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要
　
　
　
旨

　
『
１
Ｑ
８
４
』
で
の
「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。「
さ
き
が
け
」
に
比
べ
、「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・
シ

ス
テ
ム
の
役
割
は
よ
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
面
が
あ
る
。
そ
の
評
価
す
る

面
は
「
柳
屋
敷
」
の
受
け
入
れ
対
象
と
組
織
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
の
位
置
付
け
か
ら
端
的
に
見
ら
れ
る
。
一
方
、「
柳
屋
敷
」
の
、

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
否
定
的
な
面
も
無
視
で
き
な
い
。
作
品
中

の
「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
機
能
と
し
て
、
メ
イ
ン
・
シ
ス

テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
を
受
け
る
一
方
、
自
分
自
身
も
シ
ス
テ
ム
か
ら

外
れ
た
人
を
作
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
ま
さ

に
「
暴
力
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
加
害
者
が
も
た
ら
し
た
「
暴
力
」
を

追
放
す
る
た
め
に
、「
柳
屋
敷
」
は
「
私
刑
」
と
い
う
暴
力
の
形
を
利

用
し
た
。
そ
の
結
果
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
柳
屋
敷
」
は
メ

イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
、
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
（
青
豆
）
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
柳
屋
敷
」
の
こ
の
よ
う
な
有

り
様
と
村
上
春
樹
が
語
る
よ
う
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
の
差
異
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
メ
イ
ン
、
サ
ブ
に
か
か
わ
ら

ず
、「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
形
で
存
在
す
る
限
り
、
暴
力
も
ま
た
存
在

す
る
と
い
う
村
上
春
樹
の
考
え
が
現
れ
た
。
一
方
、
完
全
に
暴
力
の
加

害
者
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
柳
屋
敷
」
は
、
急
進
的
な
暴
力
否

定
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
矛
盾
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う

な
暴
力
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
柳
屋
敷
」
が
、
逆
に
私
刑
と
い
う

も
っ
と
深
刻
な
暴
力
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
な
ら
ば
、
急
進

的
な
暴
力
否
定
自
体
に
は
更
な
る
暴
力
を
起
こ
し
か
ね
な
い
と
い
う
村

上
春
樹
の
思
想
も
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
更
な
る
暴
力
が
も
た
ら
し
た
の

は
加
害
者
と
被
害
者
の
逆
転
だ
け
で
は
な
く
、「
青
豆
」
の
よ
う
な
、

新
た
に
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
暴
力
は
も

ち
ろ
ん
問
題
だ
が
、
急
進
的
な
暴
力
否
定
も
負
の
側
面
が
あ
る
。
そ
れ

を
合
わ
せ
て
描
く
の
が
「
総
合
小
説
」
だ
と
村
上
春
樹
は
考
え
て
い

る
。
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は
じ
め
に

　
「
シ
ス
テ
ム
」
の
問
題
は
、
し
ば
し
ば
村
上
春
樹
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。「
シ
ス
テ
ム
」
を
村
上
春
樹
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ

て
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
内
田
樹
は
村
上
春
樹
の
「
エ
ル
サ
レ
ム
賞
」

受
賞
ス
ピ
ー
チ
を
踏
ま
え
て
、
演
説
の
中
で
の
「
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
自
由
な

「
個
」
を
制
限
す
る
国
家
権
力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は

な
く
、
対
立
の
両
方
と
も
「
正
義
」
を
掲
げ
て
戦
う
、
そ
の
よ
う
な
意
味
作
用

そ
の
も
の
が
実
際
に
は
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
指
摘
す
る）1
（

。

山
下
真
史
は
、『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
を
取
り
上
げ
て
、
自
己
探
し

に
成
功
し
た
「
僕
」
の
超
常
体
験
は
、
新
霊
性
運
動
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、「
反
社
会
的
と
い
う
よ
り
は
、
非
社
会
的
で
あ
り
、
内

閉
的
な
宗
教
」
と
述
べ
、
そ
し
て
「
シ
ス
テ
ム
批
判
を
巧
み
に
組
み
込
み
な
が

ら
、
よ
り
い
っ
そ
う
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
」
と
指
摘
す

る
）
2
（

。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
村
上
春
樹
が
考
え
る
「
シ
ス
テ
ム
」
の
概
念
、

あ
る
い
は
「
シ
ス
テ
ム
」
批
判
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
直
接
サ
ブ
・
シ

ス
テ
ム
に
触
れ
る
先
行
研
究
は
ま
だ
数
少
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
上
春

樹
作
品
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
問
題
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
ま
ず
、
村
上
春
樹
本
人
は
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
踏
ま
え
、「
日
本
社
会

と
い
う
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
（
特
に
若
年
層
）
を
受
け
入
れ

る
た
め
の
有
効
で
正
常
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
＝
安
全
ネ
ッ
ト
が
日
本
に
は
存
在

し
な
い
」
と
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
欠
如
は
「
本
質
的

な
、
重
大
な
欠
落
」
だ
と
述
べ
て
い
る）（
（

。「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た

人
」
は
様
々
で
あ
る
が
、
村
上
春
樹
の
こ
の
指
摘
が
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
問
題

を
意
識
し
た
上
で
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
「
外
れ
た
人
」
に
は
一
般
性

が
あ
る
と
と
も
に
特
殊
性
も
あ
る
。『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
―under-
ground2

』
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
元
信
者
と
現
役
信

者
の
場
合
、
現
実
社
会
に
対
し
て
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
人
は
少
な
く
な

い
）
4
（

。
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
発
達
段
階
の
特
徴
な
の
で
、
そ
の
一
般
性

が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
彼
ら
の
年
の
若
さ）（
（

と
周
り
の
人
に
よ
り
生
じ
た
無
力

感
）
（
（

に
は
特
殊
性
も
あ
る
。
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
有
効
で
正
常
な
サ

ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
オ
ウ
ム
真
理
教
も
し
く
は
「
オ
ウ
ム
的

な
る
も
の
」
が
登
場
し
て
く
る
と
村
上
春
樹
は
指
摘
す
る）7
（

。
し
た
が
っ
て
、
村

上
春
樹
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
は
、
若
者
向
け
の
、
強
い
相

互
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
団
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
本
質

的
」、「
重
大
」
と
ま
で
問
題
視
さ
れ
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
（
も
し
く
は
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
）
は
、
た
び
た
び
村
上
春
樹
の
作
品
に
登
場
し
た
。

例
え
ば
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
中
で
の
人
々
を
癒
す
効
果
が
あ
る

「
仮
縫
い
室
」、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
の
中
の
田
村
カ
フ
カ
を
受
け
入
れ
た
「
甲

村
図
書
館
」、
そ
し
て
『
１
Ｑ
８
４
』
で
の
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
に
安
全
な

居
場
所
を
提
供
し
て
い
る
「
柳
屋
敷
」。
だ
が
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
は
頻
繁
に

村
上
春
樹
の
作
品
に
表
現
さ
れ
た
も
の
の
、
村
上
春
樹
自
身
が
語
る
「
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
」
に
近
い
存
在
は
や
は
り
限
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
必
要
と
さ
れ
て

い
る
の
は
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
（
特
に
若
年
層
）
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
有
効
で
正
常
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
＝
安
全
ネ
ッ
ト
」
で
あ
る
と

い
う
村
上
春
樹
自
身
の
指
摘
か
ら
見
れ
ば
、「
仮
縫
い
室
」
は
明
ら
か
に
そ
の

よ
う
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
、「
仮
縫
い
室
」

に
癒
さ
れ
て
い
た
対
象
は
「
少
数
の
限
ら
れ
た
上
流
階
級
の
人
々
」）
8
（

で
あ
る
か

ら
だ
。
こ
れ
は
村
上
春
樹
が
語
る
若
年
層
の
人
々
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
次

に
、「
仮
縫
い
室
」
に
癒
さ
れ
て
い
た
の
は
様
々
な
精
神
障
害
に
よ
り
一
時
的

に
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
人
た
ち
だ
。
一
旦
「
仮
縫
い

室
」
を
通
し
て
回
復
で
き
れ
ば
、
彼
ら
は
ま
た
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
戻
っ
て

い
く
の
で
、
必
ず
し
も
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
と
は
言
え

な
い）（
（

。

　
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
と
い
う
村
上
春
樹
自
身
の
指
摘

か
ら
考
え
る
と
、「
甲
村
図
書
館
」
は
「
仮
縫
い
室
」
よ
り
村
上
春
樹
が
語
る
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「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
家
出
し
た
1（
歳
の
少
年
田
村
カ

フ
カ
は
、
日
本
社
会
の
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
学
校
」
か
ら
外
れ
た
人

間
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
田
村
カ
フ
カ
に
居
場
所
を
提
供
し
て
い

た
「
甲
村
図
書
館
」
は
確
か
に
「
若
年
層
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
」
サ
ブ
・
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、「
甲
村
図
書
館
」
は
果
た
し
て
村
上

春
樹
が
語
る
よ
う
な
「
有
効
」、
し
か
も
「
正
常
」
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
だ
ろ

う
か
。
村
上
春
樹
作
品
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
「
有
効
」
と
「
正

常
」
の
有
り
様
は
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ
の
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
に
用
い
る
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
が
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
を
効
率
的
に
受
け
入

れ
る
た
め
に
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営
は
ほ
ぼ
不
可
欠
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
受
け
入
れ
経
緯
か

ら
も
窺
え
る
。「
甲
村
図
書
館
」
は
確
か
に
田
村
カ
フ
カ
を
受
け
入
れ
た
が
、

受
け
入
れ
経
緯
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
「
甲
村
図
書
館
」

と
い
う
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
大
島
個
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ

「
甲
村
図
書
館
」
は
田
村
カ
フ
カ
の
よ
う
な
家
出
少
年
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

か
と
い
う
と
、
大
島
が
「
僕
は
君
を
理
解
し
、
佐
伯
さ
ん
は
僕
を
理
解
し
て
い

る
。
僕
は
君
を
受
け
入
れ
る
。
佐
伯
さ
ん
は
僕
を
受
け
入
れ
る
。
君
が
身
も
と

の
し
れ
な
い
1（
歳
の
家
出
少
年
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
く
に
問
題
に
は
な
ら

な
い
」）
（（
（

と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
受
け
入
れ
経
緯
に
は
大
島
の
個

人
的
な
判
断
が
多
い
た
め
、「
甲
村
図
書
館
」
の
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て

有
す
べ
き
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
田
村
カ
フ
カ
を
受
け
入
れ
る
経
緯
か

ら
見
れ
ば
、「
甲
村
図
書
館
」
は
村
上
春
樹
が
語
る
よ
う
な
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
」
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。「
仮
縫
い
室
」
と
「
甲
村
図
書
館
」
に
比
べ
、

『
１
Ｑ
８
４
』
の
「
柳
屋
敷
」
は
村
上
春
樹
が
指
摘
し
て
い
る
「
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
」
に
よ
り
近
い
存
在
で
あ
る
。
ま
ず
、
受
け
入
れ
対
象
か
ら
見
る
と
、

「
柳
屋
敷
」
が
受
け
入
れ
た
の
は
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
た
ち
で

あ
る
。
行
き
場
を
失
っ
た
彼
女
た
ち
は
普
通
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
た
め
、「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
小
説
の
隅
々
か
ら
見
え
る
が
、「
柳
屋
敷
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

女
性
た
ち
の
年
齢
は
10
代
か
ら
（0
代
半
ば
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）（（
（

。
そ
の

よ
う
な
年
齢
設
定
は
村
上
春
樹
が
述
べ
る
「
若
年
層
の
人
々
」
と
ほ
ぼ
一
致
す

る
。
次
に
、「
柳
屋
敷
」
の
相
互
性
も
度
々
書
か
れ
て
い
る
。「
お
互
い
に
助
け

合
い
な
が
ら
一
種
の
共
同
生
活
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
一
頁
）
を
送

る
と
い
う
の
は
「
柳
屋
敷
」
に
い
る
若
い
女
性
た
ち
の
日
常
で
あ
る
。
そ
れ
を

め
ぐ
り
、
小
説
に
は
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る）（２
（

。
す
な
わ
ち
、「
柳
屋
敷
」

は
若
者
向
け
の
、
よ
り
強
い
相
互
性
を
有
す
る
組
織
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特

徴
は
村
上
春
樹
が
指
摘
す
る
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
は
頻
繁
に
村
上
春
樹
作
品
に
登
場
し
た
が
、
作
家
自
身
が

語
る
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
近
い
存
在
と
い
え
ば
や
は
り
『
１
Ｑ
８

４
』
の
「
柳
屋
敷
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た

人
々
を
受
け
入
れ
る
一
方
、「
柳
屋
敷
」
自
身
も
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
。
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
欠
如
は
「
本
質
的
な
、
重
大
な
欠
落
」
と
い
う
村
上

