最
初
の
社
会
主
義
国
家
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
ロ
シ
ア
共
和
国
が
成
立
し
た
。
本
作
品
発

表
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
作
品
が
同
時
代
の
ロ
シ
ア
革
命
、
あ
る
い
は
共
産
主
義
思

想
と
関
係
す
る
こ
と
は
発
表
当
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、
本
作
の
二
ヶ

月
後
に
発
表
さ
れ
た
吉
野
作
造
の
評
言
で
あ
る
。

「
中
外
」
八
月
号
に
載
せ
ら
れ
た
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
「
小
さ
な
王
国
」
は
我
国
現
代
の
社
会

問
題
に
関
し
頗
る
暗
示
に
富
む
作
物
で
あ
る
。
小
学
生
の
単
純
な
頭
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
共

産
主
義
的
小
生
活
組
織
の
巧
み
に
運
用
せ
ら
る
ゝ
事
や
、
前
途
有
望
を
以
て
自
ら
も
許
し
人

も
許
し
て
居
つ
た
青
年
教
育
家
の
生
活
の
圧
迫
に
苦
し
め
る
結
果
、
不
知
不
識
其
共
産
的
団

体
の
中
に
入
つ
て
行
く
経
過
は
、
一
点
の
無
理
が
な
く
す
ら
〳
〵
と
説
き
示
さ
れ
て
居
る
。

作
者
の
覘
ひ
所
は
何
れ
に
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
之
に
よ
つ
て
現
代
人
が
何
と
な
く
共
産
主

義
的
空
想
に
耽
つ
て
一
種
の
快
感
を
覚
ゆ
る
の
事
実
を
看
過
す
る
事
は
出
来
な
い
。
而
し
て

少
し
く
深
く
世
相
を
透
観
す
る
者
に
と
つ
て
今
や
社
会
主
義
と
共
産
主
義
と
い
ふ
事
は
、
理

論
で
は
な
い
、
一
個
の
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る10

。

こ
の
よ
う
に
吉
野
は
「
小
さ
な
王
国
」
に
「
我
国
現
代
の
社
会
問
題
」
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、

沼
倉
の
作
る
組
織
が
「
共
産
主
義
的
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
貝
島
が
そ
こ
に
引
き
込
ま
れ
る

の
は
経
済
的
な
「
生
活
の
圧
迫
」
が
原
因
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
教
員
で
あ
る

貝
島
の
困
窮
ぶ
り
は
、
単
な
る
虚
構
の
設
定
と
し
て
の
み
理
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日
高

佳
紀
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
大
戦
中
か
ら
の
イ
ン
フ
レ
は
人
々
の
生
活
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
殊
に
こ
の
時
期
の
教
師
の
貧
窮
ぶ
り
は
ひ
ど
く
、
そ
の
煽
り
か
ら
く
る
師
範
学
校
進
学
者
の

減
少
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
る
ほ
ど11

」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吉
野
が
こ
の
文
章
で
、

「
共
産
主
義
的
空
想
」
に
快
感
を
覚
え
る
心
理
を
物
語
の
一
登
場
人
物
に
還
元
せ
ず
「
現
代
人
」

の
問
題
へ
と
一
般
化
し
て
い
る
の
は
、
当
時
そ
れ
な
り
の
切
実
さ
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
た
は
ず
で

あ
っ
た
。
こ
の
作
品
を
「
事
件
な
り
人
物
な
り
を
周
囲
の
世
な
り
社
会
な
り
か
ら
全
く
切
り
離
し

て
書
く12

」
と
酷
評
す
る
文
芸
時
評
な
ど
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
吉
野
が
い
か
に
正
し
く
当
代
の
社

会
問
題
と
い
う
観
点
の
も
と
に
本
作
品
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。「
作
者
の
覘

ひ
所
は
何
れ
に
あ
る
に
せ
よ
」、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
よ
う
な
社
会
思
想
的
な
解
釈
を
呼
び
込

む
環
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ロ
シ
ア
革
命
を
、
封
建
的
・
非
民
主
的
な
政
治
形
態
で
あ
る
「
王
制
」
が
「
共
和
制
」

に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
た
事
件
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
小
さ
な
王
国
」
は
沼
倉

共
和
国
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
を
奪
わ
れ
た
貝
島
の
王
国
だ
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
生
徒
は
、
互
選
に
よ
っ
て
彼
ら
の
教
師
を
選
ぶ
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
教
室
の
権
力

者
で
あ
る
担
任
教
師
は
、
世
襲
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
わ
ば
支
配
さ
れ
る
生
徒
た
ち
の
関
与
で
き

な
い
プ
ロ
セ
ス
で
決
定
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
王
国
」
に
見
ら
れ
る
支
配
者
と
被
支
配
者
と

の
関
係
と
同
じ
構
造
だ
と
言
え
る
。
貝
島
の
「
小
さ
な
王
国
」
と
し
て
の
学
級
は
、
共
同
体
の
メ

ン
バ
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
選
出
さ
れ
た
沼
倉
の
「
共
和
国
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
権
力
の
交
代
劇
は
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
。
次
に
、
貝
島
の

「
王
国
」
支
配
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

教
師
と
し
て
の
貝
島

貝
島
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
教
育
者
で
あ
っ
た
か
。

学
者
の
夢
を
諦
め
小
学
校
教
員
に
な
っ
た
貝
島
は
「
律
儀
で
小
心
で
情
に
脆
い
」
性
格
で
あ
る
。

ま
た
彼
は
「
性
来
子
供
が
好
き
で
」、「
い
ろ
〳
〵
の
性
癖
を
持
つ
た
少
年
の
一
人
々
々
に
興
味
を

覚
え
て
、
誰
彼
の
区
別
な
く
、
平
等
に
親
切
に
世
話
を
焼
」
く
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
周
囲
か

ら
は
篤
実
で
老
練
な
教
師
と
評
さ
れ
、
自
ら
も
そ
う
信
じ
る
。
彼
に
は
と
り
わ
け
大
事
に
す
る
科

目
が
あ
っ
た
。
修
身
で
あ
る
。
彼
は
修
身
の
時
間
に
限
っ
て
は
特
別
に
厳
格
で
あ
っ
た
。
実
際
、

そ
の
時
間
中
に
沼
倉
の
私
語
を
見
と
が
め
た
貝
島
は
、「
体
罰
を
も
加
へ
か
ね
な
い
か
の
や
う
に
、

両
手
で
籐
の
鞭
を
グ
ツ
と
撓
は
せ
て
見
せ
た
」
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
通
常
貝
島
は
「
極
く
打
ち
解
け
た
、
慈
愛
に
富
ん
だ
態
度
を
示
し
て
、
や
さ
し
い

