
小
説

違
載
へ
鰯
こ
り
中

庸
の
と
き

ハ
ロ
ウ
〃
イ
ー
ン 一

九
八

八
恥
一
匁
、
一
難
Ｉ
Ⅱ
次

己

億

一
菫
ｎ

ｊ

可
Ｊ

Ｐ
Ｌ

｜
 
あ
し
か
び
一 の

現
場
か
ら
考
え
る

愛
し
・
働
き
。
育
て
る

日
本
が
「
社
会
主
義
」
と
映
る
時
代
Ｉ

Ⅱ
次
テ
サ
イ
、
〆
・
斉
膝
茂
叫

本
文
Ⅱ
次
力
／
卜
・
う
の
き
し
け
る

中
里
喜
昭
６

樋
口
今
日
子
詑

「
ジ
ャ
バ
メ
リ
カ
」

発
見
の
旅
か
ら

磯
野
宏
至

浅
野
富
美
枝

黒
田
知
惠
子

や
ぶ
が
み
ゆ
み
よ

加
藤
哲
郎
順
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司
あ
ｒ
み
が
レ
ー
ク
レ
づ
つ
九
ハ
ハ
、
一
コ

可
本
「
社
会
主
義
」

日
と
力

映
る
時
代

ｌ
｜
ジ
ャ
パ
メ
リ
ヵ
」
発
見
の
旅
か
ら

「
現
代
日
本
は
社
会
主
義
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
本
誌
の
読
者
な
ら
、
あ

っ
け
に
と
ら
れ
る
か
吹
き
出
す
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
真
面
目
に
そ
う
考
え
て
い
る
人
に
、
日
本
が
資
本
主
義
で
あ
る
こ
と
を
説

明
す
る
の
は
、
意
外
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
夏
か
ら
こ
の
春
ま
で
、
私
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
滞
在
し
て

い
た
。
そ
こ
で
、
か
の
国
の
自
称
レ
フ
ト
の
政
治
学
者
と
、
南
米
出
身
の
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
留
学
生
と
に
、
全
く
別
の
機
会
に
、
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
「
日

本
は
社
会
主
義
だ
」
と
。
二
人
と
も
知
識
人
で
あ
り
、
一
人
は
日
本
研
究
者
で

あ
る
。
日
本
の
事
情
に
無
知
で
「
社
会
主
義
」
の
地
図
が
広
が
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
逆
で
あ
る
。
二
人
の
そ
う
言
う
根
拠
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
け
れ

戒
〆
」
Ｊ
い
）
◎

一
人
の
論
拠
は
、
日
本
の
平
等
主
義
と
集
団
意
識
の
強
さ
で
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ぱ
、
「
社
会
主
義
」
思
想
の
原
点
は
ｌ
資
本
主
義
の
「
自
由
」
に
比
し
て

ｌ
「
平
等
」
の
実
現
に
あ
る
．
こ
の
尺
度
を
用
い
て
現
代
世
界
百
数
十
か
国

を
眺
め
る
と
、
日
本
は
、
一
人
当
た
り
国
民
所
得
が
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
分
配
に
お
い
て
格
差
が
ミ
｝
三
ム
な
、
世
界
の
理
想
郷

で
あ
る
。
統
計
上
で
は
秘
密
主
義
の
た
め
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
ソ
連
や
中
国

で
は
共
産
党
中
央
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
実
際
に
は
大
変
な
格
差
が
存
在
し
、

そ
れ
は
日
本
よ
り
大
き
い
は
ず
だ
、
と
も
言
う
。
彼
に
と
っ
て
「
社
会
主
義
」

は
、
生
産
手
段
国
有
化
や
中
央
集
権
的
計
画
経
済
な
ど
の
実
現
手
段
で
は
か
ら

る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
「
結
果
の
平
等
」
と
い
う
到
達
目
標
に
即
し
て
規
定

さ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
日
本
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
階
級
社
会
や

ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
社
会
、
ソ
連
の
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
支
配
を
伴
わ
ず