春
樹
自
身
の
言
論
か
ら
見
れ
ば
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
存
在
そ
の
も
の
が
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
１
Ｑ
８
４
』
に
お
い
て
の
、
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
と
し
て
の
「
柳
屋
敷
」
に
は
評
価
で
き
る
面
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
自
身

が
抱
え
て
い
る
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
通
し

て
、
村
上
春
樹
が
述
べ
る
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
と
矛
盾
す
る
側
面
も
「
柳

屋
敷
」
か
ら
見
え
て
し
ま
う
。
本
論
は
、『
１
Ｑ
８
４
』
に
お
い
て
の
「
柳
屋

敷
」
は
如
何
に
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
役
割

を
果
た
す
経
緯
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
を
生
じ
た
の
か
、
そ
し
て
村
上
春
樹
は

な
ぜ
あ
え
て
そ
れ
ら
の
問
題
を
描
い
た
の
か
と
い
う
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
柳
屋
敷
」

　
「
柳
屋
敷
」
は
『
１
Ｑ
８
４
』
で
の
唯
一
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
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「
柳
屋
敷
」
の
比
較
対
象
と
し
て
、「
さ
き
が
け
」
は
目
立
つ
存
在
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で　

underground2

』
に
お
い
て

の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
言
論
は
村
上
春
樹
が
「
さ
き
が
け
」
の
よ
う

な
カ
ル
ト
教
団
（
つ
ま
り
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
こ
と
）
を
意
識
し
た
上
で
述
べ

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
よ
り
、
カ
ル
ト
教
団
も
一
つ
の
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
カ
ル
ト
教
団
は
「
有

効
で
正
常
な
」
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ

る
。
無
論
、「
急
速
に
信
者
を
獲
得
し
、
強
大
化
し
つ
つ
」（『
１
Ｑ
８
４
』

BO
O
K
1�

四
三
六
頁
）
あ
る
「
さ
き
が
け
」
に
対
し
て
、「
柳
屋
敷
」
は
た
だ

の
弱
小
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
さ
き

が
け
」
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
実
力
を
、「
柳
屋
敷
」
も
有
す
る
。
た
だ
し

「
柳
屋
敷
」
の
実
力
は
、「
さ
き
が
け
」
の
よ
う
に
、
第
三
者
を
通
し
て
詳
し
く

叙
述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
小
説
の
隅
々
に
ほ
の
め
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
柳
屋
敷
」
で
暮
ら
し
て
い
る
女
性
た
ち
の
状
況
に
つ
い
て
、
小
説
に
は

「
彼
女
た
ち
は
落
ち
着
き
先
が
見
つ
か
る
ま
で
、
そ
こ
に
（「
柳
屋
敷
」
引
用
者

注
）
滞
在
す
る
。
当
面
の
生
活
に
必
要
な
も
の
は
常
備
さ
れ
て
い
る
。
食
料
品

や
着
替
え
が
支
給
さ
れ
、
彼
女
た
ち
は
お
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
一
種
の
共

同
生
活
を
送
っ
た
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
一
頁
）
と
描
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
、「
老
婦
人
」
が
「
個
人
的
に
負
担

し
た
」
の
で
あ
る
。「
柳
屋
敷
」
の
施
設
は
十
数
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る）（（
（

の

で
、
そ
の
十
数
人
の
生
活
用
品
を
「
老
婦
人
」
一
人
で
支
度
す
る
こ
と
に
無
理

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
運
営
団
体
が
あ
り
、

「
老
婦
人
」
が
全
て
の
費
用
を
負
担
す
る
と
と
も
に
リ
ー
ダ
ー
の
役
目
も
負
う

と
理
解
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
っ
て
い
る

男
性
を
「
別
の
世
界
に
移
す
」
際
に
、
似
た
よ
う
な
団
体
も
現
れ
た
こ
と
が
あ

る
。「
別
の
世
界
に
移
す
」
男
を
特
定
す
る
た
め
に
、「
す
べ
て
の
要
素
を
拾
い

上
げ
て
公
正
に
厳
密
に
検
討
し
、
こ
の
男
に
は
慈
悲
を
か
け
る
だ
け
の
余
地
が

な
い
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
二
頁
）
と
い
う
よ
う
な
条
件
は
必
要
だ

と
「
老
婦
人
」
が
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
有
能
な
「
老
婦
人
」
と

言
っ
て
も
、
一
人
だ
け
で
「
す
べ
て
の
要
素
」
を
拾
い
上
げ
、
し
か
も
「
公
正

に
厳
密
に
」
検
討
す
る
こ
と
は
や
は
り
考
え
難
い
。
従
っ
て
、
大
量
の
情
報
収

集
と
分
析
が
で
き
る
、
し
か
も
「
老
婦
人
」
の
最
終
的
な
判
断
に
参
考
情
報
を

提
供
で
き
る
よ
う
な
チ
ー
ム
の
存
在
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
さ

き
が
け
」
内
部
の
少
女
レ
イ
プ
事
件
に
つ
い
て
、「
老
婦
人
」
が
こ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「
霊
的
な
覚
醒
を
賦
与
す
る
と
い
う
口
実
を
つ
け
、
そ
れ
を
強
要
し
ま

し
た
。
初
潮
を
迎
え
る
前
に
、
そ
の
儀
式
を
終
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
、
両
親
に
告
げ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
ま
だ
汚
れ
の

な
い
少
女
に
し
か
、
純
粋
な
霊
的
覚
醒
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
に
生
じ
る
激
し
い
痛
み
は
、
ひ
と
つ
上
の
段
階
に
上
が
る
た
め
の
、
避

け
て
通
れ
な
い
関
門
な
の
だ
と
。
両
親
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
ま
し

た
。（
中
略
）
つ
ば
さ
ち
ゃ
ん
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々

0

0

が
得
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
教
団
内
の
ほ
か
の
少
女
た
ち
に
対
し
て
も
同
様

の
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

四
三
七
頁

　

傍
点
引
用
者
）

　

警
備
の
厳
し
い
教
団
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
老
婦
人
」
が
事
件
の
経
緯
を
そ

こ
ま
で
詳
し
く
知
っ
て
い
て
、
彼
女
、
も
し
く
は
彼
女
の
裏
に
あ
る
何
ら
か
の

チ
ー
ム
の
情
報
収
集
の
能
力
が
窺
わ
れ
る
。
特
に
、「
我
々
」
と
い
う
「
老
婦

人
」
が
使
っ
て
い
る
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
情
報
収
集
の
主
体
は
個
人
よ
り

団
体
で
あ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
。

　

日
常
品
の
提
供
か
ら
特
定
な
男
性
へ
の
調
査
、
さ
ら
に
巨
大
化
し
つ
つ
あ
る

教
団
に
対
し
て
の
情
報
収
集
ま
で
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
の
は
「
柳
屋
敷
」
と
い

う
組
織

0

0

の
厳
密
さ
で
あ
る
。「
柳
屋
敷
」
と
い
う
組
織
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
運
営
さ
れ
る
の
か
、
小
説
に
は
詳
し
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、「
老
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婦
人
」
が
得
た
様
々
な
情
報
と
彼
女
の
実
行
力
か
ら
見
る
と
、「
柳
屋
敷
」
の

実
力
に
疑
い
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
実
力
に
よ
り
、「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ

ス
テ
ム
と
し
て
成
り
立
つ
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

二�

、「
柳
屋
敷
」
と
「
さ
き
が
け
」、
二
つ
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
成
立

に
つ
い
て

　

そ
れ
で
は
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
さ
き
が
け
」
は
ど
の
よ
う
に

『
１
Ｑ
８
４
』
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
か
、「
柳
屋
敷
」
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な

表
現
は
ど
の
よ
う
な
比
較
の
意
味
を
持
つ
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
「
さ
き
が
け
」

の
成
立
の
経
緯
を
踏
ま
え
な
が
ら
論
じ
た
い
。

　
「
老
婦
人
」
の
「
娘
が
自
殺
し
た
翌
年
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO
O
K
1�

三
九
一

頁
）
と
い
う
や
や
曖
昧
な
時
間
帯
に
成
立
し
た
「
柳
屋
敷
」
に
対
し
て
、「
さ

き
が
け
」
の
成
立
の
経
緯
は
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、「
柳
屋

敷
」
と
違
っ
て
、「
さ
き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対
象
と
作
品
に
お
い
て
の
役
割

も
常
に
変
化
し
続
け
て
い
た
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、「
さ
き
が
け
」
の
発
展
は

「
タ
カ
シ
マ
塾
」、「
さ
き
が
け
」
の
分
裂
前
、「
さ
き
が
け
」
の
分
裂
後
と
い
う

三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

　
「
タ
カ
シ
マ
塾
」
は
「
深
田
保
」
が
創
立
し
た
組
織
で
は
な
い
も
の
の
、
政

治
運
動
に
よ
っ
て
「
大
学
か
ら
除
籍
さ
れ
て
い
た
」、「
と
り
あ
え
ず
ど
こ
か
行

き
場
所
が
必
要
だ
っ
た
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
一
頁
）「
深
田
保
」

の
一
群
に
と
っ
て
、
そ
の
役
割
は
依
然
と
し
て
大
き
い
。「
タ
カ
シ
マ
塾
」
は

受
け
皿
と
し
て
「
深
田
保
」
の
一
群
を
受
け
入
れ
る
一
方
、
彼
ら
に
「
ノ
ウ
ハ

ウ
」
も
提
供
し
て
い
た
。
だ
が
、「
タ
カ
シ
マ
塾
」
は
「
何
も
考
え
な
い
ロ

ボ
ッ
ト
を
作
り
出
す
」、「
人
の
脳
か
ら
、
自
分
で
も
の
を
考
え
る
回
線
を
取
り

外
し
て
し
ま
う
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
二
頁
）
と
い
う
よ
う
な
傾
向

を
持
つ
た
め
、「
徹
底
し
て
自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
よ
う
」
と
す
る
「
深
田

保
」
が
「
タ
カ
シ
マ
塾
」
に
満
足
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
時
間
の
問
題
な
の

だ
。
し
た
が
っ
て
、「
タ
カ
シ
マ
塾
」
を
通
し
て
自
給
自
足
の
知
識
や
技
術
を

身
に
つ
け
た
「
深
田
保
」
は
、
自
分
の
一
派
を
引
き
連
れ
て
「
タ
カ
シ
マ
塾
」

か
ら
独
立
し
た
。「
深
田
保
」
の
率
い
た
分
離
派
は
ま
さ
に
の
ち
の
「
さ
き
が

け
」
の
中
核
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

　

次
に
「
さ
き
が
け
」
の
場
合
、
そ
の
発
展
の
経
緯
は
「
さ
き
が
け
」
の
分
裂

を
節
目
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。「
あ
け
ぼ
の
」
が
「
さ
き
が
け
」
か
ら
分
裂
し

た
の
は
一
九
七
六
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
ふ
か
え
り
」
の
脱
出

（
一
九
七
七
年
）、「
さ
き
が
け
」
の
宗
教
法
人
と
し
て
の
認
可
（
一
九
七
九

年
）、
そ
し
て
「
あ
け
ぼ
の
」
の
壊
滅
（
一
九
八
一
年
）
と
い
う
一
連
の
事
件

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
一
連
の
事
件
は
い
ず
れ
も
「
さ
き
が
け
」
の
発
展
に
関
わ

り
、
特
に
宗
教
法
人
の
認
可
は
そ
れ
か
ら
の
「
さ
き
が
け
」
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た）（（
（

。「
さ
き
が
け
」
の
分
裂
は
「
さ
き
が
け
」
自
身
の
発
展
と
転
換
に
大

き
く
関
わ
る
の
で
、
重
要
な
節
目
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
分
裂
前
の
「
さ
き
が

け
」
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、「
大
学
紛
争
で
挫
折
し
た
左
翼
」
の
よ
う
な
メ
イ

ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
も
い
る
し
、「
新
し
い
精
神
世
界
を
求
め
」
て

自
ら
の
意
思
で
「
さ
き
が
け
」
に
加
わ
っ
た
人
も
い
る
（『
１
Ｑ
８
４
』

BO
O
K
1�

二
二
三
頁
）。
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
は
初
期
に
「
タ
カ
シ
マ
塾
」

に
入
っ
た
メ
ン
バ
ー
と
や
や
違
う
。
メ
ン
バ
ー
の
殆
ど
は
政
治
運
動
に
よ
っ
て

大
学
か
ら
除
籍
さ
れ
て
い
た
学
生
で
あ
る
「
タ
カ
シ
マ
塾
」
に
対
し
て
、「
さ

き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対
象
者
の
範
囲
は
明
ら
か
に
広
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
メ
イ
ン
・
シ

ス
テ
ム
か
ら
離
れ
た
人
た
ち
も
そ
の
時
期
の
「
さ
き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対
象

と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
七
四
年
の
こ
と
だ
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
五
頁
）
と
作
品
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
さ
き
が
け
」
の
受
け

入
れ
対
象
も
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
受
け
入
れ
対
象
に
つ
い
て
、
作

