
成
 
田
 
チ
 

セ
 

三
猿
を
真
似
て
悟
り
を
会
得
す

る
 

寄
り
添
え
ば
年
輪
傷
を
忘
れ

さ
せ
 

一
日
の
安
ら
ぎ
枕
だ
け
が
知
る
 

遠
花
火
忘
れ
か
け
て
た
胸
こ
が
す
 

生
き
て
い
る
証
と
き
め
き
捨
て
ら
れ
ぬ
 
 

小
山
内
 
ト
モ
子
 

子
が
な
く
て
母
に
な
れ
な
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
 

誰
を
待
つ
宵
待
草
の
は
か
な
さ
よ
 

梅
熟
し
拾
う
そ
ば
か
ら
又
落
ち
る
 

風
鈴
の
眠
り
を
誘
う
昼
下
り
 

遠
い
日
の
母
の
面
影
力
ス
ミ
草
 

-32- 

一
 

老
 
の
 
耳
 

竹
 
内
 
恭
 
子
 

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
老
 
益

々
元
気
な
り
 

捨
て
る
ゴ
ミ
拾
う
身
に
な
り
持
ち
帰
え
る
 

夏
の
夜
は
蛍
ネ
オ
ン

に
タ
涼
み
 

タ
暮
れ
に
稲
葉
公
害
事
故
予
感
 

夏
休
み
生
活
乱
れ

要
注
意
 
 

田
 
中
 
み
 
よ
 

病
弱
の
一
人
淋
し
く
時
計
見
る
 

老
の
耳
悪
口
聞
え
さ
ア
ー
大
変
 

朝
露
に
紫
陽
花
の
色
あ
ざ
や
か
に
 

老
の
耳
悪
く
て
聞
え
良
く
て
聞
え
ず
 

岩
風
呂
で
汗
を
か
き
か
き
ビ
ー
ル
飲
む
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一
起
寺
化

夏
の
夜
は
蛍
ネ
オ
ン
に
夕
涼
み

捨
て
る
ゴ
ミ
拾
う
身
に
な
り
持
ち
帰
え
る

寄
り
添
え
ば
年
輪
傷
を
忘
れ
さ
せ

夏
休
み
生
活
乱
れ
要
注
意

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
老
益
々
元
気
な
り

生
き
て
い
る
証
と
き
め
き
捨
て
ら
れ
ぬ

遠
花
火
忘
れ
か
け
て
た
胸
こ
が
す

夕
暮
れ
に
稲
葉
公
害
事
故
予
感

三
猿
を
真
似
て
悟
り
を
会
得
す
る

｜
日
の
安
ら
ぎ
枕
だ
け
が
知
る

蛍

火

成
田
チ
セ

竹
内
恭
子

遠
い
日
の
母
の
面
影
力
ス
ミ
草

老
の
耳

宵
待
草

病
弱
の
一
人
淋
し
く
時
計
見
る

老
の
耳
悪
口
間
え
さ
ア
ー
大
変

朝
露
に
紫
陽
花
の
色
あ
ざ
や
か
に

梅
熟
し
拾
う
そ
ば
か
ら
又
落
ち
る

岩
風
呂
で
汗
を
か
き
か
き
ビ
ー
ル
飲
む

老
の
耳
悪
く
て
聞
え
良
く
て
聞
え
ず

風
鈴
の
眠
り
を
誘
う
昼
下
り

子
が
な
く
て
母
に
な
れ
な
い
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

誰
を
待
つ
宵
待
草
の
は
か
な
さ
よ

田
中
み
よ

小
山
内

岬》謡峠

ト
モ
子
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《
 

一
 

盆
お
と
り
 
 