に
実
現
さ
れ
た
「
豊
か
な
国
」
で
、
大
金
持
ち
も
極
貧
層
も
相
対
的
に
少
な
い

平
等
社
会
で
あ
る
、
と
。

彼
の
い
ま
一
つ
の
論
点
は
、
共
同
体
意
識
の
存
在
で
あ
る
。
・
ヘ
ト
ナ
ム
反

戦
、
ス
テ
ュ
ー
デ
ン
ト
・
パ
ワ
ー
を
く
ぐ
り
、
イ
ン
ド
ま
で
行
っ
て
新
し
い
哲

学
を
求
め
て
き
た
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
個
人
主
義
に
絶
望
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
「
友
愛
」
精
神
と
社
会
主
義
の
「
平
等
」
原
理
の
結
合
を
求
め
て
い
る
。
こ

の
「
友
愛
」
も
、
日
本
で
は
、
伝
統
社
会
か
ら
離
陸
し
高
度
に
工
業
化
さ
れ
た

の
に
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
政
治
シ
ス
テ
ム
も
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
占

領
軍
の
な
か
の
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
社
会
主
義
者
た
ち
の
試
み
た
実
験
が
平
和

憲
法
へ
と
制
度
化
さ
れ
、
資
本
主
義
の
唯
一
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
政
治
的
市
民

的
自
由
（
彼
に
よ
れ
ば
、
欧
米
の
そ
れ
は
、
所
有
と
市
場
の
競
争
的
自
由
に
副

次
的
に
付
加
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ぬ
、
と
い
う
）
さ
え
持
っ
て
い
る
。
い
わ

藤
哲

〃

．
、
■
Ｊ
０
Ｌ
ｉ

鐸
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や
ぶ
か
み
黒
田
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
集
に
あ
り
ま
し
た
よ
ね
、
「
親

の
点
、
死
な
れ
た
と
た
ん
に
甘
く
な
り
」
。

（
「
こ
こ
が
ロ
ド
ゥ
ス
だ
。
こ
こ
で
跳
べ
」
）

浅
野
今
日
は
、
現
代
日
本
の
女
性
と
家
族
が
抱
え
て
い
る
問
題

を
、
高
所
か
ら
論
評
す
る
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
個
人
的
な
体
験

の
な
か
か
ら
掘
り
起
こ
そ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
予
定

し
て
い
た
テ
ー
マ
の
う
ち
、
生
活
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
中
心
に
話
が
進

み
ま
し
た
。
話
し
合
い
の
な
か
で
改
め
て
感
じ
た
こ
と
は
、
女
性
が
抱

え
て
い
る
問
題
と
い
う
の
は
け
っ
し
て
女
性
だ
け
の
問
題
な
の
で
は
な

く
、
日
本
の
歴
史
と
現
実
社
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
の
一
環
に
他
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
性
抑
圧
の
問
題
に
し
て
も
、
子
育
て
や
家

族
の
問
題
に
し
て
も
、
さ
ら
に
は
男
と
女
の
関
係
の
問
題
に
し
て
も
、

根
本
に
あ
る
の
は
労
働
と
生
活
の
問
題
で
あ
り
、
同
時
に
日
本
の
「
社

会
化
」
「
近
代
化
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
本
来
は
男
と
女
共
同
の
問
題

で
あ
る
と
同
時
に
社
会
の
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
子
育
て

と
生
活
と
い
う
形
で
現
象
し
た
場
合
に
は
女
性
が
一
手
に
問
題
を
請
負

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
承
ら
れ
る
。
こ
の
請
負
主
義
を
克
服
し
、
本
来
の

問
題
の
所
在
の
と
こ
ろ
で
闘
い
の
土
俵
を
組
ま
な
い
と
問
題
の
本
当
の

解
決
は
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が

ら
女
だ
け
で
世
界
が
変
え
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ

ま
し
た
。

女
性
と
家
族
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
現
象
し
て
い
る
こ
と
は
結
局
の

と
こ
ろ
、
戦
前
の
古
い
共
同
体
が
解
体
さ
れ
、
そ
こ
で
担
わ
れ
て
い
た

諸
機
能
を
担
う
場
、
つ
ま
り
新
し
い
共
同
体
。
新
し
い
社
会
が
戦
後
資

本
主
義
の
展
開
の
な
か
で
依
然
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で

生
じ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
と
し
、
ヘ

ル
で
新
し
い
共
同
体
．
新
し
い
社
会
を
建
設
す
る
課
題
、
そ
れ
に
伴
っ

た
現
代
民
主
主
義
を
創
出
す
る
課
題
は
、
今
日
益
々
重
要
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
女
性
と
家
族
が
抱
え
て
い
る
問
題
が
社
会
の
他