品
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

金
銭
や
情
報
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
現
実
の
世
界
を
逃
れ
、
自
然
の
中
で

額
に
汗
し
て
働
き
た
い
と
い
う
人
間
が
世
間
に
は
少
な
か
ら
ず
い
た
し
、
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『
さ
き
が
け
』
は
そ
う
い
う
層
を
引
き
寄
せ
て
い
っ
た
。
希
望
者
が
や
っ

て
く
れ
ば
面
接
を
し
て
審
査
を
し
、
役
に
立
ち
そ
う
で
あ
れ
ば
メ
ン
バ
ー

に
加
え
た
。
来
る
も
の
は
誰
で
も
受
け
入
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
メ
ン

バ
ー
の
質
と
モ
ラ
ル
は
高
く
保
た
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
男
女
の

比
率
を
半
々
に
近
づ
け
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
女
性
も
歓
迎
さ
れ

た
。（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
七
頁　

傍
線
引
用
者
）

　

傍
線
部
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
時
期
の
「
さ
き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対

象
は
徐
々
に
組
織
に
「
役
に
立
ち
そ
う
」
な
人
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か

も
「
メ
ン
バ
ー
の
質
と
モ
ラ
ル
は
高
く
保
」
つ
た
め
に
、「
さ
き
が
け
」
は

「
面
接
」
ま
で
設
け
た
。
無
論
、「
面
接
」
を
通
し
て
「
さ
き
が
け
」
に
加
わ
っ

た
人
た
ち
の
中
に
、
村
上
春
樹
が
語
る
よ
う
な
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外

れ
た
人
々
」
も
含
ま
れ
る
が
、「
メ
ン
バ
ー
の
質
と
モ
ラ
ル
は
高
く
保
」
つ
た

め
、「
さ
き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対
象
は
明
ら
か
に
狭
く
な
っ
て
く
る
こ
と
も

否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、「
さ
き
が
け
」
は
確
か
に
「
メ
イ

ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
を
受
け
入
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
一
方
、「
さ
き
が
け
」
は
意
識
的
に
受
け
入
れ
対
象
を
エ

リ
ー
ト
化
さ
せ
る
傾
向
も
持
ち
始
め
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
深
田
に
と
っ

て
は
い
ち
ば
ん
平
穏
で
希
望
に
満
ち
た
時
代
だ
っ
た
」、「
さ
き
が
け
」
を
耳
に

し
、「
そ
こ
に
加
わ
り
た
い
と
希
望
し
て
や
っ
て
く
る
人
々
も
増
え
て
き
た
」

な
ど
の
描
写
か
ら
見
れ
ば
、
分
裂
前
の
「
さ
き
が
け
」
は
ほ
ぼ
「
有
効
で
正
常

な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
順
調
な
状
況
は
長

く
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
。「
さ
き
が
け
」
に
再
び
変
化
が
起
き
た
の
は
、
分
裂

後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

作
品
に
お
け
る
時
間
軸
の
流
れ
に
よ
る
と
、
一
九
七
六
年
に
「
さ
き
が
け
」

が
分
裂
し
始
め
た
。
し
か
も
「
さ
き
が
け
」
か
ら
分
裂
し
た
の
は
ま
さ
に
の
ち

に
警
官
隊
と
銃
撃
戦
を
起
こ
し
た
武
闘
派
の
「
あ
け
ぼ
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て

一
九
七
九
年
、「
さ
き
が
け
」
は
つ
い
に
宗
教
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
宗

教
法
人
と
し
て
の
「
さ
き
が
け
」
は
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い

た
の
か
と
い
う
と
、
深
田
保
の
友
人
戎
野
隆
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「（
前
略
）
彼
ら
（「
さ
き
が
け
」
の
こ
と　

引
用
者
注
）
が
求
め
て
い

る
の
は
金
銭
よ
り
は
む
し
ろ
人
材
だ
。
目
的
意
識
が
高
く
、
様
々
な
種
類

の
専
門
的
な
能
力
を
保
つ
、
健
康
で
年
若
い
信
者
だ
。
だ
か
ら
無
理
に
信

者
を
勧
誘
し
た
り
は
し
な
い
。
誰
で
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
で
も
な

い
。
入
れ
て
く
れ
と
や
っ
て
き
た
人
々
の
中
か
ら
、
面
接
し
て
選
抜
す

る
。
あ
る
い
は
能
力
の
あ
る
も
の
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
。
そ
の
結
果
、
士

気
の
高
い
、
良
質
で
戦
闘
的
な
宗
教
団
体
が
で
き
あ
が
っ
た
。
彼
ら
は
表

向
き
に
は
農
業
を
営
み
つ
つ
、
厳
し
い
修
行
に
励
ん
で
い
る
」（『
１
Ｑ
８

４
』BO

O
K
1�

四
一
八
頁
）

　

分
裂
前
の
「
さ
き
が
け
」
は
す
で
に
受
け
入
れ
対
象
を
エ
リ
ー
ト
化
さ
せ
る

傾
向
を
持
っ
て
い
た
が
、
分
裂
後
、
と
り
わ
け
宗
教
法
人
と
認
定
さ
れ
た
後
の

「
さ
き
が
け
」
は
さ
ら
に
そ
の
傾
向
を
徹
底
的
に
行
い
、「
様
々
な
種
類
の
専
門

的
な
能
力
」、「
健
康
で
年
若
い
」
こ
と
ま
で
受
け
入
れ
対
象
に
要
求
し
て
い

く
。
そ
し
て
「
さ
き
が
け
」
は
つ
い
に
「
士
気
の
高
い
」、「
良
質
で
戦
闘
的
な

宗
教
団
体
」
に
な
っ
た
。
宗
教
法
人
に
認
定
さ
れ
た
後
の
「
さ
き
が
け
」、
そ

の
受
け
入
れ
対
象
は
村
上
春
樹
が
語
る
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た

人
々
」
と
明
ら
か
に
違
う
。
前
者
の
受
け
入
れ
対
象
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
エ
リ
ー
ト
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
も
、
受
け
入
れ
対

象
の
相
異
に
よ
り
、
宗
教
法
人
と
し
て
の
「
さ
き
が
け
」
と
村
上
春
樹
が
考
え

る
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
質
的
な
違
い
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
村
上

春
樹
が
考
え
る
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
場
合
、
そ
の
最
も
重
要
な
役
割
は

「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
人
々
」
は
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
に
何
ら
か
の
も
の
を
求
め

る
と
い
う
傾
向
は
ほ
ぼ
決
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
法
人
と
し
て
の
「
さ
き
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が
け
」
は
ま
っ
た
く
逆
で
、
組
織
が
「
人
々
」
に
何
ら
か
の
も
の
（「
様
々
な

種
類
の
専
門
的
な
能
力
」、「
健
康
で
年
若
い
」）
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
さ
き
が
け
」
の
成
り
立
ち
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

特
徴
は
最
初
か
ら
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
さ
き
が
け
」
の
発
展
と
と
も

に
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し

「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
村
上
春
樹

が
考
え
る
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
重
要
な
役
割
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
法
人
と

し
て
の
「
さ
き
が
け
」
は
す
で
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
失
っ
た
と
言
え
よ
う
。

恐
ら
く
「
士
気
の
高
い
、
良
質
で
戦
闘
的
な
宗
教
団
体
」
と
し
て
の
「
さ
き
が

け
」
は
「
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
」
と
さ
え
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
」
の
代
わ
り
に
、「
さ
き
が
け
」
は
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
で

き
る
ほ
ど
の
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
。

　
「
さ
き
が
け
」
の
成
立
の
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
受
け
入
れ
対
象
は
常
に

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
、「
さ
き
が
け
」
の
、

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
も
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
っ
て
、
や
が
て
「
士

気
の
高
い
、
良
質
で
戦
闘
的
な
宗
教
団
体
」
に
ま
で
変
質
し
て
し
ま
う
。
た
だ

し
「
柳
屋
敷
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
た
ち

に
居
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
は
「
柳
屋
敷
」
の
設
立
当
初
の
目
的
で
あ
り
、
そ

の
目
的
は
最
後
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
に
つ
い
て
、
作
品

で
は
「
行
き
場
を
失
っ
た
」
人
間
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
一
頁
）
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
女
た
ち
も
「
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ

た
人
々
」
と
し
て
読
み
取
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
役
割
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
も
「
柳
屋
敷
」
に
お
い
て
の
サ

ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
と
「
さ
き
が
け
」
の
役
割
を
対
照
的
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。「
さ
き
が
け
」
と
「
柳
屋
敷
」
の
違
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て

き
た
受
け
入
れ
対
象
の
変
化
は
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
面
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
さ
き
が
け
」
の
受
け
入
れ
対
象
は
エ
リ
ー

ト
に
ま
で
変
化
し
た
の
か
、
ま
ず
『
１
Ｑ
８
４
』
のBO

O
K
1

に
は
次
の
よ
う

な
興
味
深
い
内
容
が
あ
る
。

　
（
前
略
）
そ
の
頃
に
は
彼
（
深
田
保　

引
用
者
注
）
も
、
一
九
七
〇
年

代
の
日
本
に
は
革
命
を
起
こ
す
余
地
も
気
運
も
な
い
こ
と
を
お
お
む
ね

悟
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
可
能
性
と
し
て

の
革
命
で
あ
り
、
更
に
い
え
ば
比
喩
と
し
て
の
、
仮
説
と
し
て
の
革
命

だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
反
体
制
的
、
破
壊
的
意
思
の
発
動
が
健
全
な
社
会

に
と
っ
て
不
可
欠
だ
と
信
じ
て
い
た
。
い
わ
ば
健
全
な
ス
パ
イ
ス
と
し

て
。
と
こ
ろ
が
彼
の
率
い
て
き
た
学
生
た
ち
が
求
め
た
の
は
、
本
物
の
血

が
流
れ
る
、
実
物
の
革
命
だ
っ
た
。
む
ろ
ん
深
田
に
も
責
任
は
あ
る
。
時

代
の
流
れ
に
乗
っ
て
血
湧
き
肉
躍
る
話
を
し
て
、
そ
ん
な
あ
て
も
な
い
神

話
を
学
生
た
ち
の
頭
に
植
え
付
け
た
の
だ
。
こ
れ
は
カ
ッ
コ
つ
き
の
革
命

で
す
よ
、
と
は
決
し
て
言
わ
な
か
っ
た
。（
二
二
八
頁
）

　

こ
の
部
分
は
「
さ
き
が
け
」
の
分
裂
の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
さ
き
が
け
」
の
一
部
の
学
生
は
「
さ
き
が
け
」
の
よ
う
な
農
業
コ
ミ
ュ
ー
ン

生
活
を
、
あ
く
ま
で
「
革
命
の
予
備
段
階
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
（『
１
Ｑ
８

４
』BO

O
K
1�

二
二
八
頁
）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
思
想

は
、
ま
さ
に
深
田
に
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
さ
き
が
け
」
は
つ
い
に
武
闘
派
と
穏
健
派
に
分
裂
し
た
。
し
か
し
問
題
な
の

は
、
学
生
た
ち
は
い
つ
か
ら
革
命
思
想
を
持
ち
始
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
さ
き
が
け
」
の
分
裂
直
前
に
学
生
た
ち
は
い
き
な
り
革
命
思
想
を
持
ち

始
め
た
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
難
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
、
む
し
ろ
「
タ
カ

シ
マ
塾
」
に
入
っ
た
時
か
ら
、
そ
の
革
命
思
想
が
す
で
に
植
え
付
け
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う

に
、
深
田
保
を
含
め
て
、
最
初
に
「
タ
カ
シ
マ
塾
」
に
入
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
当

時
の
政
治
活
動
に
敗
れ
た
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
政
治
活
動
な
の

か
、
作
品
に
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
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（
前
略
）
彼
（
深
田
保　

引
用
者
注
）
は
当
時
毛
沢
東
の
革
命
思
想
を

信
奉
し
て
お
り
、
中
国
の
文
化
大
革
命
を
支
持
し
て
い
た
。
文
化
大
革
命

が
ど
れ
ほ
ど
酷
い
、
非
人
間
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
か
、
そ
ん
な
情
報

は
当
時
ほ
と
ん
ど
我
々
の
耳
に
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
ね
。
毛
沢
東
語
録

を
掲
げ
る
こ
と
は
一
部
の
イ
ン
テ
リ
に
と
っ
て
、
一
種
の
知
的
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
に
さ
え
な
っ
て
い
た
。
彼
は
一
部
の
学
生
を
組
織
し
、
紅
衛
兵
も

ど
き
の
先
鋭
的
な
部
隊
を
学
内
に
作
り
上
げ
、
大
学
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加

し
た
。（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
一
頁
）

　