声
で
生
徒
に
話
し
か
け
る
」
こ
と
を
旨
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
沼
倉
が
級
中
の
信
望
を
集
め
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
時
に
は
、
教
員
の
あ
る
べ
き
姿
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

『
学
校
の
先
生
』
た
ち
は
大
き
な
な
り

0

0

を
し
て
居
な
が
ら
、
沼
倉
の
事
を
考
へ
る
と
忸
怩
た

ら
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
わ
れ
〳
〵
の
生
徒
に
対
す
る
威
信
と
慈
愛
と
が
、
沼
倉
に

及
ば
な
い
所
以
の
も
の
は
、
つ
ま
り
わ
れ
〳
〵
が
子
供
の
や
う
な
無
邪
気
な
心
に
な
れ
な
い

か
ら
な
の
だ
。
全
く
子
供
と
同
化
し
て
一
緒
に
な
つ
て
遊
ん
で
や
ら
う
と
云
ふ
誠
意
が
な
い

か
ら
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
貝
島
は
、
生
徒
を
威
圧
し
矯
正
し
よ
う
と
す
る
「
恐
い
先
生
」
で
は
な
く
、「
面

白
い
お
友
達
」
と
し
て
気
に
入
ら
れ
る
方
が
、
彼
ら
の
信
頼
を
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
思
い
至
る
の

で
あ
る
。

「
小
さ
な
王
国
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
七
年
頃
の
教
育
界
は
、
ま
さ
に
「
旧
教
育
」
か
ら
「
新

教
育
」
へ
の
転
換
期
に
あ
っ
た13

。
自
由
主
義
運
動
を
背
景
に
、
教
育
界
に
は
「
新
教
育
」
と
呼
ば

れ
る
理
論
や
実
践
が
活
発
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
新
教
育
」
の
実
践
は
多
様
だ
が
、
教
師
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を
頂
点
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
画
一
的
で
詰
め
込
み
式
の
教
育
に
対
す
る
批
判
と
、
児
童
の
関
心
を

本
位
に
し
た
教
育
方
針
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
推
奨
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
た
。

先
に
見
た
貝
島
の
教
育
観
と
「
新
教
育
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
た
と

え
ば
田
中
俊
男
は
、「
全
級
が
一
致
し
て
み
ん
な
立
派
な
人
間
に
な
る
や
う
に
、
み
ん
な
お
行
儀

が
よ
く
な
る
や
う
に
導
い
て
貰
ひ
た
い
」
と
、
沼
倉
に
学
級
自
治
を
任
せ
よ
う
と
す
る
貝
島
の
教

育
方
針
と
、「
新
教
育
」
旗
手
の
一
人
で
あ
っ
た
西
山
哲
治
の
思
想
と
の
一
致
を
指
摘
し
、
貝
島

が
「『
児
童
中
心
主
義
』
の
隠
れ
た
実
践
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る14

。
一
方
、
出
木
良
輔
は
、

そ
の
よ
う
な
貝
島
の
開
明
的
な
態
度
は
彼
の
一
側
面
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
貝

島
は
は
じ
め
か
ら
児
童
中
心
主
義
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「『
恐
い
先
生
』
か
ら
『
面
白

い
お
友
達
』、
す
な
わ
ち
明
治
期
に
支
配
的
だ
っ
た
ヘ
ル
バ
ル
ト
式
の
教
育
姿
勢
か
ら
大
正
期
の

『
新
教
育
』
が
掲
げ
た
『
児
童
本
位
主
義
』
へ
、
そ
し
て
教
育
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
『
教
育

者
』
か
ら
『
生
計
の
資
』
を
目
的
と
す
る
『
学
校
教
師
』
へ15

」
変
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
よ
り
も
は
や
く
日
高
は
、「
恐
い
先
生
」
よ
り
も
「
面
白
い
お
友
達
」
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う

貝
島
の
発
想
に
、「
教
師
を
も
は
や
『
聖
職
』
と
し
て
特
権
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
」
同
時
代
の
状
況
を
読
ん
で
い
た16

。
出
木
は
こ
の
変
化
を
「
当
時
の
学
校
教
育
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
シ
フ
ト
を
反
映
し
た
も
の
」
だ
と
読
み
、「『
児
童
本
位
主
義
』
の
本
質
と
は
（
中
略
）
教
室

内
に
お
け
る
教
師
の
立
場
の
相
対
的
な
下
降
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。
貝
島
が
沼

倉
に
権
力
を
奪
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
新
教
育
」
の
帰
結
だ
と
す
る
出
木
は
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
を
「
新
教
育
」
へ
の
皮
肉
だ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る17

。

な
る
ほ
ど
、
貝
島
の
教
育
観
は
た
し
か
に
大
正
期
の
「
新
教
育
」
と
重
な
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す

れ
ば
貝
島
の
敗
北
を
「
新
教
育
」
敗
北
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
だ
と
読
む
こ
と
も
一
つ
の
見
識
だ
と
言
え

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
の
交
代
劇
を
も
た
ら
し
た

原
因
が
単
に
「
新
教
育
」
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
貝
島
の
性
質
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ド
ラ
マ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
し
か
し
同
時

に
こ
の
よ
う
な
転
覆
が
生
じ
た
の
は
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
が
あ
の
沼
倉
だ
っ
た
か
ら
だ
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
沼
倉
が
や
っ
て
く
る
ま
で
の
教
室
は
、
貝
島
に
よ
っ

て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
の
転
覆
の
意
味
を
真
に
捉
え
る

た
め
に
は
、
次
に
沼
倉
と
い
う
少
年
の
あ
り
方
を
注
意
深
く
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

沼
倉
の
二
面
性

東
京
か
ら
転
校
し
て
き
た
沼
倉
は
、
は
じ
め
貝
島
に
は
「
き
つ
と
成
績
の
よ
く
な
い
、
風
儀
の

悪
い
子
供
だ
ら
う
」
と
い
う
印
象
を
与
え
た
が
、
実
際
に
は
「
む
し
ろ
無
口
な
む
つ
ゝ
り
と
し
た

落
ち
着
い
た
少
年
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
彼
の
非
凡
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

腕
力
で
は
そ
れ
ま
で
の
餓
鬼
大
将
に
劣
る
は
ず
の
沼
倉
は
、「
勇
気
と
、
寛
大
と
、
義
侠
心
」
に

よ
っ
て
級
中
の
覇
者
と
な
り
、
転
校
し
て
き
て
か
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
他
の
生
徒
た
ち
を
支
配
す

る
。
沼
倉
の
威
力
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
員
で
あ
る
貝
島
以
上
に
周
囲
の
子
供
た
ち
か
ら
信

