


























い
も
の
が
つ
か
め
る
よ
う
な
感
じ
が
か
す
か
に
あ
っ
た
。

悶
凶
川
州
島

・
文
吉
の
支
え
・
支
援

・
子
供
を
授
か
る
努
力
|
|
叶
わ
ず

[
試
案
2
]

中
学
校
国
語
課
の
授
業
と
し
て
は
、
少
々
冒
険
の
意
味
を
持
つ
が
、

古
典
の
作
品
と
の
関
連
指
導
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
第
二
段
の
扱

う
時
に
、
高
校
の
古
典
の
教
科
書
の
導
入
に
利
用
さ
れ
て
い
る
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
所
収
の
「
絵
仏
師
良
秀
」
の
話
を
利
用
す
る
。

古
文
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
の
は
避
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

口
語
訳
し
た
も
の
を
用
意
す
る
。

ま
た
、
漢
文
の
教
材
と
し
て
、
平
易
な
も
の
と
し
て
「
推
敵
」
な

ど
を
採
用
す
る
の
も
面
白
い
。

古
典
と
併
せ
て
扱
う
の
は
、
「
芸
術
家
」
の
芸
術
に
打
ち
込
む
姿
、

情
熱
、
彼
ら
が
最
も
重
視
し
た
考
え
・
価
値
観
な
ど
を
学
ば
せ
る
た

め
で
あ
る
。
良
秀
の
常
軌
を
は
ず
し
た
判
断
や
行
動
は
、
毒
を
含
み
、

扱
い
に
注
意
を
要
す
る
が
、
芸
術
家
の
自
尊
心
や
価
値
観
や
情
熱
な

ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
芸
術
作
品
の
制
作
に
関
し
て
は
、
古
今

東
西
時
代
を
超
え
て
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

第
三
段

こ
の
段
の
扱
い
は
、
文
吉
一
家
に
事
件
が
発
生
す
る
。
そ
の
事
件

を
中
心
に
据
え
、
そ
の
前
後
で
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
「
強
盗
の
入
る
前
」
と
「
入
っ
た
後
」
が
問
題
設
定
の
視

点
で
あ
る
。
黒
板
の
真
ん
中
に
「
強
盗
」
を
据
え
、
右
に
「
(
強
盗
の
)

入
る
前
」
、
左
に
「
入
っ
た
後
」
が
位
置
す
る
。

発
問
と
し
て
は
、
「
こ
の
段
で
は
、
文
吉
一
家
に
大
き
な
事
件
が

起
こ
る
。
そ
の
事
件
の
前
後
で
は
状
況
が
一
変
す
る
。
そ
の
事
件
と

は
何
か
」
を
用
意
す
る
。
平
易
す
ぎ
る
発
問
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で

い
い
の
で
あ
る
。
生
徒
に
第
三
段
の
中
心
に
な
る
も
の
が
意
識
さ
れ

る
の
が
大
切
で
あ
り
、
そ
こ
が
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。

[
目
標
]

I

文
吉
の
家
に
強
盗
が
入
る
こ
と
が
大
事
件
で
あ
る
が
、
単
な
る

事
件
で
は
な
く
、
文
吉
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意

味
を
捉
え
る
。

2

強
盗
が
家
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
。

言
葉
の
効
果
を
考
え
る
。

3

強
盗
の
要
求
の
不
可
解
さ
を
捉
え
る
。

[
板
書
]
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強
盗
の

目リ

土
口

理
由
|
|
自
分
の
よ
く
知
っ
て

い
る
顔
が
知
ら
ぬ
う
ち
に
出
て
く

スV気
持
ち
!
驚
き
・
落
胆

(
お
ふ
じ
の
一
言
葉
を
、
ど
う
聞
い
た

か
?
)

和

5 



時|

人った後 l 強盗の入る

事件

一一一一一一-T-+-
1 2 

「
ど
う
や
っ
・
」

お
ふ
じ
、
ぼ
ち
ぼ
ち
ね
よ
か
」

「
は
あ
い
、
今
片
づ
け
ま
す
」

「
あ
ら
、
こ
れ
な
く
な
っ
た
お
父
さ

ん
の
顔
に
似
て
る
わ
」

ド
)迷

わ
ず
げ
を
開
け
た

「
人
ノ
ご
ろ
だ
れ
や
ろ
?
ど
な
た
は
ん

で
っ
し
ゃ
ろ
」

へ
.