つ
ま
り
、
深
田
保
の
「
政
治
活
動
」
と
は
、「
毛
沢
東
の
革
命
思
想
」
を
信

奉
し
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
紅
衛
兵
も
ど

き
の
先
鋭
的
な
部
隊
」
は
そ
の
革
命
思
想
の
裏
付
け
で
あ
る
。
後
に
「
タ
カ
シ

マ
塾
」
に
入
っ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
「
革
命
思
想
」
を
持
っ
て
い
た
「
紅
衛
兵

部
隊
の
中
核
」
で
あ
る
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
一
頁
）。
な
ら
ば
、
そ

も
そ
も
「
さ
き
が
け
」
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
と
は
、
実
は

「
革
命
思
想
」
を
実
現
す
る
た
め
の
予
備
段
階
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ

ち
、「
さ
き
が
け
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
は
あ
く
ま
で
革
命
過
渡
期
の

産
物
で
あ
り
、
リ
ク
ル
ー
ト
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
受
け
入
れ
対
象
の

エ
リ
ー
ト
化
は
も
は
や
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な

「
革
命
思
想
」
が
あ
る
限
り
、
組
織
に
役
に
立
ち
そ
う
な
人
材
を
求
め
る
と
い

う
傾
向
は
ほ
ぼ
決
定
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
要
す
る
に
、
深
田
保
が
植
え
付
け
た

「
革
命
思
想
」
は
政
治
活
動
の
失
敗
に
よ
っ
て
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
政
治

活
動
の
失
敗
は
そ
の
「
革
命
思
想
」
を
潜
伏
期
に
入
ら
せ
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ

し
て
「
さ
き
が
け
」
に
お
い
て
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

ま
さ
に
そ
の
「
革
命
思
想
」
の
潜
伏
期
の
こ
と
で
あ
る
。
一
旦
サ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
の
役
割
を
通
し
て
一
定
の
規
模
に
達
す
れ
ば
、
組
織
に
潜
ん
で
い
る
「
革
命

思
想
」
は
ま
た
蘇
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
組
織
自
身
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
役
割

の
終
焉
を
迎
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、「
柳
屋
敷
」
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
「
柳
屋
敷
」
の
成
立
の
き
っ
か
け
は
「
老
婦
人
」
の
娘
の
自
殺
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
翌
年
、「
老
婦
人
」
は
自
分
の
娘
と
「
同
じ
よ
う
な
家
庭
内
暴
力

に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
た
ち
の
た
め
に
、
私
設
の
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
を
用
意
し

た
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
一
頁
）。
そ
の
「
私
設
の
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
」

は
「
柳
屋
敷
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
に
送
り
込
ま
れ

た
人
々
は
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
避
難
場
所
を
必
要
と
す
る
女
性
た
ち
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
、
安
全
な
居
場
所
ま
で
必
要
と
す
る
女
性
た

ち
は
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
な

ら
ば
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
特
定
な
人
間
の
た
め
に
居
場
所
を
提

供
す
る
と
い
う
よ
う
な
役
割
か
ら
見
れ
ば
、「
柳
屋
敷
」
と
宗
教
法
人
に
な
る

前
の
「
さ
き
が
け
」
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
た
だ
し
問
題
な
の
は
、
サ
ブ
・
シ
ス

テ
ム
の
役
割
の
、
両
組
織
に
お
い
て
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ

う
に
、「
さ
き
が
け
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
は
革
命
過
渡
期
の

産
物
で
あ
る
。
特
に
宗
教
法
人
に
な
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
役
割

は
実
は
「
革
命
思
想
」
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
深
田
保
の
「
革
命
思
想
」
に
対
し
て
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
男
性
に
対

し
て
の
「
老
婦
人
」
の
嫌
悪
感
は
印
象
的
で
あ
る
。
娘
の
自
殺
か
ら
刺
激
を
受

け
て
い
た
「
老
婦
人
」
が
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
男
性
に
対
し
て
極
め
て
強

い
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
て
、
そ
の
嫌
悪
感
は
時
々
「
老
婦
人
」
の
過
激
な
表
現

か
ら
窺
え
る
。
例
え
ば
、
老
婦
人
は
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
男
性
の
こ
と
を

「
弱
者
の
生
き
血
を
吸
っ
て
し
か
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
寄
生
虫
」
と

酷
評
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
男
性
は
「
こ
の
世
界
で
こ
れ
以
上
生
き
て
い
く

価
値
を
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
連
中
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
二
頁
）

だ
と
言
い
切
る
。
そ
し
て
「
老
婦
人
」
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
男

性
に
「
何
ら
か
の
か
た
ち
で
消
え
て
も
ら
う
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九

三
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
青
豆
は
老
婦
人
が
「
間
違
い
な

く
あ
る
種
の
狂
気
の
中
に
い
る
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
四
頁
）
と

思
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
文
化
大
革
命
を
支
持
し
、「
紅
衛
兵
も
ど
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き
の
先
鋭
的
な
部
隊
」
ま
で
作
っ
て
し
ま
っ
た
深
田
保
も
あ
る
種
の
狂
気
の
中

に
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
さ
き
が
け
」
と
「
柳
屋
敷
」
は
二
人
の
狂

気
を
め
ぐ
っ
て
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
柳

屋
敷
」
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
は
、
は
た
し
て
「
さ
き
が
け
」

と
同
じ
よ
う
な
「
革
命
思
想
」
の
過
渡
期
も
し
く
は
狂
気
の
産
物
な
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
作
品
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

　
「
し
か
し
私
や
タ
マ
ル
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な

法
律
を
も
っ
て
し
て
も
現
実
的
な
救
済
策
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス

が
中
に
は
あ
り
ま
す
」
と
老
婦
人
は
言
っ
た
。

　
（
中
略
）

　
「
も
ち
ろ
ん
、
い
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
離
婚
訴
訟
の
手
間
が
省
け

て
、
保
険
金
が
す
ぐ
に
入
る
か
ら
と
い
う
よ
う
な
実
際
的
な
理
由
だ
け

で
、
人
の
存
在
を
左
右
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
要
素
を

拾
い
上
げ
て
公
正
に
厳
密
に
検
討
し
、
こ
の
男
に
は
慈
悲
を
か
け
る
だ
け

の
余
地
が
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
と
き
に
だ
け
、
止
む
を
得
ず
行
動

を
起
こ
し
ま
す
」

　
（
中
略
）

　
「
そ
の
よ
う
な
人
々
に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
消
え
て
も
ら
う
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
世
間
の
関
心
を
ひ
か
な
い
よ
う
な
や
り
方
で
」

（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
三
頁　

傍
線
引
用
者
）

　

右
の
引
用
部
分
は
「
老
婦
人
」
が
「
柳
屋
敷
」
の
裏
話
を
青
豆
に
打
ち
明
け

た
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
老
婦
人
」
が
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で
い
る

女
性
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
際
に
、
ど
う
し
て
も
一
般
的
な
方
法
で
対
応
で
き

な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
一
旦
相
手
は
「
慈
悲
を
か
け
る
だ
け
の
余

地
が
な
い
」
人
間
だ
と
判
断
さ
れ
た
ら
、「
老
婦
人
」
が
「
や
む
を
得
な
い
行

動
を
起
こ
す
」。「
人
々
に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
消
え
て
も
ら
う
」
と
い
う
こ

と
は
ま
さ
に
そ
の
「
止
む
を
得
な
い
行
動
」
で
あ
る
。
の
ち
に
青
豆
の
家
庭
内

暴
力
の
加
害
者
に
対
し
て
の
暗
殺
活
動
か
ら
見
れ
ば
、
物
理
的
に
人
の
存
在
を

抹
殺
す
る
こ
と
も
「
老
婦
人
」
の
「
止
む
を
得
な
い
行
動
」
の
一
つ
で
あ
る
は

ず
だ
。
さ
ら
に
、「
老
婦
人
」
が
そ
の
「
止
む
を
得
な
い
行
動
」
を
「
広
汎
な

正
義
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
三
頁
）
だ
と
言
い
、
そ
の
違
法
行
為
を

自
分
の
「
使
命
」
だ
と
思
い
込
み
、
共
謀
者
ま
で
探
し
始
め
た
。
そ
し
て
「
老

婦
人
」
の
狂
気
は
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
狂
気
」

が
も
た
ら
す
危
険
性
に
つ
い
て
、「
老
婦
人
」
自
身
も
自
覚
を
持
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
青
豆
が
指
定
さ
れ
た
男
を
「
別
の
世
界
に
送
り
込
む
」（『
１
Ｑ
８

４
』BO

O
K
1�

三
二
九
頁
）
と
、「
老
婦
人
」
は
青
豆
に
報
酬
を
渡
し
た
。
そ

の
報
酬
は
、
青
豆
が
い
ら
な
い
と
言
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
老
婦
人
」
が
あ

え
て
払
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
老
婦
人
」
が
、「
混

じ
り
け
の
な
い
純
粋
な
気
持
ち
」
は
危
険
だ
と
言
う
。
だ
か
ら
「
気
球
に
碇
を

つ
け
る
」（
つ
ま
り
、
報
酬
を
払
う
と
い
う
形
で
）
み
た
い
に
地
面
に
つ
な
ぎ

止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
三
〇
頁
）。
逆
に
考
え

る
と
、
そ
の
「
混
じ
り
け
の
な
い
純
粋
な
気
持
ち
」
を
持
っ
て
い
る
人
は
「
老

婦
人
」
自
身
で
は
な
い
か
。
暴
力
に
よ
っ
て
自
分
の
娘
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
、

「
老
婦
人
」
が
「
柳
屋
敷
」
を
設
置
し
、
娘
と
同
じ
よ
う
な
家
庭
内
暴
力
に
苦

し
ん
で
い
る
女
性
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
始
め
た
。
し
か
も
サ
ポ
ー
ト
の
内
容
は

つ
い
に
暗
殺
活
動
ま
で
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
老
婦
人
が
女
性

た
ち
か
ら
報
酬
を
も
ら
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
小
説
に
は
ほ
ぼ
描
か
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
「
老
婦
人
」
自
身
は
「
混
じ
り
け
の
な
い
純
粋
な
気
持
ち
」
を

持
っ
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
危
険
性
に
つ
い

て
自
分
も
十
分
に
わ
か
っ
て
い
る
。「
老
婦
人
」
が
青
豆
の
能
力
を
必
要
と
す

る
と
と
も
に
、
青
豆
が
自
分
み
た
い
な
人
間
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
こ

そ
、
あ
え
て
報
酬
を
払
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
老
婦
人
」
の
青
豆
に
対

し
て
の
個
人
的
な
好
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
ま
で
に
自
分
が
取
っ
て
い
る

行
動
は
如
何
に
危
険
な
の
か
、
そ
の
自
覚
が
そ
こ
に
見
え
る
。
た
だ
し
注
意
し



1010

た
い
の
は
、「
老
婦
人
」
の
「
や
む
を
得
な
い
行
動
」
は
暴
力
被
害
者
へ
の
サ

ポ
ー
ト
と
い
う
前
提
の
上
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
柳
屋
敷
」

は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
際
に
、「
老
婦
人
」
の
狂
気
が

必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
も
し
「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
の
役
割
が
主
導
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
の
老
婦
人
の
狂
気
は

非
主
導
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
柳
屋
敷
」
の
こ
の
よ
う
な
有
り
様
は
「
さ

き
が
け
」
と
正
反
対
で
あ
る
。「
さ
き
が
け
」
の
場
合
、
主
導
的
な
立
場
を

と
っ
て
い
た
の
は
深
田
保
の
狂
気
（
つ
ま
り
、「
革
命
思
想
」）
で
あ
る
。
そ
し

て
「
革
命
思
想
」
を
実
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役

割
は
む
し
ろ
非
主
導
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム

の
役
割
の
、「
柳
屋
敷
」
と
「
さ
き
が
け
」
に
お
い
て
の
位
置
付
け
が
明
ら
か

に
な
る
。
終
始
主
導
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
の
役
割
に
対
し
て
、「
さ
き
が
け
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
は
あ
く
ま

で
非
主
導
的
で
あ
り
、
そ
し
て
道
具
と
し
て
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
サ

ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
は
、
い
ず
れ
「
さ
き
が
け
」
に
捨
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

作
品
で
は
、「
さ
き
が
け
」
は
「
柳
屋
敷
」
と
同
じ
よ
う
に
サ
ブ
・
シ
ス
テ

ム
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、「
革
命
思
想
」
が
あ
る
限
り
、
そ
の
役
割
は

一
時
的
な
も
の
し
か
見
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、「
さ
き
が
け
」
の
受

け
入
れ
対
象
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
の
、「
さ
き
が

け
」
に
お
い
て
の
非
主
導
的
な
位
置
付
け
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
深
田
保
は
「
革

命
思
想
」
の
狂
気
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
自
分
の
狂
気
に
よ
っ
て
メ
イ
ン
・
シ

ス
テ
ム
か
ら
外
さ
れ
た
人
間
と
な
り
、「
さ
き
が
け
」
を
作
っ
た
。
深
田
保
の

狂
気
の
前
で
、「
さ
き
が
け
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
役
割
は
あ
く
ま
で
道
具
と