》
 

八
十
路
坂
亡
き
母
恋
し

我
独
り
 

盆
お
ど
り
月
が
家
ま
で
着
い
て
く
る

亡
き
母
に
今
朝
も
手
向
の
花
を
折
る

宵
待
草
何
を
待

つ
や
ら
夜
に
咲
く

あ
じ
さ
い
の
う
す
紫
が
気
に
か
か
る
 

恋
ご

こ
ろ
 

千
 
代

一
 

出
稼
や
 
古
女
房
に
 
恋
ご
こ
ろ
 

子
育
て
は
 
軌
道
は
ず
れ

の
 
追
い
か
け
っ
こ
 

遠
い
日
の
恋
す
る
乙
女
は
 
メ
ロ
ド
ラ
マ
 

Aフ
 
ミ
 
サ
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沢
 
田
 
政
 
孝
 

靖
蛤
釣
る
糸
が
流
れ

る
秋
晴
る
 

稲
運
ぶ
小
舟
に

月
の
登
り
け
り
 

征
く
日
待
ち
稲
扱
く
兄
の
肩
広
し
 

街
を
行
く
人
そ
れ
ぞ
れ
の
夜
寒
か
な
 

木
の
葉
散
る
音
の
淋
し
き
月
夜
か
な
 
 

秋
 
元
 
惣
之
進
 

昭
和
拾
七
年
 
畏
敬
の
友
 
沢
田

薫
さ
ん
か
ら
俳
誌
「
鳴
子

創
刊
号
」
を
発
行
す
る
か
ら
入
会
し
な
い
か
と
言
わ
れ
て
入
会

し
た
時
の
作
品
で
す
。
私
が
満
拾
六
歳
の
時
で
し
た
。
 

（
俳
誌
鳴
子
よ

り
）
 

風
呂
の
戸
に
 
せ
ま
り
て
谷
の
 
お
ぼ
ろ
月
 

炎
天
や
 
南
方
の
兵
 
偲
ば

る
る
 

歩
哨
兵
 
し
ば
ら
く
月
を
 
眺
め
け
り
 

秋
晴
れ
や
 
勤
労
奉
仕
の
 
旗
立
ち
ぬ
 

馬
屋
よ
り
鼻
息
聞
こ
ゆ
 
寒
さ
か
な
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盆
お
ど
り

あ
じ
さ
い
の
う
す
紫
が
気
に
か
か
る

宵
待
草
何
を
待
つ
や
ら
夜
に
咲
く

亡
き
母
に
今
朝
も
手
向
の
花
を
折
る

稲
運
ぶ
小
舟
に
月
の
登
り
け
り

蜻
蛉
釣
る
糸
が
流
れ
る
秋
晴
る

盆
お
ど
り
月
が
家
ま
で
着
い
て
く
る

木
の
葉
散
る
音
の
淋
し
き
月
夜
か
な

街
を
行
く
人
そ
れ
ぞ
れ
の
夜
寒
か
な

八
十
路
坂
亡
き
母
恋
し
我
独
り

征
く
日
待
ち
稲
扱
く
兄
の
肩
広
し

句|価司

今
ミ
サ

沢
田
政
孝

昭
和
拾
七
年
畏
敬
の
友
沢
田
薫
さ
ん
か
ら
俳
誌
「
鳴
子

創
刊
号
」
を
発
行
す
る
か
ら
入
会
し
な
い
か
と
言
わ
れ
て
入
会

し
た
時
の
作
品
で
す
。
私
が
満
拾
六
歳
の
時
で
し
た
。

恋
ど
こ
ろ

炎
天
や
南
方
の
兵
偲
ば
る
る

風
呂
の
戸
に
せ
ま
り
て
谷
の
お
ぼ
ろ
月

歩
哨
兵
し
ば
ら
く
月
を
眺
め
け
り

遠
い
日
の
恋
す
る
乙
女
は
メ
ロ
ド
ラ
マ

出
稼
や
古
女
一
房
に
恋
ど
こ
ろ

馬
屋
よ
り
鼻
息
聞
こ
ゆ
寒
さ
か
な

秋
晴
れ
や
勤
労
奉
仕
の
旗
立
ち
ぬ

子
育
て
は
軌
道
は
ず
れ
の
追
い
か
け
っ
こ

（
俳
誌
鳴
子
よ
り
）

秋
元
惣
之
進
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津
軽
弁
 
村
の
笑
い
話
コ
 

勘
 

違
 

、
、司
 

り
レり
 

村
人
の
噂
に
よ
る
と
、
 
「
坂
下
の
オ
ド
、

ヘ
ン
キ
で
赤
く
、
大
き

く
、
風
船
の
よ
う
に
ふ
く
ら
ん
で
い
る
」
 
とい
う
。
 

し
か
し
、
何
故
か
、
村
の
女
達
は
オ
ド
に
好
意
を
寄
せ
、
熱
い
視

線
を
お
く
っ
て
い
た
。
 

そ
の
オ
ド
が
、
村
の
銭
湯
で
背
中
を
こ
す
っ
て
い
た
と
き
、
強
い

近
視
の
三
吉
が
入
っ
て
き
た
。
 

三
吉
は
、
オ
ド
の
そ
れ
が
洗
桶
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
、
い
き
な
り