/

・

盗
人
が
、
戸
を
開
け
さ
せ
る
た
め
に

L
夫
し
た
こ
と
は
何
か
?

配一

白山

汗
一
(
強
盗
)

¥
一
恥
判
旦気

持
ち
は
?
理
由
が
用
解
で
き

お
ず
お
ず
と
受
け
取
る

き
な
い

き
の
度
合
い
が
よ
く
出
て
い

表
現
は
?
ー
ー
ー
げ
た
を
は

強盗の
.一一一一

ね
ち
ら
し
て

「
き
ゃ
っ
、
ぬ
す
っ
と
や
!
」

ぬ
っ
と
背
の
高
い
男
が
入
っ
て
き

た
。
手
に
刃
物

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
声
で
「
さ
わ
ぐ

な
、
座
れ
」

「
(
赤
ん
坊
を
)
取
れ
!
」

取
れ
」

両
引
川
川
口

..一一一一
1 2 3 5 

「
は
よ
う
、

第
四
段

こ
の
段
で
は
、
ぬ
す
つ
と
に
一
一
面
性
(
て
つ
の
顔
)
が
あ
る
こ
と

に
気
付
い
た
文
古
の
思
い
を
、
丁
寧
に
捉
え
る
作
業
が
重
要
で
あ
る

c

「
な
ぜ
、
丈
吉
は
ぬ
す
つ
と
に
二
面
性
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の

か
」
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
。

「
次
の
瞬
間
、
心
人
吉
は
、
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
顔
を
上
げ
た
こ
そ

し
て
、
ぬ
す
っ
と
の
顔
を
改
め
て
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
た
」
と
あ
る
つ

盗
人
の
顔
の
描
写
が
杭
き
、
そ
の
後
に
「
丈
上
け
は
、
そ
の
顧
の
す
み

か
ら
す
み
ま
で
な
め
る
よ
う
に
見
て
い
っ
た
」
っ
文
山
の
発
見
の
驚

き
を
「
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
」
、
「
改
め
て
ま
じ
ま
じ
と
」
、
「
す
み
か

ら
す
み
ま
で
な
め
る
よ
う
に
」
と
リ
ア
ル
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
を
丁
寧
に
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
的
に
「
|
|

こ
れ
や
、
こ
の
顔
や
!
」
と
求
め
て
い
た
こ
と
が
子
に
人
っ
た
喜
び

が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
生
徒
か
ら
「
面
の
制
作
に
苦
労

-27 



し
て
き
た
文
古
の
喜
び
」
を
説
明
さ
せ
た
い

c

お
ふ
じ
に
は
、
ぬ
す
つ
と
に
二
面
性
が
あ
る
こ
と
は
発
見
で
き
な

い
。
丈
古
は
、
な
、
ぜ
そ
れ
が
発
見
で
き
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
『
ぬ
す
び
と
面
』
を
読
む
醍
醐
味
は

薄
れ
て
し
ま
う
。
来
る
日
も
来
る
日
も
、
日
夜
精
神
を
集
中
し
「
怖

さ
と
間
抜
け
さ
と
い
う
矛
盾
す
る
条
件
を
満
た
す
顔
は
、
ど
の
よ
う

に
制
作
す
る
の
が
よ
い
か
」
を
悩
み
抜
い
た
か
ら
こ
そ
、
発
見
で
き

た
の
で
あ
る
。
丈
吉
の
鋭
敏
な
感
覚
が
養
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
盗
人
の
二
面
性
(
二
つ
の
顔
、
)
を
発
見
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
制
作
者
の
苦
し
み
と
歓
び
」
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[
目
標
]恐

怖
の
内
に
あ
り
な
が
ら
、
丈
古
が
ぬ
す
つ
と
に
「
二
両
性
」

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
を
捉
え
る
c

な
ぜ
、
「
ぬ
す
つ
と
に
二
面
性
(
二
つ
の
顔
)
」
が
あ
る
こ
と
に

文
占
が
気
付
い
た
の
か
、
ぬ
す
び
と
画
の
制
作
と
関
連
付
け
て

考
え
る
c

ぬ
す
っ
と
と
之
上
口
の
関
係
が
、

，「ノ

2 3 

後
半
逆
転
す
る
面
白
さ
を
味
わ

[
板
書
]