し
て
し
か
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
役
割
を
通
し
て
本
来
の
目
的
（
可
能

性
も
し
く
は
仮
説
と
し
て
の
革
命
『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

二
二
八
頁
）
を
達

成
す
れ
ば
、
道
具
と
し
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
は
も
は
や
必
要
で
な
く

な
る
。
し
か
し
「
柳
屋
敷
」
の
場
合
は
正
反
対
で
、「
老
婦
人
」
の
狂
気
は
組

織
自
身
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
に
活
か
さ
れ
て
い
た
も
の
に
な
っ
た
。
そ

し
て
「
柳
屋
敷
」
に
対
し
て
、「
さ
き
が
け
」
の
「
正
常
」
と
「
効
率
」
的
で

は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
役
割
は
「
さ
き
が
け
」
を
通
し
て
強
調
さ

れ
て
い
る
。「
老
婦
人
」
と
深
田
保
の
狂
気
を
め
ぐ
り
、「
さ
き
が
け
」
は
「
柳

屋
敷
」
の
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、「
さ
き
が
け
」
に
対
し
、
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
終
始
果
た
し
て
い
る
「
柳
屋
敷
」
に
は
、
評
価
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
も
の
の
、
評
価
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
評
価
で
き

な
い
部
分
は
、「
柳
屋
敷
」
自
身
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
役
割
と
矛
盾
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
、「
さ
き
が
け
」
に
比
べ
、「
柳
屋
敷
」
は
宗
教
団
体
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疑
似
宗
教
的
側
面
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
疑
似
宗
教
的

側
面
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
柳
屋
敷
」
の
評
価
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
よ
り
明
確

に
見
ら
れ
る
。「
柳
屋
敷
」
の
疑
似
宗
教
的
側
面
は
ど
の
よ
う
な
構
造
な
の

か
、「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
と
「
蝶
」
か
ら
論
じ
た
い
。

三
、「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
と
「
蝶
」
を
め
ぐ
っ
て

　
『
１
Ｑ
８
４
』
で
は
「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
は
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、「
柳
屋
敷
」
は
「
老
婦
人
」
の
非
営
利
団
体
を

指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
「
老
婦
人
」
が
率
い
る
団

体
の
本
当
の
名
称
は
「
柳
屋
敷
」
で
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
団
体
の
本
当
の
名

称
で
は
な
い
「
柳
屋
敷
」
が
、
常
に
そ
の
団
体
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
に
は
何
か
象

徴
的
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
、「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
は
ど
の
よ
う
に

作
品
に
登
場
し
た
の
か
に
つ
い
て
か
ら
見
て
い
く
。

　

土
曜
日
の
午
後
一
時
過
ぎ
、
青
豆
は
「
柳
屋
敷
」
を
訪
れ
た
。
そ
の
家

に
は
年
を
経
た
柳
の
巨
木
が
何
本
も
繫
り
、
そ
れ
が
石
塀
の
上
か
ら
頭
を

出
し
、
風
が
吹
く
と
行
き
場
を
失
っ
た
魂
の
群
れ
の
よ
う
に
音
も
な
く
揺

れ
た
。
だ
か
ら
近
所
の
人
々
は
昔
か
ら
当
然
の
よ
う
に
、
そ
の
古
い
洋
風
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の
屋
敷
を
「
柳
屋
敷
」
と
呼
ん
で
い
た
。（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

一
四

三
頁　

傍
線
引
用
者
）

　

右
の
引
用
部
分
の
「
柳
屋
敷
」
と
い
う
名
称
は
、
作
品
で
の
初
登
場
の
場
面

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
な
ぜ
「
老
婦
人
」
が
暮
ら
し
て
い
る
家
は
「
柳
屋

敷
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、
こ
の
引
用
箇
所
で
は
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
そ
の
家
に
は
「
巨
木
の
柳
」
が
目
立
つ
た
め
、
近
所
の
人
々
は

そ
の
家
を
「
柳
屋
敷
」
と
呼
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
そ
の
一

見
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
説
明
は
「
柳
屋
敷
」
が
「
老
婦
人
」
の
運

営
団
体
の
特
有
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
理
由
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
実
は「
柳
」

の
象
徴
的
な
意
味
と
「
老
婦
人
」
の
過
去
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
柳
屋
敷
」

に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
。

　

ま
ず
は
、「
ヤ
ナ
ギ
」
に
つ
い
て
、
バ
ー
バ
ラ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。

　
「
ヤ
ナ
ギ
」
は
「
ヘ
リ
ケ
」
の
意
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
ヘ
ラ
ケ
」
は
、

天
界
・
地
上
・
冥
界
を
支
配
す
る
原
初
の
三
相
一
体
の
女
神
で
あ
る
が
、

魔
術
、
予
言
、
死
者
へ
の
問
い
か
け
の
場
合
、
彼
女
へ
の
崇
拝
は
特
に
多

く
見
ら
れ
る）（（
（

。

　

つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
は
「
ヤ
ナ
ギ
」（
柳
）
が
「
女
神
」
と
い
う
象
徴

的
な
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
そ
の
「
女
神
」
は
「
死
者
へ
の
問
い
か
け
」
と
い

う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
ま
た
、
作
品
で
は
風
に
揺
れ

る
柳
の
様
子
に
つ
い
て
「
吹
く
と
行
き
場
を
失
っ
た
魂
の
群
れ
」
と
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
ず
れ
も
死
者
も
し
く
は
冥
界
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
「
柳
屋
敷
」
は
、「
老
婦
人
」

が
自
分
の
娘
と
同
じ
よ
う
な
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
の
た
め
に
、

用
意
さ
れ
た
施
設
な
の
だ
。
暴
力
に
よ
っ
て
自
殺
し
た
「
老
婦
人
」
の
娘
の
こ

と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
死
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
「
柳
屋
敷
」
は
、
実

は
亡
く
な
っ
た
娘
へ
の
鎮
魂
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、「
柳
屋
敷
」

の
、「
老
婦
人
」
の
運
営
団
体
の
特
有
な
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
理
由
は
死
者

へ
の
問
い
か
け
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
死
者
へ
の
拘
り

は
、
作
品
の
中
の
「
蝶
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
「
老
婦
人
」
は
蝶
を
好
む
人
間
と
し
て
作
品
に
登
場
し
た
。
蝶
を
飼
う
た
め

に
、「
老
婦
人
」
は
ど
れ
ほ
ど
工
夫
を
し
た
の
か
、
作
品
に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
蝶
が
ふ
ら
ふ
ら
と
宙
を
さ
ま
よ
っ
て
き
て
、
彼
女
（「
老
婦

人
」　

引
用
者
注
）
の
青
い
ワ
ー
ク
シ
ャ
ツ
の
肩
に
と
ま
っ
た
。
小
さ
な

白
い
蝶
だ
っ
た
。
紅
色
の
紋
が
い
く
つ
も
入
っ
て
い
る
。
蝶
は
恐
れ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
こ
で
眠
り
込
ん
だ
。「
あ
な
た
は
お
そ
ら

く
、
こ
れ
ま
で
こ
の
蝶
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
」
と
女
主
人

は
自
分
の
肩
口
を
ち
ら
り
と
見
な
が
ら
言
っ
た
。
そ
の
声
に
は
自
負
の
念

が
微
か
に
聞
き
取
れ
た
。「
沖
縄
で
も
簡
単
に
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
こ

の
蝶
は
一
種
類
の
花
か
ら
し
か
栄
養
を
と
ら
な
い
の
。
沖
縄
の
山
の
中
に

し
か
咲
か
な
い
特
別
な
花
か
ら
し
か
。
こ
の
蝶
を
飼
う
に
は
、
ま
ず
そ
の

花
を
こ
こ
に
運
ん
で
き
て
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
っ
こ
う
な
手
間

が
か
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
費
用
も
か
か
り
ま
す
」（『
１
Ｑ
８
４
』

BO
O
K
1�

一
五
一
頁　

傍
線
引
用
者
）

　
「
老
婦
人
」
は
ど
れ
ほ
ど
「
蝶
」
を
好
む
の
か
、
そ
の
引
用
部
か
ら
端
的
に

窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
蝶
の
愛
好
者
と
言
っ
て
も
、
た
だ
そ
の
「
小
さ

な
白
い
蝶
」
の
た
め
に
だ
け
、
沖
縄
に
し
か
咲
か
な
い
花
を
東
京
ま
で
運
ん
で

く
る
と
い
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
「
老
婦
人
」

は
な
ぜ
「
青
豆
」
の
前
で
「
小
さ
な
白
い
蝶
」
と
「
沖
縄
」
を
強
調
し
た
の
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か
、
そ
の
強
調
を
通
し
て
何
か
言
い
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
を
論
じ
る
た
め
、
ま
ず
沖
縄
文
化
に
お
い
て
の
「
蝶
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て

い
く
。

　
「
蝶
」
は
沖
縄
人
の
死
生
観
に
関
わ
る
存
在
で
あ
り
、
常
に
死
者
の
化
身
と

し
て
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
例
え
ば
、
首
里
王
府
が
編
纂
し
た
古
謡
集
『
お
も
ろ
さ
う

し
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

吾あ
が
お
な
り
御
神
の

守まぶら
て
お
わ
ち
ゃ
む

や
れ　

ゑ
け

又
弟おと
お
な
り
御
神
の

又
綾あや
蝶はべる
成な
り
よ　

わ
ち
へ

又
奇く
せ
蝶
な
り　

よ
わ
ち
へ

　
（
わ
た
し
の
姉
妹
神
が
、
わ
た
し
を
護
ろ
う
と
美
し
い
蝶
に
化
身
し
て

お
い
で
に
な
っ
た）（（
（

）

　

右
の
引
用
に
示
さ
れ
た
通
り
、「
蝶
」
は
人
間
の
化
身
と
い
う
沖
縄
人
の
思

い
が
鮮
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
白
い
蝶
」
に
つ
い
て
、
沖
縄
歌
人
桃
原
巴
子

は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

屍
を
掩
え
る
草
よ
り
沸
き
た
ち
て
限
り

あ
ら
ね
こ
の
白
い
蝶

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
森
口
豁
は
「
桃
原
巴
子
が
沖
縄
戦
で
失
っ
た
わ
が
子
へ

の
想
い
を
詠
ん
だ
歌
」
で
あ
り
、「
人
骨
の
散
ら
ば
る
草
葉
の
な
か
か
ら
飛
び

た
つ
白
い
蝶
に
、
桃
原
は
国
に
殺
さ
れ
て
い
っ
た
幼
い
子
へ
の
哀
し
み
と
平
和

へ
の
願
い
を
託
し
た
」
と
解
釈
し
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
桃
原
巴
子
は
自
分
の
悲

し
み
を
「
蝶
」
に
託
し
、
失
っ
た
わ
が
子
へ
の
追
憶
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。『
１
Ｑ
８
４
』
に
戻
る
が
、
娘
を
失
っ
た
「
老
婦
人
」
は
、

「
蝶
」、
と
り
わ
け
「
白
い
蝶
」
と
「
沖
縄
」
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
死

者
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
蝶
」
に
託
す
と
い
う
沖
縄
文
化
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て

『
１
Ｑ
８
４
』
で
引
用
さ
れ
、
娘
を
亡
く
し
た
「
老
婦
人
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
。
そ
し
て
「
老
婦
人
」
が
、「
白
い
蝶
」
と
「
沖
縄
」
を
通
し
て
娘
を
失
っ

た
悲
し
み
を
訴
え
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
蝶
」
に
つ
い
て
、「
老
婦
人
」

と
「
青
豆
」
と
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
会
話
も
あ
る
。

　
（
青
豆　

引
用
者
注
）「
そ
の
蝶
は
ず
い
ぶ
ん
あ
な
た
に
な
つ
い
て
い
る

み
た
い
で
す
ね
」

　

女
主
人
は
微
笑
ん
だ
。「
こ
の
ひ
と

0

0

は
私
の
こ
と
を
友
だ
ち
と
思
っ
て

い
る
の
」

　
「
蝶
と
友
だ
ち
に
な
れ
る
ん
で
す
か
？
」

　
（
中
略
）

　

女
主
人
は
小
さ
く
首
を
振
っ
た
。「
蝶
に
名
前
は
つ
け
ま
せ
ん
。
名
前

が
な
く
て
も
、
柄
や
か
た
ち
を
見
れ
ば
一
人
ひ
と
り
見
分
け
ら
れ
る
。
そ

れ
に
蝶
に
名
前
を
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
せ
ほ
ど
な
く
死
ん
で
し
ま
う

の
よ
。
こ
の
ひ
と
た
ち
は
、
名
前
を
持
た
な
い
束
の
間
の
お
友
だ
ち
な
の

で
す
（
後
略
）」（
傍
点
原
文　
『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

一
五
二
頁
）

　
「
老
婦
人
」
は
「
蝶
」
の
こ
と
を
「
ひ
と
」
と
呼
ぶ
、
こ
れ
は
単
な
る
自
分

が
飼
っ
て
い
る
「
蝶
」
へ
の
愛
情
の
表
れ
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
蝶
」
は
死