の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
正

確
な
認
識
が
何
よ
り
も
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

発
言
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
の
家
族
は
、
家
族
の
古
い
形

態
の
解
体
と
新
し
い
形
態
の
難
産
の
狭
間
で
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
私
た
ち
女
性
の
多
く
は
、
こ
の
家
族
と
い
う
「
現
場
」
に
真
正
面

か
ら
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
が
つ
き
つ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
苦
悩
し

つ
つ
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
絶
え
ず
自
己
に
問
い
か
け
な
が
ら
働
き
、

子
を
育
て
、
生
き
て
い
ま
す
。
「
こ
こ
が
ロ
ド
ゥ
ス
だ
。
こ
こ
で
跳
べ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
現
場
」
、
跳
ぶ
べ

き
「
ロ
ド
ゥ
ス
島
」
と
は
、
何
よ
り
も
個
々
の
家
族
で
あ
り
、
そ
し
て
職

場
で
あ
り
、
地
域
社
会
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
日
本
で
あ
り
、
こ
の
地
球
で

す
。
私
た
ち
が
立
っ
て
い
る
「
ロ
ド
ゥ
ス
」
は
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
跳
ぼ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
は
共
通
の
も

の
で
し
た
。
こ
の
姿
勢
を
も
っ
て
さ
ら
に
広
い
世
界
へ
撃
っ
て
で
た
い

と
思
い
ま
す
。
今
日
の
話
し
合
い
で
は
、
と
り
わ
け
労
働
現
場
の
女
性
が

抱
え
て
い
る
問
題
や
女
性
の
政
治
的
諸
権
利
の
問
題
な
ど
が
十
分
語
ら

れ
ず
、
残
念
で
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
深
め
あ
う
こ

と
に
し
ま
し
て
、
今
日
は
こ
の
へ
ん
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

鼎談女の現場から考える
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ぱ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
念
国
家
が
、
マ
ル
ク
ス
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
現
さ

れ
て
い
る
、
と
。

ち
な
象
に
彼
は
、
現
夫
人
が
日
本
国
籍
で
、
労
働
者
の
中
流
意
識
に
興
味
を

持
ち
、
日
本
滞
在
中
に
資
料
を
集
め
て
い
る
。
彼
に
対
し
て
は
、
中
流
意
識
の

か
げ
り
、
自
衛
隊
の
違
憲
的
増
強
や
職
場
に
憲
法
な
き
実
態
、
経
済
の
二
重
構

造
、
学
歴
競
争
に
こ
ど
も
の
自
殺
、
エ
リ
ー
ト
大
学
へ
の
高
所
得
者
子
弟
の
み

の
入
学
、
マ
ル
金
／
マ
ル
ビ
の
話
や
二
世
議
員
の
増
大
を
挙
げ
た
う
え
、
そ
も

そ
も
剰
余
価
値
搾
取
が
存
在
す
る
限
り
資
本
主
義
で
は
な
い
か
、
と
迫
る
。
し

か
し
、
マ
ル
ク
ス
よ
り
ウ
エ
ー
、
ハ
ー
に
資
本
主
義
の
定
義
を
見
出
す
彼
は
、
一

向
に
動
じ
な
い
。
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
主
義
論
の
方
を

挙
げ
て
論
理
の
矛
盾
を
衝
く
。
知
的
ゲ
ー
ム
と
し
て
は
何
と
か
な
っ
た
が
、
ど

う
も
後
味
が
悪
い
。

も
う
一
人
の
論
拠
は
、
よ
り
政
治
的
で
あ
る
。
彼
は
、
日
本
も
「
社
会
主

義
」
も
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
考
え
な
い
。
三
○
年
以
上
の
自
民
党
一
党
支
配
も