[
ぬ
す
っ
と
の
こ
面
性
H

ぬ
す
っ
と
の
二
つ
の
顔
]

ぬ
す
っ
と
|
|
ふ
る
え

k
が
る
よ
う
な
お
そ
ろ
し
い
顔

閣
出
川
阿
川
山

4

2

「は、

t
h
 

ト
h

、U
」

両
手
を
つ
い
て
頭
、
を
下
げ
た
。

-11
「
そ
の
子
を
、
お
前
た
ち
の
子
と
し
て
育
て
よ
。
」

嗣
明
寸
也
思
わ
ず
震
え
上
が
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
顔

ぬ
す
っ
と
!
!
な
ん
と
も
滑
稽
で
お
か
し
い
顔

珂
剖
凹4

 

2 

3 

も
う
い
っ
ぺ
ん
顔
を
見
せ
て
く
れ
え

前
に
出
る¥

-
f

一

な
ぜ
、
ぬ
す
つ
と
に
二
つ
の
顔
が
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
か
っ
・

こ
れ
や
、
こ
の
顔
や

¥
な
め
る
よ
う
に
見
て
い
っ
た

一
明
判
制
引
引
制
剖
司

/
劃
引
劃
UUω
見
た

次
の
瞬
間
、
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
ぬ
す
っ
と
の

顔
を

み
よ
う
な
顔
を
し
て
後
ろ
に
下
が
る

の
け
ぞ
る
よ
う
に
し
て
後
ろ
へ
下
が
る

28 

「
』
官

一
フ
]

一

4

嗣
ヨ¥

・
ぐ
い
と
寄
せ
た
太
い
ま
ゆ
・
日
は
天
狗
の
よ
う

一
に
す
る
ど
く
光
り

一
・
た
く
ま
し
い
鼻
・
引
き
結
ん
だ
大
き
な
口
・
肌



/
の
色
あ
く
ま
で
黒
い

そ
の
奥
に
な
ん
と
も
滑
稽
で
お
か
し
な
顔

第
五
段

こ
の
段
で
は
、
文
古
の
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
子
の
養
育
に
対
す
る

迷
い
」
と
両
の
制
作
に
関
す
る
話
と
一

A

つ
の
柱
で
成
り
立
っ
て
い
る

c

話
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
第
五
段
、
第
六
段
を
命
せ
て

2
時
間
扱
い

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
押
し
つ
け
ら
れ
た
子
の
長
育
に
対
す
る
迷
い
」
に
つ
い
て
は
、

文
吉
と
お
ふ
じ
の
対
応
は
異
な
る
こ
こ
の
違
い
も
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
c

[
目
標
]

l

ぬ
す
つ
と
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
子
の
養
育
に
悩
む
文
吉
の
姿
と

文
古
と
は
異
な
る
お
ふ
じ
の
を
捉
え
る
c

ま
た
文
士
円
の
悩
み
の
原

因
も
考
え
る
つ

2

以
前
と
違
っ
て
、
ぬ
す
び
と
面
の
制
作
に
対
す
る
丈
古
の
気
持

ち
の
変
化
を
捉
え
る
c

[
板
書
]

I
[押
し
つ
け
ら
れ
た
子
の
養
育
に
対
す
る
文
古
と
お
ふ
じ
の
対
応
]

文
吉
l

i
迷
い

い
く
つ
の
点
で
、
迷
い
が
見
ら
れ
る
か
?

-
ぬ
す
っ
と
が
こ
の
子
を
預
け
て
い
っ
た
か
、

ら
な
い
。

足
手
ま
と
い

l
i
殺
し
た
方
が
良
い

理
由
が
分
か

。

結

び

つ

か

な

い

丈
吉
夫
婦
に
「
大
切
に
育
て
ろ
」
と
要
求

子
供
が
大
き
く
な
っ
た
ら
、
ぬ
す
っ
と
が
連
れ
も
ど
し
に

米
る
か
も
し
れ
な
い
。

3

奉
行
所
に
聞
け
て
も
結
果
は
同
じ

l
ー
自
分
た
ち
が
育

て
る
こ
と
に
な
る

C

4

赤
ん
坊
は
、
ぬ
す
っ
と
の
父
親
と
は
、
こ
れ
ブ
ぽ
っ
ち
も

似
て
い
な
い
c

お
ふ
じ
i

l
子
育
て
の
喜
び

H

母
性
本
能

=
f供
に
恵
ま
れ

な
い
こ
と
が
解
消

お
む
つ
を
作
り
、
近
所
の
お
か
み
さ
ん
に
食
べ
物
の
こ
と

を
こ
ま
ご
ま
と
聞
く
っ

H
[
ぬ
す
び
と
而
の
制
作
]