望
を
集
め
、
秘
密
裏
に
沼
倉
共
和
国
を
作
る
に
ま
で
至
る
。
そ
こ
で
は
自
ら
が
大
統
領
と
し
て
絶

対
的
な
権
力
を
握
り
、
法
律
や
貨
幣
制
度
ま
で
整
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

転
校
生
で
あ
り
な
が
ら
瞬
く
間
に
級
中
を
支
配
し
、
果
て
は
担
任
の
貝
島
ま
で
を
も
飲
み
込
ん

で
い
く
沼
倉
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
ま
ず
注
目
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性

で
あ
っ
た
。
小
仲
信
孝
は
そ
の
論
の
冒
頭
で
、
沼
倉
の
異
様
な
魅
力
を
「
そ
の
い
か
が
わ
し
さ

は
、
た
し
か
に
た
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
表
現
し
、
貝
島
に
と
っ
て
「
沼
倉
は
は
じ
め
て
出

会
っ
た
〈
恐
る
べ
き
子
ど
も
〉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
そ
の
常
人
離
れ
し
た
恐
ろ
し
さ
を
指

摘
し
て
い
る18

。
ま
た
田
中
は
「『
二
人
の
〈
し
や
う
き
ち
〉』
は
、『
平
凡
人
』
／
『
英
傑
』
と
い

う
明
快
な
対
比
に
置
か
れ
」
て
い
る
と
捉
え
る19

。
他
の
生
徒
の
心
理
を
完
全
に
掌
握
す
る
そ
の
力

に
「
い
か
が
わ
し
さ
」
を
見
る
に
せ
よ
「
英
傑
」
の
素
質
を
見
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て

い
る
の
は
沼
倉
の
比
類
な
き
カ
リ
ス
マ
性
で
あ
る
。
実
は
沼
倉
の
こ
の
よ
う
な
特
異
性
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
作
品
発
表
当
初
か
ら
言
及
が
あ
っ
た
。
江
口
渙
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
一
少
年

の
一
種
特
異
な
征
服
的
人
格
を
描
い
て
そ
れ
が
好
く
浮
き
出
し
て
ゐ
る
。
特
異
な
性
格
の
強
さ
か

ら
放
射
す
る
脅
威
に
依
つ
て
、
次
第
に
周
囲
を
征
服
し
、
遂
に
級
中
に
自
己
の
専
制
王
国
を
建
設

す
る
ま
で
の
過
程
が
は
つ
き
り
と
示
さ
れ
て
ゐ
る20

」
と
、
そ
の
主
題
を
沼
倉
の
「
特
異
な
征
服
的

人
格
」
と
そ
れ
に
よ
る
学
級
「
征
服
」
の
「
過
程
」
に
見
て
い
る
。

た
し
か
に
沼
倉
に
は
特
別
な
カ
リ
ス
マ
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ

れ
が
学
級
の
秩
序
を
転
覆
す
る
大
き
な
原
動
力
で
あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ

で
さ
ら
に
考
え
た
い
の
は
、
沼
倉
の
そ
の
非
凡
な
力
は
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
に
備
わ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
級
中
の
生
徒
た
ち
の
異
様
と
も
思
え
る
沼
倉
へ
の
忠
誠
心
を
、
沼
倉
の
魔
的

な
魅
力
か
ら
で
は
な
く
彼
ら
自
身
の
心
性
か
ら
説
明
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
見

て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
疑
問
は
一
見
無
関
係
に
見
え
て
重
要
な
点
で
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。

実
は
テ
ク
ス
ト
を
仔
細
に
読
め
ば
、
異
様
な
力
を
持
つ
は
ず
の
沼
倉
の
も
う
一
つ
の
側
面
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
初
め
て
沼
倉
を
見
た
貝
島
は
、
彼
を
「
成
績
の
よ
く
な
い
、
風
儀
の
悪
い

子
供
だ
ら
う
と
、
直
覚
的
に
」
感
じ
る
が
、
実
際
に
は
沼
倉
は
「
学
力
も
劣
等
で
は
な
い
」「
性

質
も
思
ひ
の
外
温
順
で
」「
落
ち
着
い
た
少
年
」
で
あ
っ
た
。「
教
場
に
居
る
時
は
別
段
普
通
の
少

年
と
変
り
が
な
い
」
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
読
本
を
読
ま
せ
て
見
て
も
、
算
術
を
や
ら
せ
て
見

て
も
、
常
に
相
当
の
出
来
栄
え
」
で
あ
る
。「
東
京
の
生
徒
に
輪
を
か
け
て
狡
猾
な
、
始
末
に
負

へ
な
い
腕
白
な
も
の
も
交
つ
て
」
い
る
よ
う
な
学
級
の
中
で
、
沼
倉
が
「
教
師
を
馬
鹿
に
し
た
り
、
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悪
戯
を
煽
動
し
た
り
、
級
中
の
風
儀
を
紊
し
た
り
す
る
」
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、
貝
島
に

学
級
を
善
導
す
る
よ
う
促
さ
れ
た
場
面
で
も
、
沼
倉
は
「『
先
生
、
分
り
ま
し
た
。
き
つ
と
先
生

の
仰
つ
し
や
る
通
り
に
い
た
し
ま
す
』
と
、
い
か
に
も
嬉
し
さ
う
に
、
得
意
の
色
を
包
み
か
ね
て

ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
」
答
え
、
教
師
の
信
任
を
得
た
こ
と
に
満
足
し
得
意
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

な
ど
は
む
し
ろ
素
朴
な
学
童
ら
し
い
反
応
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
に
は
こ
の
よ
う
に
彼
の
素
直
で
温
順
な
性
質
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は

学
業
に
お
い
て
も
優
秀
で
あ
っ
た
。
沼
倉
は
、
学
校
空
間
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
教
員
に
と
っ
て

は
理
想
的
な
優
等
生
と
も
言
う
べ
き
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
先
に
見
た
と
お
り
、
沼
倉
が
不
気
味
な
カ
リ
ス
マ
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
語
り
手
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
沼
倉
の
そ
の
異
様
さ
は
、
い
く
ら

か
割
り
引
い
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
語
り
の
焦
点
人
物
で
あ
る
貝
島
は

「
土
地
の
機
業
家
で
Ｇ
銀
行
の
重
役
を
し
て
居
る
鈴
木
某
の
息
子
」、「
Ｓ
水
力
電
気
株
式
会
社
の

社
長
の
中
村
某
の
息
子
」、「
Ｋ
町
の
生
薬
屋
の
悴
」、「
Ｔ
町
に
住
ん
で
ゐ
る
居
る
医
者
の
息
子
」

な
ど
、
生
徒
の
性
質
を
常
に
そ
の
親
の
社
会
的
身
分
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
よ
う
な
価
値
観
の
持