ギ
ュ
ッ
と
つ
か
み
ひ
っ
ぱ
っ
た
。
 

「
イ
デ
デ
ア
 

ソ
レ
、
ワ
サ
、
ツ
デ
ラ
モ
ン
ダ
ネ
」
 
オ
ドは
 

叫
ん
だ
。
 

三
吉
は
、
び
っ
く
り
し
て
手
を
引
っ
込
め
、
 

「
ア
ラ
、
ア
ラ
、
 迷
惑
シ
タ
ジ
ャ
、
洗
桶
だ
と
思
っ
た
き
や
、
 ワ
 

ラ
シ
の
頭
だ
な
あ
」
 

（
村
）
 

櫛
 
弓
 
八
千

代
 

女
に
も
持
ち
た
い
と
思
う
城
が
あ
る
。
 

戦
国
武
士
も
獣
壊
で
手
柄
を
た
て
、

一
界
の
武
将
か
ら

一
国
一
城
の
尋
に

と
夢
を
持
っ
た
時
代
が
あ
っ

た
。
 

戦
乱
の
世
な
ら
ず
と
も
現
代
に
於
て
も
城
を
持
ち
た
い
が
為
、
悪
に
手

を
染
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
、
小
さ
く
て
も
よ
い
自
分
の
城
を
持
ち
た

い
と
念
ず
る
の
は
、
男
の
世
界
だ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

先
頃

テ
レ
ビ
で
、
戦
国
時
代
女
性
は
自
主
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
、
と

作
家
「
永
井
路
子
」
は
語
る
。
男
達
が
い
つ
も
戦
場
に
出
て
家
を
守
っ
て

子
供
を
、
育
て
て
い
る
の
は
女
、
し
か
も
、
今
の
時
代
の
よ
う
に
少
子
化

の
世
で
は
な
く
、
子
を
沢
山
産
ん
で
育
て
た
時
代
を
生
き

て
い
た
の
で
す
。
 

だ
が
そ
ん
な
女
性

の
生
き
方
と
は
少
し
違
う
形
の
女
性
の
生
き
方
が
、
今

起
っ

て
い
る
と
い
う
。
 

す
な
わ
ち
「

マ
ン
シ
ョ
ン
」
 
と
い
う
城
で
ある
。
 一
般
的
に
は
、
男
性
が

家
族
を
持
っ
て
郊
外
に
 
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
 
を買
い
求
め
る
と
こ
ろ
、
女
性

は
自
分
に
と
っ
て
、
都
合
の
よ
い
ス
ペ
ー
ス
で
通
勤
に
楽
な
 
「マ
ン
シ
ョ

ン
」
を
選
ぶ
と
い
う
。
 女
性
は
結
婚
す
る
、
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
自
分

の
資
産
を
持
ち
、
老
後
の
不
安
に
備
え
る
と
い
う
も
の
だ
そ
う
だ
。
 
 

今
女
性
に
 
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
が
売
れ
て
い
る
事
情
の
背
景
に
は
、
三
十
代

独
身
女
性
の
激
増
、
そ
し
て
今
で
は
、
女
性
も
経
済
社
会
の
歯
車
の

一
員

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
せ
っ
か
く
稼
い
で
い
く
お
金
を
洋
服
や
、
 宝

飾
品
に

つ
ぎ
こ
む
よ
り
も
将
来
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
構
築
し

て
お
こ
う

と
い
う
考
え
か
ら
だ
と
い
う
。
 

で
は
戦
前
、
戦
後
を
生
き
抜
い
て
き
た
女
性
達
は
と
い
う
と
、
自
分
が
自

由
に
使
え
る
金
を
得
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ゃ
は
り
男
社
会

の
中
で
男

尊
女
卑
の
枠
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
時
代
を
過
し
て
き
た
。
 

娘
時
代
は
親
に
逆
ら
え
ず
、
嫁
し
て
は
そ
の
家
の
し
き
た
り
、
嫁
姑
の
確

執
に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
、
女
の
居
場
所
な
ん
て
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
 