者
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
沖
縄
文
化
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、「
老
婦
人
」
は

「
蝶
」
を
借
り
て
亡
く
な
っ
た
娘
の
こ
と
を
示
唆
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
り

得
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
ヤ
ナ
ギ
」
の
次
に
、「
老
婦
人
」
の
死
者
へ

の
拘
り
は
再
び
「
蝶
」
を
通
し
て
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
拘
り
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、「
老
婦
人
」
は
自
分
の
娘
と
同
じ
よ
う
な
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で

い
る
女
性
の
た
め
に
「
柳
屋
敷
」
と
い
う
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
を
用
意
し
た
わ
け
で
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あ
る
。
一
方
、「
老
婦
人
」
の
暴
力
加
害
者
へ
の
強
い
恨
み
、
い
わ
ゆ
る
「
狂

気
に
似
た
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
四
頁
）
も
の
も
死
者
へ
の
拘
り
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
老
婦
人
」
の
「
狂
気
」
は
次
第
に
カ
ル
ト
的
な

も
の
へ
変
化
し
、
疑
似
宗
教
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

四�
、「
広
汎
な
正
義
」
に
潜
む
カ
ル
ト
的
な
も
の
―
疑
似
宗
教
の

「
柳
屋
敷
」
を
め
ぐ
っ
て

　

渡
邉
学
は
宗
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
宗
教
学
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
一
般
に
〈
カ
ル
ト
〉
と
呼
ば

れ
る
集
団
は
広
い
意
味
で
宗
教
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ

れ
が
社
会
主
義
的
な
団
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
疑
似
宗
教
に
分
類
す
る

こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、「
カ
ル
ト
」
は
宗
教
も
し
く
は
疑
似
宗
教
で
あ
る
と
い

う
。
そ
の
他
、
カ
ル
ト
問
題
に
対
し
て
、
歴
史
的
文
化
的
相
対
主
義
（
通
時
的

視
点
）
と
時
代
、
社
会
通
念
の
観
点
（
共
時
的
視
点
）
と
い
う
二
つ
の
立
場
を

志
向
で
き
る
と
渡
邉
学
は
論
じ
て
い
る）２（
（

。「
柳
屋
敷
」
の
場
合
、
そ
の
カ
ル
ト

的
な
も
の
は
主
に
共
時
的
な
視
点
を
通
し
て
見
え
る
。
そ
し
て
私
刑
（
私
的
な

制
裁
）
は
「
柳
屋
敷
」
に
お
け
る
カ
ル
ト
的
な
も
の
の
、
具
体
的
な
表
現
形
式

で
あ
る
。
そ
の
成
り
立
ち
は
「
老
婦
人
」
が
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
対
す
る

対
応
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
老
婦
人
」
が
家
庭
内
暴
力
に
苦
し
ん
で
い
る
女
性
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

際
に
、
ど
う
し
て
も
「
現
実
的
な
救
済
策
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
」

（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
二
頁
）
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、「
老
婦
人
」

は
暴
力
加
害
者
の
男
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「（
前
略
）
す
べ
て
の
要
素
を
拾
い
上
げ
て
公
正
に
厳
密
に
検
討
し
、
こ

の
男
に
は
慈
悲
を
か
け
る
だ
け
の
余
地
が
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
と

き
に
だ
け
、
や
む
を
得
ず
行
動
を
起
こ
し
ま
す
。
弱
者
の
生
き
血
を
吸
っ

て
し
か
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
寄
生
虫
の
よ
う
な
男
た
ち
。
歪
み

き
っ
た
精
神
を
持
ち
、
治
癒
の
可
能
性
も
な
く
、
更
生
の
意
志
も
な
く
、

こ
の
世
界
で
こ
れ
以
上
生
き
て
い
く
価
値
を
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
連

中
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
二
頁
）

　
「
老
婦
人
」
は
暴
力
加
害
者
の
こ
と
を
「
寄
生
虫
」、「
治
癒
の
可
能
性
」
と

「
更
生
の
意
志
」
は
な
く
、「
生
き
て
い
く
価
値
を
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
」

と
批
判
す
る
。「
老
婦
人
」
の
こ
の
判
断
は
「
現
実
的
な
救
済
策
を
見
い
だ
せ

な
い
」
と
い
う
前
提
の
上
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
過
激
な
表
現
で
あ
る
も

の
の
、
現
実
味
を
帯
び
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
問
題
な
の

は
、
そ
の
よ
う
な
人
を
判
断
で
き
る
権
利
は
誰
が
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
現
実
的
な
救
済
策
を
見
い
だ
せ
な
い
」
と
い
う
前
提
か
ら
考
え

る
と
、「
老
婦
人
」
が
言
う
「
公
正
に
厳
密
に
検
討
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
明

ら
か
に
一
般
の
裁
判
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
判

断
の
権
利
は
実
際
に
「
老
婦
人
」
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な

い
。
す
な
わ
ち
、「
老
婦
人
」
は
あ
る
種
の
人
間
が
「
こ
の
世
界
で
こ
れ
以
上

生
き
て
い
く
価
値
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
更
に
、
い
わ
ゆ
る
「
こ
れ
以
上
生
き
て
い
く
価
値
を
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ

な
い
」
人
に
対
し
て
、「
老
婦
人
」
は
「
何
ら
か
の
か
た
ち
で
消
え
て
も
ら
う
」

こ
と
を
す
る
。
の
ち
に
「
老
婦
人
」
に
雇
わ
れ
た
青
豆
の
暗
殺
行
動
か
ら
見
れ

ば
、
そ
の
「
何
ら
か
の
か
た
ち
で
消
え
て
も
ら
う
」
こ
と
は
明
ら
か
に
殺
人
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
を
判
断
す
る
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
人
の
生

死
を
司
る
権
利
も
、「
老
婦
人
」
が
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
柳
屋
敷
」
に
お

い
て
の
私
刑
の
有
り
様
は
、「
老
婦
人
」
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
な
る
。
犯
罪

行
為
（
私
刑
）
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、「
す
べ
て
の
要
素
を
拾
い
上
げ
て
公

正
に
厳
密
に
検
討
」
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
老
婦
人
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
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け
で
は
な
く
、
青
豆
に
対
し
て
、「
老
婦
人
」
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
る
。

　
「
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大
切
な
人
を
理
不
尽
な
か
た
ち
で
失
い
、
深

く
傷
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
心
の
傷
が
癒
え
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
座
し
て
傷
口
を
眺
め
て
い
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
立
ち
上
が
っ
て
次
の
行
動
に
移
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

も
個
別
の
復
讐
の
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
広
汎
な
正
義
の
た
め
に
で
す
。

ど
う
で
し
ょ
う
、
よ
か
っ
た
ら
私
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。

私
は
信
頼
の
置
け
る
有
能
な
協
力
者
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
秘
密
を
分

か
ち
合
い
、
使
命
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
を
」（『
１
Ｑ
８
４
』

BO
O
K
1�

三
九
三
頁
）

　
「
老
婦
人
」
は
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
、「
復
讐
」
で
は
な
く
「
広
汎
な
正

義
」
の
た
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
老
婦
人
」
は
正
当
化
さ
れ
た
私

刑
の
行
為
を
更
に
正
義
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
話
を
聞
い
た
青

豆
は
「
老
婦
人
」
が
「
間
違
い
な
く
あ
る
種
の
狂
気
の
中
に
い
る
」
と
思
っ

た
。「
老
婦
人
」
は
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
上
で
、
彼

ら
に
対
し
て
私
刑
の
行
為
を
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
老
婦
人
」

は
自
分
の
私
刑
行
為
を
正
当
化
、
更
に
正
義
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
者

の
青
豆
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
老
婦
人
」
の
有
り
様
は
「
狂
気
」
と
言

え
る
。
自
ら
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
裁
こ
う
と
し
て
い
る
「
老
婦
人
」
の
狂

熱
は
明
ら
か
に
み
え
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
狂
熱
を
帯
び
て
い
る
私
刑
の
行
為
は

カ
ル
ト
的
な
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、
宗
教
法
人
と
し
て
の
「
さ
き
が
け
」
と
比
べ
、
カ
ル
ト
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
「
柳
屋
敷
」
は
完
全
に
「
宗
教
」
と
は
言
え
な
い
。
作
品
の
中
に
形

式
上
の
宗
教
法
人
の
認
可
は
さ
て
お
き
、「
さ
き
が
け
」
と
「
柳
屋
敷
」
と
の

大
き
な
違
い
と
言
え
ば
、
や
は
り
崇
拝
の
こ
と
で
あ
る
。「
さ
き
が
け
」
の
場

合
、
崇
拝
さ
れ
る
対
象
は
深
田
保
（
の
ち
に
教
団
の
「
リ
ー
ダ
ー
」
に
な
っ
た

人
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
柳
屋
敷
」
の
場
合
に
は
誰
か
が
崇
拝
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
思
想
に
耽
る
の
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は

「
老
婦
人
」
の
「
狂
気
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
耽
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ル
ト
的
な

も
の
が
生
じ
た
。
従
っ
て
、「
柳
屋
敷
」
は
疑
似
宗
教
に
属
す
る
団
体
で
あ

る
。
そ
し
て
疑
似
宗
教
的
側
面
を
持
つ
「
柳
屋
敷
」
が
も
た
ら
し
た
の
は
暴
力

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
暴
力
性
は
殺
し
屋
と
し
て
雇
わ
れ
た
青
豆

を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
。

　
「
す
べ
て
の
要
素
を
拾
い
上
げ
て
公
正
に
厳
密
に
検
討
し
、
こ
の
男
に
は
慈

悲
を
か
け
る
だ
け
の
余
地
が
な
い
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
と
し
て
も
、
暴
力
の

加
害
者
に
対
し
て
暴
力
で
返
す
と
い
う
「
柳
屋
敷
」
の
実
情
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
の
対
応
手
段
に
は
カ
ル
ト
的
な
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
い
か
に
有
効
な
の
か

に
つ
い
て
作
品
の
中
に
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
青
豆
が
暴
力
の
加
害
者
を

殺
し
た
お
か
げ
で
、
被
害
者
た
ち
は
「
面
倒
な
離
婚
訴
訟
も
起
こ
ら
な
い
し
、

親
権
を
め
ぐ
る
争
い
も
起
き
ま
せ
ん
。
夫
が
い
つ
か
自
分
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

き
て
、
顔
の
か
た
ち
が
変
わ
る
ほ
ど
殴
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
怯
え
て
暮
ら

す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
三
〇
頁
）
と
「
老
婦
人
」

が
言
う
。
た
だ
し
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
を
受
け
入
れ
る
と

い
う
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
果
た
す
べ
き
役
割
か
ら
見
れ
ば
、
暴
力
的
な
解
決
手

段
は
そ
の
役
割
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
そ
の
矛
盾
を
示

す
登
場
人
物
は
青
豆
な
の
で
あ
る
。

五�

、「
信
者
」
か
ら
「
棄
教
者
」
へ
―
疑
似
宗
教
の
闇
に
彷
徨
う
青

豆
に
つ
い
て
　

　

青
豆
が
「
老
婦
人
」
か
ら
の
殺
人
依
頼
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
作
品
に

は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

老
婦
人
は
両
手
を
伸
ば
し
、
青
豆
の
手
を
握
り
し
め
た
。
そ
れ
以
来
、
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青
豆
は
老
婦
人
と
秘
密
を
分
か
ち
合
い
、
使
命
を
、
そ
し
て
狂
気
に
似
た

何
か

0

0

を
共
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
は
全
く
の
狂
気
そ
の
も

の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
境
界
線
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
青

豆
に
は
見
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
彼
女
が
老
婦
人
と
共
に

遠
い
世
界
に
送
り
込
ん
だ
の
は
、
ど
の
よ
う
な
見
地
か
ら
見
て
も
慈
悲
を

与
え
る
余
地
を
見
い
だ
せ
な
い
男
た
ち
だ
っ
た
。（
傍
点
原
文　
『
１
Ｑ
８

４
』BO

O
K
1�

三
九
四
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
青
豆
は
「
老
婦
人
」
の
「
狂
気
」
を
受
け
入
れ
、「
柳
屋
敷
」

の
殺
し
屋
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。「
柳
屋
敷
」
の
疑
似
宗
教
的
側
面
か

ら
見
る
と
、
青
豆
の
「
老
婦
人
」
か
ら
の
招
き
に
応
じ
る
過
程
は
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
反
映
し
て
い
る
の
は

青
豆
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
感
覚
で
あ
る
。「
老
婦
人
」
は
自
分
の
暗
殺
行
為