知
っ
て
お
り
（
そ
れ
は
レ
ー
ニ
ン
死
後
の
ス
タ
ー
リ
ン
支
配
の
長
さ
に
匹
敵
す

る
と
い
う
）
、
民
主
主
義
国
だ
と
は
到
底
言
え
な
い
。
中
南
米
に
よ
く
あ
る
権

威
主
義
的
開
発
国
家
を
よ
り
徹
底
し
制
度
化
し
た
も
の
だ
、
と
言
う
。
職
場
で

の
共
同
体
的
友
愛
精
神
の
存
在
な
ど
信
じ
ら
れ
ず
、
労
働
者
は
奴
隷
的
秩
序
と

長
時
間
労
働
に
沈
黙
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
も
言
う
。
ち
ょ
っ
と

極
端
だ
な
と
思
い
つ
つ
も
、
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
と
 
的
日
本
礼

賛
に
辞
易
し
て
き
た
自
称
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
レ
フ
ト
と
し
て
、
思
わ
ず
イ
エ

ス
・
シ
ュ
ァ
と
、
相
槌
を
う
つ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
か
ら
が
大
変
だ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
主
義
」
が

権
威
主
義
国
家
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
民
主
主
義
が
な
く
権
威
主
義
国
家
で
あ
る
こ
と
は
、
「
社
会
主
義
」

で
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
要
件
で
さ
え
あ
り
、
ソ
連
・
東
欧
・
中
国
・
◆
ヘ
ト
ナ
ム
・

キ
ュ
ー
バ
や
中
南
米
諸
国
と
同
等
で
あ
る
。
問
題
は
、
支
配
者
で
あ
る
党
官
僚

な
い
し
軍
事
独
裁
者
の
示
す
国
家
目
標
が
、
ど
れ
だ
け
社
会
的
に
支
持
さ
れ
ど

れ
だ
け
生
産
現
場
に
ま
で
浸
透
し
て
工
業
化
の
計
画
目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る

か
、
に
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
は
、
ソ
連
の
第
一
次
五
か
年
計
画

や
中
国
大
躍
進
運
動
に
匹
敵
す
る
超
工
業
化
を
、
よ
り
長
期
に
ス
ム
ー
ズ
に
実

現
し
え
た
、
強
力
な
「
社
会
主
義
」
国
家
で
あ
る
、
と
。
そ
の
生
産
手
段
が
私

的
所
有
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
「
社
会
主
義
」
規
定
と
矛
盾
し
な
い
。
彼
に
と

っ
て
、
「
社
会
主
義
」
は
、
「
資
本
主
義
」
と
な
ら
ぶ
工
業
化
の
一
つ
の
方
法

で
あ
り
、
国
家
計
画
に
重
点
を
お
く
か
市
場
メ
カ
’一
ズ
ム
に
委
ね
る
か
に
、
主

要
な
分
岐
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
、
権
威
主
義
国
家
の
支
配
者
自

民
党
官
僚
が
作
成
し
た
経
済
計
画
に
国
民
が
従
順
に
誘
導
さ
れ
た
「
社
会
主

義
」
的
工
業
化
の
先
進
例
で
あ
り
、
ソ
連
や
中
国
の
そ
の
後
の
「
失
敗
」
を
見

れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
市
場
中
心
「
資
本
主
義
」
的
工
業
化
に
対
抗

し
得
た
唯
一
の
成
功
例
と
な
る
。
た
だ
し
、
と
経
済
学
者
で
あ
る
彼
は
、
慎
重

に
も
（
？
）
付
け
加
え
る
。
韓
国
・
台
湾
な
ど
ア
ジ
ア
・
｝
一
ク
ス
か
ら
日
本
よ

り
高
度
な
典
型
例
が
現
わ
れ
る
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
、
中
国
の
「
四
つ

の
近
代
化
」
が
成
功
す
る
と
日
本
以
上
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
。
雄
弁
な

彼
に
は
、
返
す
言
葉
も
な
く
、
ど
う
も
君
と
僕
と
は
「
社
会
主
義
」
の
概
念
が

違
う
み
た
い
だ
、
と
答
え
る
の
み
で
別
れ
て
し
ま
っ
た
。

二
度
も
こ
ん
な
話
し
を
聞
い
た
の
で
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
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箪
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
兼
牙
・
あ
し
か
び
・
旅
牙
・
あ
し
か
び
・
葦
牙
・
あ
し
か
び
・
兼
牙
・
あ
し
か