ち
主
だ
か
ら
で
あ
る
。
沼
倉
に
対
し
て
も
貝
島
は
「
東
京
か
ら
流
れ
込
ん
で
来
た
ら
し
い
職
工
の

悴
」
と
い
っ
た
彼
の
親
の
職
業
や
「
卑
し
い
顔
立
ち
や
垢
じ
み
た
服
装
」
と
い
っ
た
外
見
を
根

拠
に
、「
成
績
の
よ
く
な
い
、
風
儀
の
悪
い
子
供
だ
ら
う
と
」
判
断
す
る
。
彼
の
そ
の
よ
う
な
偏

見
は
、
東
京
で
「
華
族
の
邸
や
高
位
高
官
の
住
宅
の
多
い
山
の
手
の
一
廓
」
に
住
み
、
自
分
の
教

え
る
生
徒
た
ち
が
「
大
概
中
流
以
上
」
で
あ
る
一
方
で
、
我
が
家
は
逼
迫
し
、
子
ど
も
た
ち
に
は

「
見
す
ぼ
ら
し
い
、
哀
れ
な
姿
」
を
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
親
と
し
て
の
苦
い
経
験
か
ら
生

じ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
が
原
因
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
が
沼
倉
か
ら
受
け
る
印
象
に
は
多

分
に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
が
沼
倉
を
作
っ
た
か

さ
て
、
で
は
そ
の
よ
う
な
沼
倉
の
二
面
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
一
人

の
少
年
の
中
に
、
素
直
な
優
等
生
と
し
て
の
一
面
と
、
教
員
を
も
飲
み
込
む
怪
物
的
な
威
力
と
が

同
時
に
存
在
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
沼
倉
の
こ
の
二
つ
の
性
質
は
決
し
て
互
い
に
無
関
係
で
は
な
い
。

沼
倉
の
温
順
で
素
直
な
性
質
と
、「
恐
る
べ
き
子
ど
も
」
と
し
て
の
性
質
、
両
者
の
関
わ
り
を

考
え
る
際
に
重
要
な
点
が
二
つ
あ
る
。
貝
島
が
修
身
の
授
業
を
特
別
視
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

沼
倉
が
「
己
は
太
閤
秀
吉
に
な
る
ん
だ
」
と
周
囲
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
小
仲
は
、「
社
会
的
な
出
世

の
階
段
を
登
る
だ
け
が
出
世
で
は
な
く
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
「
日
本
一
に
な
る
こ
と
も
出
世

で
あ
る
」
と
考
え
る
当
時
の
「［
高
橋
注
、
二
宮
］
金
次
郎
主
義
」
は
、「
夢
の
実
現
を
断
念
し
て

非サ
ブ

エ
リ
ー
ト
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
貝
島
の
心
の
支
え21

」
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
ま
た

生
方
智
子
は
、
修
身
の
時
間
が
国
家
の
求
め
る
価
値
観
を
生
徒
に
内
面
化
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で

あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
貝
島
が
そ
こ
で
国
家
権
力
の
体
現
者
と
し
て
主
体
化
を
試
み
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
崩
壊
す
る
家
庭
の
中
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
家
長
と
し
て
の
主
体
性
を
取

り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た22

。
中
谷
元
宣
は
、
修
身
に
は
「
日
本
道
徳
の
伝
統
で
あ
る

漢
学
精
神
が
あ
り
」、
し
た
が
っ
て
特
に
貝
島
に
と
っ
て
修
身
の
授
業
は
、
父
が
漢
学
者
で
あ
っ

た
と
い
う
自
ら
の
家
系
や
学
歴
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
個
の
本
質
ま
で
も
が
試
さ
れ
る
重
要
な
場

で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る23

。
さ
ら
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
聖
職
と
し
て
の
教
師
が
職
業
と
し
て
の

教
師
に
転
換
す
る
物
語
」
と
し
て
読
む
日
高
は
、
修
身
と
い
う
「
生
徒
の
人
格
指
導
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
『
聖
職
』
と
し
て
の
教
師
の
立
場
が
最
も
発
揮
さ
れ
る
時
間
」
を
、
沼
倉
が
「
革
命
」
の

時
間
に
え
ら
ん
だ
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
見
る24

。
教
室
内
の
権
力
を
貝
島
か
ら
奪
う
に
は
こ
れ
ほ

ど
の
好
機
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
読
み
で
あ
る
。
貝
島
は
た
し
か
に
、
修
身
の
授
業
に
、
そ
し

て
二
宮
尊
徳
の
逸
話
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
賭
け
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
修
身
と

の
関
わ
り
と
い
う
点
で
は
、
も
う
一
人
重
要
な
人
物
が
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
周

囲
に
「
己
は
太
閤
秀
吉
に
な
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
憚
ら
な
い
、
も
う
ひ
と
り
の
「
し
や
う
き
ち
」、

沼
倉
庄
吉
で
あ
る
。

明
治
三
五
年
、
学
校
教
科
書
を
め
ぐ
る
贈
収
賄
事
件
が
お
こ
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
教
科
書

の
国
定
化
が
進
む
。
第
一
期
国
定
教
科
書
は
明
治
三
七
年
か
ら
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
、
終
戦
ま
で

国
定
教
科
書
は
五
期
に
亘
っ
て
作
成
、
使
用
さ
れ
た25

。
本
作
発
表
年
の
大
正
七
年
か
ら
は
「
第
三

期
」
が
順
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
谷
崎
が
持
つ
国
定
教
科
書
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
最
新
の
「
第
三

期
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
治
四
三
年
か
ら
一
〇
年
近
く
用
い
ら
れ
た
「
第
二
期
」
に
近
か
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
実
際
、
大
正
七
年
時
点
で
も
「
第
二
期
」
は
現
場
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た26

。
そ
の

内
容
は
、「
第
一
期
」
に
比
べ
て
「
儒
教
主
義
の
倫
理
が
よ
り
強
く
示
さ
れ
る
と
共
に
軍
国
的
教

材
が
登
場
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
道
徳
が
家
族
主
義
と
国
家
主
義
と
の
結
合
を
軸
と
し
て
再
編27

」
さ

れ
た
と
い
う
。
帝
国
主
義
の
段
階
に
入
っ
た
こ
の
時
期
の
日
本
で
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
思
想

と
倫
理
の
浸
透
が
、
そ
し
て
ま
た
忠
君
愛
国
の
精
神
を
も
つ
日
本
国
民
の
養
成
が
急
務
で
あ
っ
た
。

修
身
、
あ
る
い
は
国
語
の
第
二
期
国
定
教
科
書
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
装
置
と
し
て
編
集
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た28