を
「
広
汎
な
正
義
の
た
め
」
と
強
調
し
て
、
そ
し
て
青
豆
に
対
し
て
「
よ
か
っ

た
ら
私
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
私
は
信
頼
の
置
け
る
有
能
な
協

力
者
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
」
と
誘
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
青
豆
は
深
く
考
え
に

耽
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
青
豆
が
感
じ
て
い
た
の
は
「
優
し
い
懐
か
し
さ
が
あ

り
、
厳
し
い
痛
み
が
あ
っ
た
」、
そ
し
て
「
ど
こ
か
ら
か
入
っ
て
き
た
一
筋
の

細
い
光
が
」、
自
分
の
身
体
を
「
唐
突
に
刺
し
貫
い
た
」（『
１
Ｑ
８
４
』

BO
O
K
1�

三
九
四
頁
）
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
感
覚
で
あ
る
。
や
が
て
青

豆
は
「
老
婦
人
」
の
誘
い
を
承
諾
し
て
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
成
立
し
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
青
豆

は
「
柳
屋
敷
」
の
「
信
者
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、「
老
婦
人
」
の
「
狂
気
」
と
の
共
鳴
は
「
青
豆
」
の
「
信
者
」
に

な
っ
た
根
本
的
な
理
由
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
作
品
に
は
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
今
こ
こ
で
狂
気
な
り
偏
見
な
り
に
身
を
任
せ
、
そ
れ
で
自
分

の
身
が
破
壊
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
世
界
が
す
っ
か
り
消
え
て
な
く
な
っ

た
と
こ
ろ
で
、
失
う
べ
き
い
っ
た
い
何
が
私
に
あ
る
だ
ろ
う
。（『
１
Ｑ
８

４
』BO
O
K
1�

三
九
四
頁
）

　

た
と
え
「
老
婦
人
」
の
「
狂
気
」
が
自
分
の
身
に
破
壊
を
も
た
ら
す
と
し
て

も
、「
私
」
が
失
う
も
の
は
も
う
何
も
な
い
、
そ
う
考
え
て
い
た
青
豆
は
「
老

婦
人
」
の
殺
人
依
頼
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
青
豆
が
「
老
婦

人
」
か
ら
の
依
頼
を
受
け
ら
れ
る
本
当
の
理
由
は
現
実
へ
の
無
念
と
言
え
よ

う
。
だ
が
、
天
吾
の
子
供
を
孕
ん
だ
後
、
と
り
わ
け
天
吾
の
存
在
に
気
づ
き
始

め
る
際
に
、
青
豆
の
心
境
は
完
全
に
変
わ
っ
た
。
そ
の
時
、
青
豆
が
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
は
、「
信
者
」
か
ら
「
棄
教
者
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。
疑
似
宗

教
的
側
面
を
持
つ
「
柳
屋
敷
」
と
自
分
自
身
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
と
の

矛
盾
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
か
ら
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
老
婦
人
」
か
ら
の
依
頼
を
受
け
た
青
豆
は
、
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
を
殺
し
て

教
団
に
追
わ
れ
る
た
め
、
タ
マ
ル
が
用
意
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
身
を
隠

す
。
そ
の
後
、
青
豆
は
自
分
が
天
吾
の
子
供
を
孕
ん
だ
こ
と
に
徐
々
に
気
づ

き
、
天
吾
の
、
青
豆
に
対
し
て
の
存
在
感
も
だ
ん
だ
ん
強
く
な
っ
て
い
く
。
そ

の
よ
う
な
青
豆
の
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
、
作
品
に
は
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。

　

私
も
い
つ
か
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
、
物
静
か
で
順
当
な
世
界
の
一
部
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
青
豆
は
自
分
に
向
か
っ
て
そ
う
問
い

か
け
る
。
こ
の
小
さ
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
手
を
引
い
て
公
園
に
行
き
、
ぶ
ら
ん
こ
に

乗
せ
た
り
、
誰
か
を
殺
し
た
り
、
誰
か
に
殺
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
考
え

ず
に
、
日
々
の
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
可

能
性
は
こ
の
「
１
Ｑ
８
４
」
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

そ
れ
は
、
ど
こ
か
別
の
世
界
に
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
―
そ
の
と
き
私
の
隣
に
天
吾
は
い
る
の
だ
ろ
う
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か
？
（
傍
点
原
文　
『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
（�

四
〇
三
頁
）

　

引
用
部
の
「
小
さ
な
も
の
」
は
天
吾
の
子
供
で
あ
る
。「
老
婦
人
」
の
「
狂

気
」
と
「
正
義
」
の
代
わ
り
に
、
青
豆
が
考
え
て
い
た
の
は
「
小
さ
な
も
の
」

と
天
吾
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
青
豆
が
望
ん
だ
の
は
、
そ
の
二
人

と
一
緒
に
「
物
静
か
で
順
当
な
世
界
の
一
部
に
な
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
そ
の
後
、
青
豆
の
願
望

は
さ
ら
に
強
く
な
り
、「
天
吾
と
巡
り
合
い
、
結
び
つ
く
こ
と
」
は
や
が
て
青

豆
が
「
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
理
由
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
（�

四
七
六
頁
）

に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
老
婦
人
」
が
掲
げ
た
「
広
汎
な
正
義
」
は
す

で
に
青
豆
に
放
棄
さ
れ
た
。
か
つ
て
「
柳
屋
敷
」
の
「
信
者
」
で
あ
っ
た
青
豆

は
「
棄
教
者
」
に
な
っ
た
。

　
「
棄
教
者
」
に
な
っ
た
青
豆
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
老
婦
人
」
と
タ
マ
ル
に
好

意
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
、
天
吾
、
と
り
わ
け
天
吾
と
自
分
が
対
面
す
る
こ
と

が
「
柳
屋
敷
」
に
も
た
ら
す
危
険
性
に
つ
い
て
、
青
豆
も
は
っ
き
り
認
識
し
て

い
る
。
自
分
と
天
吾
が
対
面
す
る
可
能
性
は
タ
マ
ル
に
排
除
さ
れ
か
ね
な
い
と

推
測
す
る
青
豆
は
、
タ
マ
ル
に
天
吾
の
こ
と
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
「
致
命
的

な
間
違
い
」
だ
と
痛
感
す
る
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
（�

四
七
三
頁
）。
つ
ま
り

タ
マ
ル
が
何
ら
か
の
形
で
天
吾
に
害
を
及
ぼ
す
の
が
青
豆
の
一
番
心
配
し
て
い

る
こ
と
だ
。
の
ち
に
、「
私
は
天
吾
く
ん
に
会
い
に
行
っ
て
い
い
の
か
し
ら
？
」

と
青
豆
は
タ
マ
ル
に
聞
い
て
み
た
が
、
タ
マ
ル
は
「
即
座
」
に
「
そ
れ
は
よ
し

た
方
が
い
い
」
と
反
対
す
る
（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
（�

五
一
九
頁
）。
無
論
、

青
豆
と
天
吾
を
必
死
に
追
う
の
は
カ
ル
ト
教
団
の
「
さ
き
が
け
」
で
あ
る
。
だ

が
、
青
豆
と
天
吾
に
と
っ
て
、「
柳
屋
敷
」
も
潜
在
的
な
脅
威
と
言
え
る
。
そ

し
て
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
青
豆
は
天
吾
と
一
緒
に
「
１
Ｑ
８
４
」
の
世
界
を

離
れ
る
。
青
豆
も
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

作
品
で
は
、「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
際
に
、「
柳
屋
敷
」
の
宗
教
的
側

面
か
ら
生
み
出
し
た
暴
力
性
も
同
時
に
機
能
し
て
い
る
。
青
豆
は
ま
さ
に
そ
の

暴
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
環
で
あ
る
。「
柳
屋
敷
」
の
暴
力
が
も
た
ら
し
た
の
は

家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
の
問
題
解
決
で
あ
る
も
の
の
、
青
豆
も
教
団
「
さ
き
が

け
」
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
柳
屋
敷
」
は
「
さ
き
が
け
」
か
ら
青
豆

を
庇
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
柳
屋
敷
」
の
暴
力
性
が
天
吾
に

害
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
青
豆
に
気
付
か
れ
た
。
そ
し
て
天
吾
と
自
分
の
子
供
を

守
る
た
め
に
、
青
豆
は
天
吾
と
一
緒
に
「
１
Ｑ
８
４
」
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と

に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
々
を
受
け
入
れ
る

「
柳
屋
敷
」
は
、
逆
に
自
分
の
暴
力
性
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人

（
青
豆
）
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
柳
屋
敷
」

の
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
と
暴
力
性
と
の
矛
盾
は
、
青
豆
を
通
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
『
１
Ｑ
８
４
』
で
の
「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。「
さ
き
が
け
」
に
比
べ
、「
柳
屋
敷
」
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割

は
よ
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
面
が
あ
る
。
そ
の
評
価
す
る
面
は
「
柳
屋
敷
」
の
受

け
入
れ
対
象
と
組
織
に
お
い
て
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
位
置
付
け
か
ら
端
的
に

見
ら
れ
る
。
一
方
、「
柳
屋
敷
」
の
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
否
定
的
な

面
も
無
視
で
き
な
い
。
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
際
に
、
暴

力
も
そ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
「
柳
屋
敷
」
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
暴
力

は
「
柳
屋
敷
」
の
疑
似
宗
教
的
側
面
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
殺
し

屋
と
し
て
の
青
豆
を
通
し
て
リ
ア
ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
暴
力
に
よ
っ
て
、

青
豆
は
「
さ
き
が
け
」
に
追
わ
れ
、
天
吾
も
危
険
に
陥
っ
た
。
最
後
、
青
豆
と

天
吾
は
「
１
Ｑ
８
４
」
の
世
界
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

青
豆
自
身
も
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
作

品
中
の
「
柳
屋
敷
」
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
し
て
、
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
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ム
か
ら
外
れ
た
人
々
を
受
け
入
れ
る
一
方
、
そ
れ
自
身
も
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ

た
人
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た

原
因
は
ま
さ
に
「
暴
力
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

加
害
者
が
も
た
ら
し
た
「
暴
力
」
を
追
放
す
る
た
め
に
、「
柳
屋
敷
」
は

「
私
刑
」
と
い
う
暴
力
の
形
を
利
用
し
た
。
そ
の
結
果
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
「
柳
屋
敷
」
は
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
、
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
た

人
（
青
豆
）
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ら
ば
、「
柳
屋
敷
」
の
こ
の
よ
う
な
有

り
様
と
村
上
春
樹
が
語
る
よ
う
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
の
矛
盾
が
明
ら
か

に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
矛
盾
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
村
上
春
樹
が
「
柳
屋
敷
」

を
描
い
た
意
図
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
、
メ
イ
ン
、
サ
ブ
に
か
か
わ
ら
ず
、「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
形
で
存
在
す

る
限
り
、
暴
力
存
在
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。「
警
察
」、「
軍
隊
」
な
ど

暴
力
装
置
を
持
っ
て
い
る
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
サ
ブ
・

シ
ス
テ
ム
の
中
で
も
暴
力
の
要
素
が
潜
ん
で
い
る
。『
１
Ｑ
８
４
』
の
場
合
、

完
全
に
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
柳
屋
敷
」
は
、

暴
力
そ
の
も
の
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
、「
老
婦
人
」
の
指
示
に
従

い
、
組
織
的
行
動
を
取
っ
て
い
た
青
豆
と
タ
マ
ル
は
「
柳
屋
敷
」
の
「
暴
力
装

置
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
青
豆
と
天
吾
の
脱
出
に
よ
り
「
柳
屋
敷
」
と

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
あ
る
べ
き
役
割
の
矛
盾
を
生
じ
て
、「
柳
屋
敷
」
と
い
う

サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
暴
力
性
も
そ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
完
全
に
暴
力
の
加
害
者
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
柳
屋
敷
」

は
、
急
進
的
な
暴
力
否
定
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
急
進
的
な
暴
力
否
定
に

つ
い
て
、
河
合
隼
雄
は
す
で
に
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
で

指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る）２（
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
村
上
春
樹
の
急
進
的
な
暴
力
否
定

に
対
す
る
思
想
も
『
１
Ｑ
８
４
』
の
「
柳
屋
敷
」
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。「
柳
屋
敷
」
は
本
来
暴
力
被
害
者
を
守
る
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

が
、
し
か
し
ど
う
し
て
も
暴
力
加
害
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
「
老
婦

人
」
か
ら
窺
わ
れ
る
。
暴
力
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
柳
屋
敷
」
は
、
逆
に
私

刑
と
い
う
も
っ
と
深
刻
な
暴
力
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
。
実
は
村
上
春
樹
作
品

の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
深
刻
な
暴
力
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
第
三
部
の
終
わ
り
で
、
ク
ミ
コ
を
闇
の
世
界