-
彫
り
師
と
し
て
の
文
古
の
信
念

一
彫
る
顔
が
自
分
の
頭
の
中
に
は
っ
き
り
焼
き
っ
か
な
い
か

一

ぎ

d

ハソ、

4

ノ
ミ
の
ひ
と
打
ち
さ
え
で
き
な
い
。

2

文
古
は
、
も
う
一
度
じ
っ
く
り
と
ぬ
す
っ
と
の
顔
を
思
い
出

し
て
み
た
。

実
際
の
顔
と
や
や
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

な
ぜ
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
?

「
2 

29 



3 

ぬ
す
っ
と
の
面
の
制
作
(
第
一
次
制
作
)

「
山
端
と
ろ
ろ
」
の
面
に
。
ひ
っ
た
り
の
顔
に
見
え
た
。

第
六
段

[
試
案
1
]

[
目
標
]

-
手
本
の
無
い
面
を
作
る
丈
古
の
喜
び
を
捉
え
る
。

2

ぬ
す
つ
と
に
赤
ん
坊
を
見
せ
よ
う
と
思
っ
た
丈
吉
と
お
ふ
じ
の

思
い
の
違
い
を
捉
え
る
。

3

赤
ん
功
を
見
せ
た
丈
古
夫
婦
に
反
応
し
な
い
ぬ
す
っ
と
の
思
い

を
捉
え
る
。

[
板
書
]ぬ

す
び
と
而
の
制
作

¥
手
本
の
能
面

一

=

そ

っ

く

り

喜

び

/
/
自
分
の
能
面

能
面

合ぬ
す
び
と
面
|
|
楽
し
い

U

彫
り
師
と
し
て
の
新
し
い
学
び

・
自
分
の
頭
の
中
に
思
い
描
い
た
顔
を
白
由
に
彫
っ
て
い

ノ
ミ
を
自
由
に
動
か
す

面
の
表
情
が
生
き
て
く
る

-
面
白
い
よ
う
に
彫
れ
る

・
う
ま
く
い
っ
た
!
|
|
思
わ
ず
口
も
と
が
ほ
こ
ろ
ぶ

お
ふ
じ
の
評
価
も
高
い

11 

壬
生
大
念
仏
狂
言
の
始
ま
る
日

赤
ん
坊
を
ぬ
す
つ
と
に
見
せ
に
行
く

市
圏
ハ
吋
叫

U

一
な
ぜ
、
赤
ん
坊
を
ぬ
す
つ
と
に
見
せ
よ
う
と
思
っ
た

つ
両
明
川
川
国
l
|
六
角
牢
屋
敷
(
や
は
り
つ
か
ま
っ
て
い
た
)

赤
ん
坊
を
ぬ
す
つ
と
に
見
せ
る

品一一吋四

一
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
見
せ
よ
う
と
思
っ
た
か
っ
・

一
文
吉
ぬ
す
び
と
面
の
制
作
に
示
唆
を
与
え
て
く

一

れ

た

人

物

だ

か

ら

、

感

謝

の

意

を

含

ま

一

せ

て

↑
お
ふ
じ
赤
ん
坊
を
大
切
に
育
て
て
い
る

一
な
ぜ
反
応
し
な
い

二
反
応
せ
ず

雨
明
!
市
Y
]

~3() 

2 



[
試
案
2
]

こ
の
段
に
は
、
内
容
理
解
に
大
き
く
作
用
す
る
言
葉
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
「
文
吉
は
、
そ
の
顔
を
何
と
も
言
え
な
い
な
つ
か
し
さ
を

込
め
て
見
た
」
と
い
う
表
現
の
「
な
つ
か
し
さ
」
で
あ
る
。
そ
の
重

大
さ
を
生
徒
に
気
付
か
せ
た
い
。

「
な
つ
か
し
さ
」
を
空
欄
に
し
た
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
生
徒
に

配
る
。
空
欄
補
充
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
で
き
る
だ
け
多
く
一
示
す
。