の
原
理
的
理
解
を
基
準
に
こ
う
し
た
議
論
が
荒
唐
無
稽
だ
と
考
え
る
の
は
、
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
、
自
分
が
日
本
の
政
治
学
者
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
日

本
で
も
マ
ル
ク
ス
な
ど
知
ら
な
い
「
新
人
類
」
な
ら
、
彼
ら
に
共
感
し
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
、
と
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
国
に
限
ら
ず
、
世
界
の
多
く

の
国
ぐ
に
で
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
「
社
会
主
義
」
観
が
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く

な
い
土
壌
が
あ
る
。
第
一
、
日
本
で
流
布
し
わ
れ
わ
れ
が
「
常
識
」
と
し
て
い

る
「
社
会
主
義
」
観
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
普
及
度
や
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
型
「
社
会
主
義
」
政
党
の
浸
透
度
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
世
界
で

共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
第
二
に
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
「
社
会

主
義
」
と
い
え
ば
ソ
連
・
東
欧
・
中
国
・
キ
ュ
ー
・
ハ
な
ど
の
実
在
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
逃
れ
て
き
た
亡
命
者
・
移
民
・
難
民
を
無
数
に
抱
え
る
こ
の
国
で
は
、

「
ア
メ
リ
カ
に
は
な
ぜ
社
会
主
義
が
な
い
の
か
」
と
い
う
古
典
的
問
い
を
待
つ

ま
で
も
な
く
、
「
社
会
主
義
」
は
、
こ
れ
ら
の
国
に
現
存
す
る
政
治
支
配
シ
ス

テ
ム
や
物
質
的
生
活
水
準
（
に
つ
い
て
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
）
か
ら
、

ま
ず
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
権
威
主
義
政
治
や
中
央
集
権
経
済

は
、
（
必
ず
し
も
固
有
で
は
な
い
に
し
て
も
）
「
社
会
主
義
」
の
属
性
と
さ
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
レ
フ
ト
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
、
マ
ル
キ
ス
ト
と
自
己
紹
介
さ
れ

る
こ
と
は
た
ま
に
あ
っ
て
も
、
ソ
ー
シ
ャ
リ
ス
ト
と
か
コ
ミ
ュ
’一
ス
ト
は
、
タ

ブ
ー
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
が
、
あ
え
て
「
社
会
主

義
」
に
、
し
か
も
そ
の
最
高
段
階
と
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
問
題
は
き
っ

と
、
そ
の
「
日
本
」
観
の
方
に
あ
る
。
多
分
、
彼
ら
の
目
に
映
る
日
本
は
、
欧

米
に
匹
敵
す
る
超
大
国
で
、
ソ
連
よ
り
は
る
か
に
進
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ

う
い
え
ば
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ウ
ィ
ー
ク
」
誌
八
七
年
七
月
一
三
日
号
に
は
、
「
日

本
は
未
だ
に
自
分
が
ス
ー
。
ハ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
ら
れ
ず
に
い
る
」

と
い
う
、
皮
肉
と
も
い
ら
だ
ち
と
も
つ
か
ぬ
レ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
た
つ
け
。
そ
う

思
い
直
し
調
べ
て
み
る
と
、
確
か
に
日
本
資
本
主
義
は
、
強
大
だ
。

ジ
ャ
パ
ン
・
言
-
-
は
、
い
ま
や
、
ア
メ
リ
カ
市
場
を
席
巻
す
る
勢
い
で
あ

る
。
日
本
企
業
の
対
米
進
出
は
、
地
方
都
市
の
様
相
を
変
え
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
の
「
双
子
の
赤
字
」
の
累
積
に
見
合
っ
て
、
世
界
最
大
の
債
権
国
と
し
て
の