。

さ
て
、
こ
の
「
第
二
期
」『
尋
常
小
学
修
身
書29

』
は
巻
一
か
ら
巻
六
に
よ
っ
て
成
り
、
二
宮
金

次
郎
の
逸
話
は
巻
二
の
冒
頭
七
課
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る30

。
し
か
し
実
際
に
は
こ
れ
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は
低
学
年
用
の
内
容
で
文
章
も
ご
く
平
易
で
あ
り
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
作
品
の
中

で
貝
島
が
取
り
上
げ
る
よ
う
な
小
田
原
藩
家
老
服
部
家
の
家
政
再
建
の
話
で
は
な
く
、「
オ
ヤ
ノ

オ
ン
」「
カ
ウ
カ
ウ
」「
キ
ン
ケ
ン
」
な
ど
、
幼
少
期
「
金
次
郎
」
の
逸
話
ば
か
り
で
あ
る
。
貝
島

は
修
身
教
科
書
そ
の
も
の
を
読
み
聞
か
せ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
好
ん
で
「
尊
徳
」
の
服
部
家
再

建
の
逸
話
を
講
じ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
戦
前
の
修
身
教
科
書
に
は
二
宮
尊
徳
に
劣
ら
ず
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
が

い
た
。
他
な
ら
ぬ
「
太
閤
秀
吉
」
で
あ
る
。
第
二
期
『
修
身
書
』
巻
四
に
は
「
第
五　

志
を
立

て
よ
」「
第
六　

職
務
に
勉
励
せ
よ
」「
第
七　

皇
室
を
尊
べ
」
の
三
課
に
秀
吉
の
逸
話
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
で
の
秀
吉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
作
品
に
お

け
る
沼
倉
の
記
述
と
重
な
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
た
と
え
ば
「
尾
張
の
ま
づ
し
い
農
家
の
子
で
」

（「
第
五　

志
を
立
て
よ
」）
と
い
う
貧
し
い
出
自
と
「
小
さ
い
時
か
ら
り
つ
ぱ
な
人
に
な
ら
う
と

志
を
立
て
て
ゐ
ま
し
た
」（
同
前
）
と
い
っ
た
立
身
の
志
は
、
沼
倉
が
「
職
工
の
悴
」
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
彼
が
「
太
閤
秀
吉
に
な
る
ん
だ
」
と
立
身
出
世
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
し
、

家
来
に
指
示
し
た
城
壁
修
繕
が
は
か
ど
ら
ず
、
信
長
が
秀
吉
に
そ
れ
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
翌
日
に

は
完
成
さ
せ
た
と
い
う
逸
話
（「
第
六　

職
務
に
勉
励
せ
よ
」）
は
、
沼
倉
が
、
貝
島
か
ら
学
級
を

主
導
す
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
、
そ
れ
を
貝
島
の
「
予
期
以
上
に
成
功
」
さ
せ
た
こ
と
と
重
な
る
。

大
正
期
の
初
等
教
育
に
お
い
て
、
秀
吉
は
二
宮
尊
徳
以
上
に
子
ど
も
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
秀
吉
の
逸
話
は
、
修
身
の
教
科
書
だ
け
で
は
な
く
、
国
語
の
教
科
書
に

も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
「
第
二
期
」『
尋
常
小
学
読
本31

』
を
見
て
み
よ
う
。

『
読
本
』
は
全
一
二
巻
か
ら
成
る
。
秀
吉
の
話
は
「
第
十
四　

豊
臣
秀
吉　

一
」「
第
十
五　

豊
臣
秀
吉　

二
」
と
し
て
巻
六
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
は
第
三
学
年
も
し
く
は
第
四
学

年
に
用
い
ら
れ
た
教
材
だ
と
い
う32

。「
第
十
四
」
が
、
そ
の
貧
し
い
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら

書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
修
身
教
科
書
と
同
じ
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
修
身
と
異
な
り
、「
人

が
い
く
さ
の
は
な
し
を
す
る
と
、
耳
を
す
ま
し
て
聞
い
て
ゐ
ま
し
た
」
と
、
秀
吉
の
合
戦
へ
の
興

味
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
話
題
は
続
く
「
第
十
五
」
の
伏
線
と
な
り
、
次
に
は

秀
吉
の
合
戦
巧
者
ぶ
り
が
記
さ
れ
る
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
の
記
述
が
、
休
み

時
間
の
沼
倉
の
合
戦
ご
っ
こ
の
描
写
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
秀
吉
は
い
く
さ
の

上
手
な
人
で
、
た
び
〳
〵
い
く
さ
を
し
た
け
れ
ど
も
、
一
ぺ
ん
も
ま
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

後
に
は
秀
吉
の
馬
じ
る
し
を
み
る
と
、
敵
は
戦
は
な
い
で
に
げ
て
行
く
や
う
に
な
り
ま
し
た
」
と

い
う
『
読
本
』
の
記
述
と
、「
小
さ
な
王
国
」
の
「
多
勢
の
西
村
組
は
忽
ち
の
う
ち
に
沼
倉
組
の

小
勢
の
為
め
に
追
ひ
捲
く
ら
れ
て
、
滅
茶
々
々
に
隊
伍
を
掻
き
乱
さ
れ
た
揚
句
、
右
往
左
往
に
逃

げ
惑
つ
て
居
る
」、「
一
と
度
び
沼
倉
が
馬
を
進
め
て
駈
け
て
来
る
や
否
や
、
彼
等
は
急
に
浮
足
立

つ
て
、
ろ
く
〳
〵
戦
ひ
も
せ
ず
に
逃
げ
出
し
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
合
戦
ご
っ
こ
の
記
述
と
を
比
較

し
て
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
秀
吉
が
天
下
を
統
べ
る
過
程
と
、
沼
倉
が
学
級
を
支
配
す
る
過
程
に
つ
い
て
も
、

両
者
の
記
述
は
類
似
し
て
い
る
。『
読
本
』
に
は
「
秀
吉
の
い
き
ほ
ひ
は
、
し
ぜ
ん
に
日
一
日
と

盛
に
な
り
ま
し
た
。
信
長
の
ふ
る
い
け
ら
い
の
勝
家
な
ど
は
こ
れ
を
き
ら
つ
て
、
て
き
た
ひ
し
ま

し
た
が
、
か
へ
つ
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
て
、
し
ま
ひ
に
は
日
本
中
の
大
名
が
皆
秀
吉
の
言
ふ
こ
と
を
き

く
や
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
あ
り
、
一
方
、「
小
さ
な
王
国
」
で
は
、「
彼
は
勇
気
と
、
寛
大
と
、

義
侠
心
と
に
富
ん
だ
少
年
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
彼
を
し
て
級
中
の
覇
者
た
る
位
置
に
就
か