そ
ん
な
中
で
少
し
自
由
に
出
来
る
と
こ
ろ
は
「
厨
」
 
であ
っ
た
。
 私
が
三

十
数
年
前
嫁
い
だ
こ
ろ
は
「
め
ん
じ
ゃ
」
と
言
い
、
そ
れ
か
ら

「
流
し
」
 

に
変
っ
て
現
在
も
こ
の
言
葉
を

つ
か
っ
て
い
る
。
 

流
し
と
い
う
所
に
は
男
達
が
あ
ま
り
用
が
な
い
、
ど
こ
に
な
に
が
あ
る
か
、
 

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
普
通
の
男
で
あ
れ
ぱ
無
感
心
な
の
で
あ
る
。
 

女
達
は
水
仕
事
を
し
な
が
ら
洞
を
ふ
き
、
く
や
し
い
こ
と
も
冷
い
水
に
ふ
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れ
て
流
し
た
も
の
で
す
。
 

そ
し
て
姐
板
に
き
ざ
み
込
む
音
で
さ
え
、
悲
し
い
時
は
悲
し
い
音
で
、
嬉

し
い
時
、
楽
し
い
時
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
女
達
は
も
の
を
き
ざ
む
、
ま
さ
し

く
「
流
し
」
は
女
の
城
な
の
で
す
。
 

ま
た
母
親
が
流
し
で
煮
炊
き
を
し
て
い
る
姿
が
あ
れ
ば

子
供
達
に
も
安
心

感
を
与
え

る
と
い
う
も
の
で
す
。
 

男
達
は
流
し

に
入
っ
て
こ
な
く
て
も
子
供
達
は
晩
の
お
か
づ
が
気
に

な

り
母
親
の
調
理
し
て
る
も
の
を
味
見
し
て
自
然
に
母
親
か
ら
娘
へ
と
「
お

ふ
く
ろ
」
の
味
が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。
 

私
も
母
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
が
あ
る
、
漬
物
な
ど
は
特
に
そ
う
で
す
。
 

実
家
の
味
付
け
で
育
っ
た
舌
は
そ
う
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
歳
を
重
ね

れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
そ
の
味
は
恋
し
く
な
る
も
の
で
す
。
 

女
性
は
嫁
げ
ば
姑
の
意
見
に
し
た
が
い
、
や
が
て
、
自
分
の
子
供
に
嫁
を

迎
え
れ
ぱ

又
、
そ
の
嫁
と
の
確
執
に
と
ら
わ
れ
る
三
百
六
十
五
日
円
満
と

い
う
訳
に
は
い
か
な
い
、
み
ん
な
耐
え
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
 

そ
ん
な
や
や
こ
し
い
、
し
が
ら
み
か
ら
抜
け
だ
し
た
い
と
思
う
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
る
、
そ
う
い
う
女
達
か
ら
見
れ
ば
今
起
っ
て
る
三
十
代
独
身
女

性
が
、
結
婚
し
な
い
訳
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
や
は

り
自
分
だ
け
の
城
が
ほ
し
い
。
 

し
が
ら
み
を
断
ち
た
い
女
の
糸
切
り
葉
 

言
い
勝
っ
て
心
の
隅
に
五
分
の
傷
 

ま
っ
と
う
に
生
き
た
十
指
を
陽
に
か
ざ
す
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れ
て
流
し
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
俎
板
に
き
ざ
み
込
む
音
で
さ
え
、
悲
し
い
時
は
悲
し
い
音
で
、
嬉

し
い
時
、
楽
し
い
時
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
女
達
は
も
の
を
き
ざ
む
、
ま
さ
し

く
「
流
し
」
は
女
の
城
な
の
で
す
。

ま
た
母
親
が
流
し
で
煮
炊
き
を
し
て
い
る
姿
が
あ
れ
ば
子
供
達
に
も
安
心

感
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。

男
達
は
流
し
に
入
っ
て
こ
な
く
て
も
子
供
達
は
晩
の
お
か
づ
が
気
に
な

り
母
親
の
調
理
し
て
る
も
の
を
味
見
し
て
自
然
に
母
親
か
ら
娘
へ
と
「
お

ふ
く
ろ
」
の
味
が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

私
も
母
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
が
あ
る
、
漬
物
な
ど
は
特
に
そ
う
で
す
。