日
本
の
地
位
は
、
急
上
昇
し
て
い
る
。
．
○
年
前
に
は
、
￥
ハ
ン
カ
メ
と
シ
テ

ィ
コ
ー
プ
が
、
世
界
の
二
大
銀
行
だ
っ
た
。
今
日
、
十
大
銀
行
の
九
つ
は
日
本

の
銀
行
で
、
シ
テ
ィ
コ
ー
プ
は
二
九
位
、
・
ハ
ン
カ
メ
は
五
八
位
だ
」
（
「
日
本

は
世
界
の
言
-
-
．
マ
シ
ン
だ
」
「
ボ
ス
ト
ン
・
グ
ロ
ー
ブ
」
紙
一
九
八
七
年
四

月
一
九
日
）
、
「
ア
メ
リ
カ
は
い
ま
や
深
く
日
本
に
従
属
し
て
い
る
。
借
金
国

ア
メ
リ
カ
の
経
済
主
権
、
そ
れ
が
問
題
だ
」
（
同
二
月
八
日
）
、
「
も
し
東
京

の
急
騰
す
る
地
価
が
下
が
る
と
、
ア
メ
リ
カ
株
式
市
場
は
暴
落
す
る
だ
ろ
う
」

（
大
前
研
一
、
コ
ュ
ー
ョ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
二
月
二
日
）
。
こ
ん
な
報

道
が
、
日
夜
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
日
本
を
「
社
会
主
義
」
と
ま
で
言
わ
ず
と

も
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ン
デ
ー
」
で
す
っ
か
り
定
着
し
た
観
の
あ
る
「
落
日
の

ア
メ
リ
カ
、
日
の
出
の
日
本
」
と
い
う
新
た
な
「
常
識
」
の
も
と
で
は
、
イ
ギ

リ
ス
型
・
ア
メ
リ
カ
型
・
ソ
連
型
と
は
異
な
る
日
本
型
世
界
国
家
の
形
成
に
対

す
る
関
心
は
、
い
や
が
う
え
に
も
高
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
る
。
ハ
ー
テ
ィ

で
、
中
米
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
学
者
が
、
ウ
イ
ン
ク
し
な
が
ら
握
手
し
て
言

っ
た
。
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
を
倒
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
。
あ
い
に

く
私
は
、
ド
ル
払
い
の
ス
カ
ラ
ー
シ
ッ
プ
で
、
一
向
に
円
高
メ
リ
ッ
ト
に
あ
り
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つ
け
な
い
の
で
あ
っ
た
が
。

私
は
こ
れ
を
、
「
ジ
ャ
パ
メ
リ
カ
」
時
代
の
到
来
と
考
え
た
。
詳
し
く
は
拙

著
『
ジ
ャ
パ
メ
リ
ヵ
の
時
代
に
ｌ
現
代
日
本
の
社
会
と
国
家
』
（
花
伝
社
）

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
多
国
籍
独
占
・
金
融
資
本
を
主
体
と
し
た
日

米
共
同
体
が
す
で
に
形
成
さ
れ
、
世
界
の
労
働
者
・
民
衆
へ
の
支
配
と
抑
圧
の

重
層
的
体
系
の
頂
点
に
日
本
資
本
主
義
が
確
実
な
位
置
を
占
め
た
、
と
思
う
。

そ
れ
は
、
一
部
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の
い
う
「
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
ヵ
ー
ナ
」

に
代
わ
る
「
パ
ク
ス
・
ニ
ッ
ポ
’一
力
」
（
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
）
を
意
味
し
な
い
。
ア

メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
の
も
と
で
の
日
本
の
単
独
へ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
化
は
あ
り

え
な
い
か
ら
、
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
い
う
「
ア
メ
リ
ッ
ポ
ン
」
に
よ
る
共
同
管

理
が
追
求
さ
れ
、
そ
れ
は
世
界
の
被
抑
圧
民
衆
に
は
「
ジ
ャ
パ
メ
リ
ヵ
」
と
し

て
映
る
だ
ろ
う
。
メ
キ
シ
コ
の
方
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
農
産
物
「
自
由
化
」

や
軍
事
費
負
担
増
を
め
ぐ
っ
て
「
戦
争
」
と
ま
で
形
容
さ
れ
る
日
米
対
立
も
、

多
国
籍
企
業
中
心
に
統
合
化
が
進
ん
だ
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
核
で

の
、
反
革
命
秩
序
維
持
と
責
任
分
担
の
方
法
を
め
ぐ
る
戦
術
的
抗
争
に
ち
が
い

な
い
と
、
合
点
で
き
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
の
「
社
会
主
義
」
観
の
歪
巍
以
前
に
、
彼
ら
の
「
資
本
主