し
め
た
も
の
ら
し
い
。（
中
略
）
彼
が
入
学
し
た
当
座
は
、
暫
く
西
村
と
の
間
に
争
覇
戦
が
行
は

れ
た
が
、
直
き
に
西
村
は
降
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。（
中
略
）
現
在
誰
一
人
も
沼
倉

に
拮
抗
し
よ
う
と
す
る
者
は
な
い
。
み
ん
な
心
か
ら
彼
に
悦
服
し
て
居
る
」
と
あ
る
。
両
者
と
も

に
、
次
第
に
大
き
な
覇
権
を
握
っ
て
い
く
様
子
や
、
敵
対
す
る
同
輩
の
存
在
と
そ
の
討
伐
、
そ
し

て
つ
い
に
は
周
囲
を
す
べ
て
服
従
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
順
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
転
校
し
て
き
て
か
ら
の
沼
倉
の
様
子
は
あ
た
か
も
修
身
や
国
語
の
教
科
書
に
伝

説
化
さ
れ
た
秀
吉
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。『
読
本
』
に
取
り

上
げ
ら
れ
た
秀
吉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ほ
ん
の
数
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
記
述
が

重
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
作
中
で
沼
倉
自
身
が
「
己
は
太
閤
秀
吉
に
な
る
ん
だ
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
偶
然
の
一
致
と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
時
期
、
秀
吉
は
国
家
主
義
や
立
身
出
世
主
義
を
正
当
化
す
る
ア
イ
コ
ン
と
し
て
教
育
現
場

で
用
い
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
沼
倉
の
秀
吉
へ
の
憧
憬
、
そ
し
て
同
一
化
へ
の
欲
求
は
、
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
思
想
教
育
に
よ
っ
て
こ
そ
養
わ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。「
勇
気
と
、
寛
大
と
、
義

侠
心
と
に
富
ん
だ
少
年
」、「
正
義
を
重
ん
じ
」「
任
侠
を
尚
ぶ
」
と
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
た
沼
倉

の
性
質
も
ま
た
『
修
身
書
』
巻
五
の
「
第
五
課　

仁
と
勇
」「
第
六
課　

信
義
を
重
ん
ぜ
よ
」「
第

七
課　

誠
実
」
と
い
っ
た
各
課
で
称
揚
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
三
課
も
や
は
り
、

秀
吉
と
加
藤
清
正
の
逸
話
な
の
で
あ
る
。

先
に
確
認
し
た
沼
倉
の
一
種
純
朴
と
も
言
え
る
性
質
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
理
解
で
き

よ
う
。
沼
倉
は
素
直
な
優
等
生
と
し
て
の
資
質
を
備
え
て
い
た
。
彼
が
同
時
代
の
思
想
教
育
を
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
内
面
化
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
資
質
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
大
正
期
の
国

家
主
義
教
育
は
、
修
身
や
国
語
の
教
科
書
を
通
じ
て
、
少
年
た
ち
に
国
家
が
掲
げ
る
思
想
と
倫

理
を
注
ぎ
込
ん
で
い
っ
た
。「
温
順
」
で
「
落
ち
着
い
た
」
優
等
生
は
、
そ
の
思
想
と
倫
理
と
を
、

疑
う
こ
と
も
な
く
吸
収
し
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
沼
倉
は
、
い
わ
ば
大
正
前
期
の
国

家
の
理
想
を
体
現
す
る
よ
う
な
少
年
と
し
て
育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
、
教
育
に

と
っ
て
は
成
功
の
証
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
国
家
が
求
め
た
は
ず
の
思
想
と
倫
理
を
純

粋
に
体
現
し
た
沼
倉
は
も
は
や
、
国
家
を
象
徴
す
る
学
級
、
す
な
わ
ち
「
小
さ
な
王
国
」
に
収
ま
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ら
な
い
存
在
感
を
備
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
仁
と
勇
」「
信
義
」「
誠
実
」、
そ
し
て
何
よ
り

太
閤
秀
吉
の
よ
う
な
「
立
身
」
へ
の
欲
求
。
思
想
教
育
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
彼
の
威
力
は
、

結
果
的
に
そ
れ
を
育
て
た
教
育
そ
の
も
の
を
内
部
か
ら
転
覆
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
先
に
立
て
た
も
う
一
つ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
級
中
の
生
徒
た

ち
の
異
様
な
ま
で
の
沼
倉
へ
の
忠
誠
心
に
つ
い
て
も
、
一
貫
し
た
説
明
が
与
え
ら
れ
る
。

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
『
修
身
書
』
巻
五
に
は
、
秀
吉
の
忠
臣
で
あ
る
加
藤
清
正
に
関
す
る
逸

話
が
四
課
あ
り
、
中
で
も
「
第
七
課　

誠
実
」
は
清
正
の
主
君
に
対
す
る
忠
義
を
称
え
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
石
田
三
成
ら
の
讒
言
に
よ
っ
て
秀
吉
の
怒
り
を
買
い
蟄
居
を

命
じ
ら
れ
て
い
た
清
正
が
、
伏
見
の
大
地
震
の
際
、
秀
吉
の
身
を
案
じ
て
真
っ
先
に
城
に
駆
け
つ

け
、
部
下
と
と
も
に
秀
吉
を
守
っ
た
と
い
う
逸
話
、
も
う
一
つ
は
、
秀
吉
亡
き
後
、
豊
臣
の
恩
を

受
け
た
者
が
家
康
の
権
勢
に
な
び
い
て
次
々
と
徳
川
に
つ
く
中
、
清
正
だ
け
は
秀
頼
に
仕
え
て
よ

く
そ
の
身
を
護
っ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。

翻
っ
て
貝
島
学
級
の
生
徒
の
描
写
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
普
段
は
腕
白
で
い
た
ず
ら
小
僧
の
西

村
は
、
沼
倉
が
貝
島
に
咎
め
ら
れ
る
と
「
主
君
の
為
め
に
身
命
を
投
げ
出
し
た
家
来
の
や
う
な
、

犯
し
難
い
勇
気
と
覚
悟
」
と
を
以
て
、
沼
倉
を
庇
お
う
と
す
る
。
西
村
だ
け
で
は
な
い
。「
全
級

の
生
徒
が
」「
彼
の
命
令
を
遵
奉
し
て
、
此
の
間
の
や
う
に
沼
倉
の
身
に
間
違
ひ
で
も
あ
れ
ば
、

自
ら
進
ん
で
代
り
に
体
罰
を
受
け
よ
う
と
す
る
」。
沼
倉
は
こ
れ
ら
「
家
来
」
の
忠
誠
心
を
試
し
、

「
忠
義
第
一
の
者
」
に
「
殊
勲
を
表
彰
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
生
徒
た
ち
の
沼
倉
に
対
す