①

な

つ

か

し

さ

②

寂

し

さ

③

腹

立

た

し

さ

④

せ

つ

な

さ

⑤

喜

ば

し

き

⑥

い

わ

れ

な

さ

⑦
お
ぼ
つ
か
な
さ

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
一
つ
の
言
葉
を
選
ば
せ
る
訳
だ
が
、
そ

こ
に
は
語
葉
指
導
と
読
解
力
の
養
成
と
い
う
ね
ら
い
を
含
ま
せ
て
い

ヲ。グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
班
内
で
の
討
議
を
行
わ
せ
る
と
、
生
徒
同

士
の
読
み
の
交
換
に
も
な
っ
て
効
果
的
で
あ
ろ
う
。

第
七
段

こ
の
段
で
は
、
彫
り
師
と
し
て
の
文
吉
の
成
長
を
把
握
す
る
こ
と

が
大
切
と
な
る
。

[
目
標
]

l

ぬ
す
っ
と
の
正
体
を
知
っ
た
文
吉
の
驚
き
を
捉
え
る
。

2

ぬ
す
っ
と
(
伝
蔵
)
の
行
動
(
犯
行
)
は
文
吉
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
。
そ
の
内
実
を
考
察
し
、
価
値
を
考
え
る
。

[
板
書
]ぬ

す
っ
と
の
つ
か
ま
っ
た
理
由

支
吉
一

一

3

「
一
瞬
ぽ
か
ん
と
し
た
」
思
い
が
け
な
い
犯
行

ト

l

ぬ
す
っ
と
の
罪
を
聞
く

L
M
っ
か
ま
っ
た
理
由
の
説
明

ぬ
す
っ
と
の
行
動
(
犯
行
)
は
文
吉
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

①
文
吉
の
何
が

・
ぬ
す
っ
と
(
伝
蔵
)
に
対
す
る
思
い

.
ぬ
す
み
に
対
す
る
思
い

.
ぬ
す
び
と
面
の
制
作
へ
の
思
い

ど
う
変
わ
っ
た
?

・
単
な
る
ぬ
す
み
で
は
な
い
。
人
間
の
生
命
を
大
切
に
す

る
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く

・
ぬ
す
み
の
裏
に
「
人
道
主
義
」
が
あ
っ
た
。

-
こ
の
世
の
ど
う
し
て
も
許
し
て
お
け
な
い
こ
と

・
子
を
間
引
く
親

・
そ
れ
を
許
し
て
い
る
人
間

・
ぬ
す
び
と
面
に
は
、
人
間
的
深
み
を
込
め
る
こ
と
が
大

切
と
分
か
っ
た
。

や

I 2 

つJ

② 



も
う
一
度
、
彫
り
直
そ
う
と
思
っ
た

ど
う
い
う
面
が
で
き
そ
う
か
?
(
第
二
次
制
作
)

『
ぬ
す
び
と
面
』
の
授
業
は
難
し
い
。
簡
単
に
扱
え
ば
「
易
し
さ

に
つ
ま
ず
く
」
。
生
徒
が
本
気
で
取
り
組
め
る
課
題
づ
く
り
に
教
師

は
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
の
展
開
が
簡
単
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
細
か
な
言
葉
の
読
み
や
内
容
の
深
い
理
解
が
、
教
師
に
は
求

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
教
材
に
は
挿
絵
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
利
用
も
読
解

に
は
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
。

ま
た
、
多
角
的
に
グ
ル
ー
プ
活
動
を
導
入
し
た
り
、
す
べ
て
の
教

育
活
動
が
終
了
し
た
時
に
、
教
師
が
朗
読
を
行
う
の
も
一
案
で
あ
ろ

う
。
そ
の
際
、
音
読
、
通
読
、
朗
読
の
違
い
を
生
徒
に
向
け
て
説
明

す
る
の
も
欠
か
せ
な
い
。
朗
読
は
、
作
品
の
全
て
の
理
解
や
語
句
の

効
果
や
表
現
の
工
夫
な
ど
が
分
か
っ
た
上
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
表
現
活
動
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
十
分
理
解
さ
せ
た
い
。

紙
幅
の
関
係
で
、
教
材
分
析
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
具
体
的
な
発
問
も
記
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
つ
か
機

会
が
あ
れ
ば
、
補
足
し
た
い
。

(
本
学
名
誉
教
授
)
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