か
ら
光
の
世
界
へ
引
き
戻
す
た
め
に
、
元
々
温
厚
な
性
格
で
あ
っ
た
岡
田
亨
が

凄
ま
じ
い
暴
力
を
振
る
っ
た
。
村
上
春
樹
自
身
が
そ
れ
を
「
一
種
の
蓋
然
性
」

と
述
べ
る）２２
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、「
日
本
人
は
、
自
分
の
内
に
あ
る
こ
の
暴
力
を

意
識
化
し
、
そ
れ
を
適
切
に
表
現
す
る
方
法
を
見
出
す
こ
と
に
努
め
な
い
と
、

突
発
的
に
生
じ
る
抑
制
の
き
か
な
い
暴
力
に
よ
る
加
害
者
に
な
る
危
険
性
が
高

い
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
」）
２（
（

だ
と
河
合
隼
雄
が
指
摘
す
る
。
他
に
も
、
暴
力
か
ら

逃
れ
よ
う
と
し
た
カ
フ
カ
少
年
が
知
ら
な
い
う
ち
に
暴
力
に
身
を
委
ね
て
し
ま

う
可
能
性
が
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
は
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
例

は
、
村
上
春
樹
作
品
に
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
急
進
的
な
暴
力
否

定
自
体
に
は
更
な
る
暴
力
を
起
こ
し
か
ね
な
い
と
い
う
村
上
春
樹
の
思
想
が
そ

こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
急
進
的
な
暴
力
否
定
に
よ
っ
て
も

た
ら
し
た
暴
力
の
深
刻
性
は
む
し
ろ
村
上
春
樹
が
強
調
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
更
な
る
暴
力
が
も
た
ら
し
た
の
は
加
害
者
と
被
害
者
の
逆
転
だ
け

で
は
な
く
、「
青
豆
」
の
よ
う
な
、
新
た
に
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
さ
れ

た
人
間
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
の
総
合
的
な
捉
え
方
は
、
村
上
春

樹
が
掲
げ
て
い
る
「
総
合
小
説
」
に
も
関
わ
り
が
あ
る
。「
様
々
な
人
物
が
出

て
き
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
が
複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
発

熱
し
、
新
し
い
価
値
が
生
ま
れ
る
」）
２（
（

と
い
う
村
上
春
樹
が
主
張
し
て
い
る
「
総

合
小
説
」
に
つ
い
て
、
池
田
純
一
が
、「
そ
こ
で
は
善
も
悪
も
抱
え
込
む
こ
と

に
な
る
」
と
指
摘
し
、
そ
し
て
「
そ
の
人
物
＋
物
語
群
が
相
互
に
衝
突
し
あ
っ

て
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
を
起
こ
す
」）
２（
（

と
論
じ
て
い
る
。
暴
力
か
ら
人
を
守
る
「
柳
屋

敷
」
は
「
善
」
で
あ
る
べ
き
だ
。
し
か
し
暴
力
に
対
抗
す
る
「
柳
屋
敷
」
が
、

暴
力
を
用
い
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
「
老
婦
人
」
が
「
正
義
」
の
名

目
で
「
柳
屋
敷
」
の
「
私
刑
」
を
粉
飾
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ



1018

て
、「
悪
」
も
「
柳
屋
敷
」
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き

「
善
」
と
「
悪
」
の
衝
突
に
よ
っ
て
起
こ
し
た
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
は
「
青
豆
」（
新

た
に
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
さ
れ
た
人
間
）
で
あ
る
。
メ
イ
ン
・
シ
ス
テ

ム
に
相
対
化
さ
れ
た
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
が
、
更
に
複
合
性
を
持
ち
始
め
、
登
場

人
物
に
絡
み
合
い
な
が
ら
物
語
を
進
め
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
が
『
１
Ｑ
８
４
』
の
中
の
「
柳
屋
敷
」
で
あ
ろ
う
。

＊
タ
イ　

ギ
ョ
ウ
シ
ン　
　

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程

二
〇
一
七
年
一
〇
月
四
日　

査
読
審
査
終
了

註

（
１
）　

内
田
樹
「
内
田
樹
が
読
み
解
く
「
壁
と
卵
」
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と�

村
上
春

樹
「
エ
ル
サ
レ
ム
賞
」
受
賞
ス
ピ
ー
チ
全
文
採
録
」。（
週
刊
朝
日�

一
一
四
（
９
）�

二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
２
）　

山
下
真
史
「『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
と
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
』
―
村

上
春
樹
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」（
宇
佐
美
毅
・
千
田
洋
幸
編
『
村
上
春
樹
と
一
九

九
〇
年
代
』（
お
う
ふ
う　

二
〇
一
二
年
五
月
）

（
３
）　

村
上
春
樹
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
―underground2
』。（
文
藝
春
秋　

一

九
九
八
年
十
一
月
）

（
４
）　

例
え
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
波
村
秋
生
の
場
合
、「
自
分
は
こ
の
現
実

世
界
に
は
向
い
て
な
い
」
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
認
識
が
あ
る
（
四
七
頁
）。
ま

た
、
岩
倉
晴
美
は
、「（
現
実
）
生
活
に
だ
ん
だ
ん
満
ち
足
り
な
さ
を
感
じ
る
よ

う
に
な
り
、
ふ
と
し
た
こ
と
で
知
っ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
世
界
に
心
を
惹
か
れ

て
い
く
。
そ
し
て
会
社
を
辞
め
、
出
家
す
る
」（
一
六
〇
頁
）
と
い
う
内
容
も
あ

る
。（
村
上
春
樹
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
―underground2

』
文
藝
春
秋　

一
九
九
八
年
十
一
月
）

（
５
）　
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
―underground2

』
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た

人
は
、
六
十
年
代
か
ら
七
十
年
代
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
人
が
多
く
、
つ
ま
り

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
（
一
九
九
五
年
三
月
）
が
起
き
た
時
点
で
の
彼
ら
の
年
齢

は
二
十
代
と
三
十
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
６
）　

現
実
社
会
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
彼
ら
は
、
あ
る
程
度
ユ
ニ
ー
ク
な

考
え
方
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
周
り
の
人
は
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
理
解
し
て

く
れ
な
い
、
さ
ら
に
は
無
視
し
た
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
『
約
束

さ
れ
た
場
所
で
―underground2

』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
彼

ら
の
現
実
社
会
に
対
し
て
の
無
力
感
も
次
第
に
生
じ
た
。

（
７
）　

村
上
春
樹
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
―underground2

』
一
二
頁
。（
文
藝

春
秋　

一
九
九
八
年
十
一
月
）

（
８
）　

村
上
春
樹
「
1（
Ｍ
の
秘
密
の
治
療
」（『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』。（
第
三

部
鳥
刺
し
男
編
）
一
四
八
頁　

新
潮
社　

一
九
九
五
年
九
月
）

（
９
）　

そ
れ
に
つ
い
て
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
第
三
部
、「
Ｍ
の
秘
密
の

治
療
」
と
い
う
章
は
代
表
的
な
例
で
あ
る
。「
仮
縫
い
室
」
か
ら
の
治
療
を
受
け

る
と
と
も
に
、
芸
能
界
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
Ｍ
の
有
り
様
に

つ
い
て
そ
の
章
に
は
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
10
）　

村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』（
上
）　

第
一
七
章　

二
六
九
頁
。（
新
潮
社　

二
〇
〇
二
年
十
月
）

（
11
）　

女
性
た
ち
の
年
齢
に
つ
い
て
、『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1

の
第
一
七
章
に
は
「
十

代
の
娘
た
ち
」（
三
九
一
頁
）、「
青
豆
と
同
年
代
と
思
え
る
女
性
」（
す
な
わ
ち

三
十
代
、
四
〇
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。　

（
12
）　
「
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
（「
柳
屋
敷
」）
で
は
女
た
ち
は
日
常
的
に
お
互
い
の
面
倒
を

み
て
、
自
分
た
ち
が
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
体
験
を
語
り
合
い
、
受
け
た
痛
み
を

分
か
ち
合
う
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
彼
女
た
ち
は
少
し
ず
つ
、
自
然
に
治
癒
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。」

（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
九
頁
）

（
1（
）　
「
柳
屋
敷
」
の
内
部
に
設
置
さ
れ
た
セ
ー
フ
ハ
ウ
ス
に
は
、「
部
屋
は
全
部
で

十
あ
っ
た
」（『
１
Ｑ
８
４
』BO

O
K
1�

三
九
八
頁
）。
従
っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ

る
人
数
が
十
数
人
だ
と
推
測
で
き
る
。

（
14
）　

こ
れ
に
つ
い
て
、『
１
Ｑ
８
４
』（BO

O
K
1

）
の
第
一
二
章
に
詳
し
く
描
か
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
宗
教
法
人
の
認
可
を
き
っ
か
け
に
、「
さ
き
が
け
」
に
警
察
が

捜
査
に
入
る
の
は
難
し
く
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
さ
き
が
け
」
は
「
閉
鎖
的

な
宗
教
団
体
」
に
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
深
田
保
の
元
友
人
戎
野

隆
之
の
話
に
よ
る
と
、『
さ
き
が
け
』
の
リ
ー
ダ
ー
深
田
保
は
「
宗
教
全
般
を
生

理
的
に
嫌
悪
し
て
い
た
」
人
間
な
の
で
、
宗
教
法
人
の
認
可
な
ど
「
受
け
る
は

ず
が
な
い
」（
二
六
四
頁
）。
従
っ
て
、
そ
の
時
の
「
さ
き
が
け
」
に
は
明
ら
か



戴：村上春樹『1Q84』におけるサブ・システム101（

に
何
か
大
き
な
事
件
が
起
こ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
事
件
は
「
さ
き
が
け
」
の
そ

れ
か
ら
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

（
1（
）　

バ
ー
バ
ラ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
（Barbara�G.�W

alker

）『
失
わ
れ
た
女
神
た
ち

の
復
権
』（
“The�W

om
anʼs�Encyclopedia�of�M

yths�and�Secrets

”）。（
東

京
：
大
修
館
書
店　

一
九
八
八
年
七
月
）

（
1（
）　

そ
れ
に
つ
い
て
、
森
口
豁
は
「
死
者
の
魂
と
寄
り
添
う
よ
う
に
日
々
を
過
ご

し
、
蝶
を
祖
先
や
死
ん
だ
身
内
の
化
身
と
考
え
る
こ
の
島
の
人
々
の
死
生
観
は
、

天
皇
や
神
道
を
崇
め
る
ヤ
マ
ト
の
民
と
は
や
は
り
異
な
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

森
口
豁
「
沖
縄
・
孤
島
の
新
地
図
（
2（
）
浜
比
嘉
島　

死
者
は
蝶
と
な
っ
て
こ

の
世
に
蘇
る
」（『
金
曜
日
』
株
式
会
社
金
曜
日　

二
〇
〇
三
年
七
月
）

（
17
）　

森
口
豁
「
沖
縄
・
孤
島
の
新
地
図
（
2（
）」
前
掲
注
。（
1（
）

（
18
）　

森
口
豁
「
沖
縄
・
孤
島
の
新
地
図
（
2（
）」
前
掲
注
。（
1（
）

（
1（
）　

渡
邉
学
「〈
カ
ル
ト
〉
は
宗
教
か
―
〈
カ
ル
ト
〉
に
対
す
る
歴
史
的
視
座
」

（『
宗
教
研
究
の
現
在
』。（
五
九
巻
三
号　

N
o.2（1

）『
中
央
評
論
』　

二
〇
〇
七

年
十
月
）

（
20
）　

渡
邉
学
「〈
カ
ル
ト
〉
は
宗
教
か
―
〈
カ
ル
ト
〉
に
対
す
る
歴
史
的
視
座
」

前
掲
注
（
1（
）。

（
21
）　

そ
れ
に
つ
い
て
、「
日
本
の
場
合
、
と
く
に
不
幸
な
の
は
、
あ
の
大
戦
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
も
の
す
ご
く
急
進
的
な
暴
力
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
ね
」
と
河
合
隼
雄
が
指
摘
し
て
い
る
。『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会

い
に
い
く
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
十
二
月
）

（
22
）　

河
合
隼
雄
・
村
上
春
樹
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
二
〇
〇

頁
。（
岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
十
二
月
）

（
2（
）　

河
合
隼
雄
・
村
上
春
樹
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
二
〇
〇

頁
。（
岩
波
書
店　

一
九
九
六
年
十
二
月
）

（
24
）　

村
上
春
樹
「
村
上
春
樹
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
つ
い
て
語
る
」。（『
少
年
カ

フ
カ
』
新
潮
社　

二
〇
〇
三
年
六
月
）

（
2（
）　

池
田
純
一
「
未
来
小
説
と
し
て
の
総
合
小
説
が
始
ま
る
」（『
総
特
集　

村
上

春
樹
―
『
１
Ｑ
８
４
』
へ
至
る
ま
で
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
…
』。（
ユ
リ
イ
カ

一
月
臨
時
増
刊
号　

第
四
二
巻
第
一
五
号
）
青
土
社　

二
〇
一
〇
年
十
二
月
）