る
忠
義
心
が
「
主
君
」「
身
命
」「
家
来
」「
殊
勲
」
と
い
っ
た
封
建
的
な
武
家
社
会
を
暗
示
す
る

レ
ト
リ
ッ
ク
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
右
に
見

た
『
修
身
書
』
に
お
け
る
清
正
の
逸
話
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。
沼
倉
以
外
の
生
徒
た
ち
も

ま
た
沼
倉
と
同
じ
く
、
修
身
の
逸
話
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
た
「
忠
義
」
の
思
想
を
内
面
化
し
た
存

在
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

貝
島
学
級
の
転
覆
は
、
一
人
の
特
異
な
怪
物
的
少
年
に
よ
っ
て
だ
け
生
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
が
起
き
る
た
め
に
は
沼
倉
の
周
り
に
、
彼
に
忠
義
を
誓
い
、
彼
の
た
め
に
犠
牲
に
な
ろ

う
と
す
る
他
の
少
年
た
ち
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
小
さ
な
王
国
」
を
崩
壊
さ
せ
た
の

は
、
異
様
な
カ
リ
ス
マ
性
を
示
す
少
年
と
、
異
様
な
忠
誠
心
を
持
っ
た
少
年
た
ち
で
あ
る
。
そ
の

異
様
さ
は
ど
ち
ら
も
、
大
正
期
の
日
本
が
少
年
た
ち
に
施
し
た
思
想
教
育
に
根
ざ
し
て
い
る
。
本

作
品
に
描
か
れ
た
学
級
の
崩
壊
は
、
い
わ
ば
国
家
主
義
の
自
家
中
毒
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
「
小
さ
な
王
国
」
を
、
国
家
主
義
教
育
が
、
そ
の
理
想
を
体
現
す
る
カ
リ
ス
マ
的
威

力
を
持
っ
た
一
人
の
少
年
と
、
同
じ
く
そ
の
思
想
を
内
面
化
し
た
多
数
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
、

内
部
か
ら
崩
壊
さ
せ
ら
れ
る
物
語
と
読
ん
だ
。

こ
の
作
品
は
「
谷
崎
文
学
の
中
の
孤
島
の
趣
を
呈
し
て
い
る
」
と
か
「
他
に
系
列
を
見
出
し
に

く
い
孤
立
し
た
感
じ33

」
な
ど
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
解
釈
が
「
自
ら

が
生
み
出
し
た
も
の
に
、
か
え
っ
て
自
ら
が
支
配
さ
れ
る
」
と
い
う
構
造
に
抽
象
化
で
き
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
構
造
は
む
し
ろ
谷
崎
が
好
ん
で
作
品
に
結
晶
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、「
刺
青
」
の
主
人
公
は
自
ら
刺
青
を
施
し
た
娘
の
美
し
さ
に
飲
み
込
ま
れ
、
娘
の
最

初
の
「
肥
料
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、「
痴
人
の
愛
」
の
譲
治
は
、
理
想
的
に
育
て
上
げ
た
ナ

オ
ミ
の
放
縦
ぶ
り
に
翻
弄
さ
れ
、
最
後
に
は
そ
の
魅
力
に
拝
跪
し
て
し
ま
う
。
学
校
教
育
、
女
性

崇
拝
と
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
大
き
く
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
谷
崎
の
一
貫
し
た
関
心
が
形
を
変
え
て

作
品
化
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
貝
島
家
の
逼
迫
し
た
経
済
状
況
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
貝
島
が
「
沼
倉
共
和
国
」
に

飲
み
込
ま
れ
て
い
く
要
因
の
一
つ
に
は
、
貝
島
自
身
の
困
窮
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
か
に
も
一
個
人
の
事
情
で
あ
り
、
本
稿
で
論
じ
た
日
本
国
家
と
そ
の
思
想

教
育
の
問
題
と
は
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
日
高
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
い
ろ

〳
〵
の
物
価
が
高
く
な
つ
た
」
こ
と
を
一
因
と
す
る
貝
島
の
貧
窮
は
、「
第
一
次
大
戦
下
の
イ
ン

フ
レ
に
伴
う
教
員
の
生
活
難
」
で
あ
り34

、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
期
の
帝
国
主
義
や

独
占
資
本
主
義
を
背
景
と
し
て
生
じ
た
社
会
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
本
稿
は
「
小
さ
な
王
国
」
を
貝
島
の
支
配
す
る
学
級

で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
教
室
が
修
身
や
国
語
を
通
じ
て

な
さ
れ
る
思
想
教
育
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
小
さ
な
王
国
」
は
貝
島
学
級
の
背

後
に
あ
る
さ
ら
に
大
き
な
も
の
を
暗
示
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
露
戦
争
以
降
、
列

強
諸
国
に
伍
す
る
た
め
狭
小
な
領
土
を
拡
大
す
べ
く
帝
国
主
義
と
国
家
主
義
に
邁
進
す
る
日
本
。

「
小
さ
な
王
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
こ
こ
に
き
て
、
教
室
を
意
味
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
国
家

に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
へ
と
姿
を
変
え
る
。

附
記　

本
稿
は
二
〇
一
七
年
度
同
志
社
女
子
大
学
研
究
助
成
金
（
奨
励
研
究
）
に
基
づ
く
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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注

1　

昭
和
二
年
三
月
、「
改
造
」。

2　

大
正
七
年
八
月
、「
中
外
」。
タ
イ
ト
ル
は
当
初
「
ち
ひ
さ
な
王
国
」
で
あ
っ
た
が
、
単
行
本

『
小
さ
な
王
国
』（
大
正
八
年
六
月
、
天
佑
社
）
に
収
め
ら
れ
る
際
に
「
小
さ
な
王
国
」
と
改

め
ら
れ
た
。
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
六
巻
』（
平
成
二
七
年
一
二

月
、
中
央
公
論
新
社
）
に
拠
っ
た
。
な
お
漢
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

3　

宗
像
和
重
「
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』」（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
、「
国
文
学	

解
釈
と
教

材
の
研
究
」）。

４　

川
端
康
成
「
作
家
と
作
品
」（
昭
和
九
年
六
月
、「
中
央
公
論
」）。

５　

宮
城
達
郎
「
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』」（
昭
和
四
四
年
四
月
、「
国
文
学
」）。

６　

前
田
愛
「
子
ど
も
た
ち
の
変
容　

︱
近
代
文
学
史
の
な
か
で
︱
」（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
、

「
国
文
学	

解
釈
と
教
材
の
研
究
」）。

７　

谷
崎
は
後
に
「
幼
少
時
代
」（
昭
和
三
〇
年
四
月
〜
昭
和
三
一
年
三
月
）
で
こ
の
作
品
に
触

れ
、
自
ら
の
同
級
生
で
あ
っ
た
「
の
っ
さ
ん
」
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
「
沼
倉
が
級
中
の