義
」
観
の
方
が
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
日
本
資
本
主
義
が
、
西
欧
型

「
個
人
主
義
」
や
「
市
民
社
会
」
を
欠
い
た
ま
ま
「
ジ
ャ
パ
メ
リ
ヵ
」
に
ま
で

到
達
し
た
た
め
、
彼
ら
の
「
資
本
主
義
」
観
が
混
乱
し
、
一
九
世
紀
を
範
と
し

そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
的
資
本
主
義
像
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
も
、

影
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
問
題
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
不
可
解
な
、
こ
の
日

本
「
資
本
主
義
」
像
な
の
だ
。

．

塊

-
卜

旧

．

-
謀

購

唖

弗

一
現
代
国
家
の
財
政
危
機
』
で
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
経
済
学

者
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
オ
コ
ン
ナ
ー
教
授
は
、
近
著
「
蓄
積
危
機
』
（
邦
訳
名

『
経
済
危
機
と
ア
メ
リ
カ
社
会
」
）
日
本
語
版
へ
の
序
文
で
、
ア
メ
リ
カ
的
消
費

中
心
「
フ
ロ
イ
ト
型
社
会
」
と
の
対
比
で
、
日
本
を
生
産
至
上
主
義
の
「
フ
ー

コ
ー
型
社
会
」
と
呼
ん
で
い
る
。
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン

教
授
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
の
歴
史
的
変
遷
の
リ
ズ
ム
か
ら
は
来
た
る
べ
き
日

本
の
中
心
的
役
割
が
予
測
さ
れ
る
が
、
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の

構
造
変
化
に
よ
り
そ
れ
は
不
安
定
・
不
確
実
だ
、
と
い
う
。
い
ま
や
世
界
中
で

超
大
国
日
本
資
本
主
義
、
そ
の
驚
異
的
経
済
発
展
の
秘
密
が
研
究
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
で
お
な
じ
ゑ
の
日
本
的
特
殊
性
論
・
日
本
例
外
論
は
、

必
ず
し
も
優
勢
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
日
本
文
化
論
・
日
本
的
集
団
主
義
論
は
、

日
本
で
の
経
済
大
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
強
化
に
は
役
立
つ
だ
ろ
う
が
、
世
界
の

支
配
者
・
民
衆
に
と
っ
て
は
普
遍
性
を
持
た
ず
、
「
学
習
」
も
「
輸
入
」
も
不

可
能
で
あ
る
。
自
信
を
喪
失
し
た
欧
米
社
会
科
学
の
な
か
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と

相
互
浸
透
し
て
「
不
純
」
に
な
っ
た
日
本
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
ピ
ュ
ア
な
ア

ジ
ア
・
ニ
ク
ス
に
目
を
広
げ
て
、
「
西
欧
資
本
主
義
」
に
対
す
る
「
東
ア
ジ
ア

資
本
主
義
」
（
「
日
常
世
界
の
構
成
』
の
社
会
学
者
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
ら
）
、

個
人
主
義
的
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
資
本
主
義
」
に
対
す
る
集
団
主
義
的
「
儒
教

資
本
主
義
」
（
森
嶋
通
夫
ら
）
を
理
論
化
す
る
潮
流
の
台
頭
が
、
め
ざ
ま
し
い
。

そ
し
て
、
鎌
田
慧
「
自
動
車
絶
望
工
場
』
や
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
／
杉
本
良
夫
『
現

代
日
本
の
民
主
主
義
」
の
よ
う
な
わ
ず
か
の
例
外
を
除
け
ば
、
希
望
と
善
意
を

も
っ
て
日
本
に
あ
こ
が
れ
る
人
々
に
、
日
本
資
本
主
義
と
国
家
の
実
像
を
伝
え

う
る
批
判
的
外
国
語
資
料
の
、
な
ん
と
乏
し
い
こ
と
か
！
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国
内
産
業
空
洞
化
と
生
産
性
低
下
に
悩
む
欧
米
で
、
か
つ
て
は
「
前
近
代