覇
権
を
握
つ
て
何
十
人
か
の
同
級
生
に
ス
タ
ー
リ
ン
的
威
力
を
振
る
つ
て
ゐ
た
有
様
は
、
正

し
く
『
の
つ
さ
ん
』
そ
の
ま
ゝ
な
の
で
あ
る
」
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
名
で
共
産
主
義
と
こ
の

作
品
と
の
関
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。

８　

注
３
に
同
じ
。

９　

注
２
で
示
し
た
よ
う
に
、
実
際
、
単
行
本
収
録
時
に
は
「
ち
ひ
さ
な
王
国
」
か
ら
「
小
さ
な

王
国
」
と
改
め
ら
れ
た
。

10　

吉
野
作
造
「
我
が
国
現
代
の
社
会
問
題
」（
大
正
七
年
一
〇
月
、「
中
央
公
論
」）。

11　

日
高
佳
紀
「〈
改
造
〉
時
代
の
学
級
王
国　

︱
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
論
︱
」（
平
成

一
〇
年
一
〇
月
、「
日
本
近
代
文
学
」）。

12　

太
白
子
「
近
刊
の
雑
誌
」（
大
正
七
年
八
月
一
一
日
、「
東
京
日
日
新
聞
」）。

13　
「
新
教
育
」
に
つ
い
て
は
『
日
本
新
教
育
百
年
史
一
』（
小
原
国
芳
編
、
昭
和
四
五
年
、
玉
川

大
学
出
版
部
）
を
参
照
し
た
。

14　

田
中
俊
男
「『
善
人
の
側
』
と
『
悪
人
の
側
』　

︱
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
の
時
代

︱
」（
平
成
一
七
年
三
月
、「
島
大
国
文
」）。

15　

出
木
良
輔
「
谷
崎
潤
一
郎
「
小
さ
な
王
国
」
論　

︱
「
新
教
育
」
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（
平
成

二
五
年
九
月
、「
国
文
学
攷
」）。

16　

注
11
に
同
じ
。

17　

注
15
に
同
じ
。

18　

小
仲
信
孝
「
欲
望
す
る
子
ど
も
た
ち　

︱
「
小
さ
な
王
国
」
論
」（
平
成
八
年
二
月
、「
跡
見

学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
」）。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
前
田
愛
が
注
６
に
挙
げ
た
論
考

で
「
子
供
と
い
う
も
の
が
、
無
垢
な
存
在
で
あ
る
一
方
で
、
時
に
は
大
人
以
上
に
残
酷
で
あ

り
、
邪
悪
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
」
を
読
み
、
彼
ら
を
コ
ク
ト
ー
の
小
説
の
タ
イ
ト

ル
を
借
り
て
〝
恐
る
べ
き
子
ど
も
た
ち
〟
と
呼
ん
だ
こ
と
を
承
け
て
い
る
。

19　

注
14
に
同
じ
。

20　
「
夕
立
を
待
つ
心
（
四
）」（
大
正
七
年
八
月
七
日
、「
時
事
新
報
」）。

21　

注
18
に
同
じ
。

22　

生
方
智
子
「
谷
崎
潤
一
郎
『
小
さ
な
王
国
』
に
お
け
る
共
同
体
と
権
力
」（
平
成
二
七
年
、

「
文
芸
研
究　

明
治
大
学
文
学
部
紀
要
」）。

23　

中
谷
元
宣
「『
小
さ
な
王
国
』
論　

︱
あ
る
歴
史
家
の
挫
折
︱
」（
平
成
一
六
年
三
月
、「
阪

神
近
代
文
学
研
究
」）。

24　

注
11
に
同
じ
。

25　

以
後
、「
第
一
期
国
定
教
科
書
」「
第
二
期
国
定
教
科
書
」
な
ど
を
、「
第
一
期
」「
第
二
期
」

な
ど
と
略
記
す
る
。

26　
「
所
収
教
科
書
解
題
」『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編　

第
七
巻　

国
語
（
四
）』（
海
後
宗
臣

編
、
昭
和
三
八
年
一
一
月
、
講
談
社
）。

27　
「
修
身
教
科
書
総
解
説
」『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編　

第
三
巻　

修
身
（
三
）』（
海
後
宗

臣
編
、
昭
和
三
七
年
一
月
、
講
談
社
）。

28　

第
二
期
国
定
教
科
書
の
う
ち
、
国
語
の
教
科
書
に
あ
た
る
『
尋
常
小
学
読
本
』
の
「
編
纂
趣

意
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、
国
語
で
あ
っ
て
も
そ
の
内
容
は
多
分
に
修
身
的
内
容
を
含

む
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
海
国
思
想
ヲ
養
成
シ
、
田
園
趣
味
ヲ
涵
養
シ
、
又
立
憲

自
治
ノ
思
想
ヲ
確
固
ニ
シ
テ
、
大
国
民
ノ
品
格
ヲ
造
成
ス
ル
ガ
如
キ
材
料
ハ
務
メ
テ
之
ヲ
採

択
シ
、
之
ヲ
一
貫
ス
ル
ニ
忠
君
愛
国
ノ
精
神
ヲ
以
テ
シ
、
快
闊
、
勤
勉
、
忠
誠
能
ク
其
ノ
職

務
ニ
尽
ス
ベ
キ
国
民
ノ
堅
実
ナ
ル
気
風
ヲ
養
成
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
本
書
編
纂
ノ
主
眼
ト
ス
ル

所
ナ
リ
」。

29　

以
後
、『
修
身
書
』
と
略
記
す
る
。

30　

以
後
、
教
科
書
か
ら
引
用
は
、
修
身
の
場
合
は
『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編　

第
三

巻　

修
身
（
三
）』
に
、
読
本
の
場
合
は
『
日
本
教
科
書
大
系　

近
代
編　

第
七
巻　

国
語

（
四
）』
に
拠
っ
た
。

31　

以
後
、『
読
本
』
と
略
記
す
る
。

32　

唐
澤
富
太
郎
『
教
科
書
の
歴
史　

︱
教
科
書
と
日
本
人
の
形
成
︱
』（
昭
和
三
一
年
一
月
、

創
文
社
）。
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33　

円
地
文
子
「
解
説
」『
日
本
の
文
学
23　

谷
崎
潤
一
郎
』（
谷
崎
潤
一
郎
ほ
か
編
、
昭
和
三
九

年
、
中
央
公
論
社
）。

34　

注
11
に
同
じ
。
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