的
」
「
遅
れ
」
と
さ
れ
て
い
た
権
威
的
秩
序
へ
の
国
民
的
従
属
、
残
業
・
配
転
・

単
身
赴
任
を
受
容
す
る
儒
教
的
（
？
）
労
働
倫
理
、
受
験
戦
争
・
塾
を
伴
う
教

育
熱
ま
で
が
、
日
本
や
ア
ジ
ア
・
’一
ク
ス
の
「
持
続
的
成
長
の
秘
密
」
と
し
て

学
ば
れ
、
二
一
世
紀
の
「
超
近
代
」
「
フ
レ
ク
シ
ブ
ル
な
資
本
主
義
」
へ
の
適

応
技
術
と
し
て
「
輸
入
」
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
西
洋
の
没
落
」
「
太
平

洋
時
代
の
到
来
」
の
危
機
意
識
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
勃
興
期
の
シ
ュ
。
ヘ
ン
グ
ラ
ー

の
時
代
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
統
計
上
疑
い
無
き
事

実
と
し
て
既
に
認
め
ら
れ
、
両
地
域
に
ま
た
が
る
ア
メ
リ
カ
さ
え
も
が
、
「
ジ

ャ
パ
メ
リ
カ
」
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
お
そ
ら
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

や
西
海
岸
の
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
、
日
本
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
移
植
し
豪

華
に
し
た
生
活
様
式
や
、
日
本
人
観
光
客
の
円
高
に
便
乗
し
た
高
級
品
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
も
、
ア
メ
リ
カ
で
急
増
す
る
メ
キ
シ
コ
系
や
ア
ジ
ア
系
移
民
・
難
民
に
、

大
家
族
主
義
や
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
た
新
世
界
形
成
の
実
例

と
し
て
、
「
希
望
」
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
な
る
と
、
日
本
で
は
ラ

イ
ト
も
レ
フ
ト
も
こ
ぞ
っ
て
叫
ん
で
い
る
「
経
済
大
国
か
ら
生
活
大
国
ご
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
そ
れ
が
物
質
主
義
的
生
産
力
発
展
に
と
ら
わ
れ
て
い
る

限
り
で
は
、
「
日
本
モ
デ
ル
」
学
習
熱
に
拍
車
を
か
け
る
ば
か
り
で
は
な
い

そ
し
て
、
こ
う
し
た
兆
候
は
、
何
も
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
か
ね

ば
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
現
に
日
本
国
内
で
も
、
「
日
本
の
成
功
」
か
ら

学
ぼ
う
と
、
「
社
会
主
義
」
中
国
を
含
む
各
国
か
ら
の
留
学
生
が
、
急
増
し
て

い
る
。
私
の
大
学
院
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
半
数
も
、
そ
う
し
た
人
々
に
な
っ
た
。

「
じ
ゃ
ぱ
ゆ
き
さ
ん
」
や
職
を
求
め
る
ア
ジ
ア
の
人
食
が
、
次
を
に
流
入
し
て

き
て
い
る
。
東
京
・
新
宿
周
辺
に
い
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ジ
ア
の
言
葉
が
飛
び

交
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
人
々
に
対
す
る
態
度
こ
そ
、
日
本
の
諸
政
党

や
労
働
組
合
運
動
の
階
級
的
連
帯
や
国
際
主
義
的
友
愛
の
試
金
石
と
な
る
で
あ

ろ
う
と
、
ひ
そ
か
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
為
の
、
素
朴
な

が
ら
切
実
な
問
い
に
答
え
う
る
、
批
判
的
資
本
主
義
論
・
国
家
論
を
ど
う
再
構

築
す
べ
き
か
と
、
頭
を
悩
ま
し
て
い
る
。

（
一
橋
大
学
・
政
治
学
）

「
芙
蓉
鎮
」
の
阿
Ｑ
た
ち

武
藤
功

中
国
映
画
『
芙
蓉
鎮
』
を
観
て
ま
ず
思
っ
た
の
は
、
魯
迅
の
『
阿
Ｑ
正
伝
』

の
こ
と
で
あ
る
。
魯
迅
が
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
は
一
九
二
一
年
で
、
も
は
や

半
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
映
画
に
よ
っ
て
再
び
阿
Ｑ
が
現
代

に
甦
っ
た
と
い
う
思
い
を
強
く
抱
い
た
。
そ
れ
は
単
に
、
こ
の
映
画
の
登
場
人

辿力
？
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