実
家
の
味
付
け
で
育
っ
た
舌
は
そ
う
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
歳
を
重
ね

れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
そ
の
味
は
恋
し
く
な
る
も
の
で
す
。

女
性
は
嫁
げ
ば
姑
の
意
見
に
し
た
が
い
、
や
が
て
、
自
分
の
子
供
に
嫁
を

迎
え
れ
ば
又
、
そ
の
嫁
と
の
確
執
に
と
ら
わ
れ
る
三
百
六
十
五
日
円
満
と

い
う
訳
に
は
い
か
な
い
、
み
ん
な
耐
え
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

そ
ん
な
や
や
こ
し
い
、
し
が
ら
み
か
ら
抜
け
だ
し
た
い
と
思
う
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
る
、
そ
う
い
う
女
達
か
ら
見
れ
ば
今
起
っ
て
る
三
十
代
独
身
女

性
が
、
結
婚
し
な
い
訳
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
や
は

り
自
分
だ
け
の
城
が
ほ
し
い
。

し
が
ら
み
を
断
ち
た
い
女
の
糸
切
り
葉

言
い
勝
っ
て
心
の
隅
に
五
分
の
傷

ま
つ
と
う
に
生
き
た
十
指
を
陽
に
か
ざ
す

女
の
城

女
に
も
持
ち
た
い
と
思
う
城
が
あ
る
。
今
女
性
に
「
マ
ソ
シ
ョ
こ
が
売
れ
て
い
る
事
情
の
背
景
に
は
、
三
十
代

い
く
さ
ば

あ
る
じ

戦
国
武
士
も
戦
場
で
手
柄
を
た
て
、
一
界
の
武
将
か
ら
一
国
一
城
の
主
に
独
身
女
性
の
激
増
、
そ
し
て
今
で
は
、
女
性
も
経
済
社
会
の
歯
車
の
一
員

と
夢
を
持
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
せ
っ
か
く
稼
い
で
い
く
お
金
を
洋
服
や
、
宝

戦
乱
の
世
な
ら
ず
と
も
現
代
に
於
て
も
城
を
持
ち
た
い
が
為
、
悪
に
手
飾
品
に
つ
ぎ
こ
む
よ
り
も
将
来
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
構
築
し
て
お
こ
う

を
染
め
る
も
の
も
少
な
く
な
い
、
小
さ
く
て
も
よ
い
自
分
の
城
を
持
ち
た
と
い
う
考
え
か
ら
だ
と
い
う
。

い
と
念
ず
る
の
は
、
男
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
戦
前
、
戦
後
を
生
き
抜
い
て
き
た
女
性
達
は
と
い
う
と
、
自
分
が
自

先
頃
テ
レ
ビ
で
、
戦
国
時
代
女
性
は
自
主
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
、
と
由
に
使
え
る
金
を
得
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
や
は
り
男
社
会
の
中
で
男

作
家
「
永
井
路
子
」
は
語
る
。
男
達
が
い
つ
も
戦
場
に
出
て
家
を
守
っ
て
尊
女
卑
の
枠
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
時
代
を
過
し
て
き
た
。

子
供
を
、
育
て
て
い
る
の
は
女
、
し
か
も
、
今
の
時
代
の
よ
う
に
少
子
化
娘
時
代
は
親
に
逆
ら
え
ず
、
嫁
し
て
は
そ
の
家
の
し
き
た
り
、
嫁
姑
の
確

の
世
で
は
な
く
、
子
を
沢
山
産
ん
で
育
て
た
時
代
を
生
き
て
い
た
の
で
す
。
執
に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
、
女
の
居
場
所
な
ん
て
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ

だ
が
そ
ん
な
女
性
の
生
き
方
と
は
少
し
違
う
形
の
女
性
の
生
き
方
が
、
今
る
。

起
っ
て
い
る
と
い
う
。

そ
ん
な
中
で
少
し
自
由
に
出
来
る
と
こ
ろ
は
「
厨
」
で
あ
っ
た
。
私
が
三

す
な
わ
ち
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
城
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
男
性
が
十
数
年
前
嫁
い
だ
こ
ろ
は
「
め
ん
じ
や
」
と
言
い
、
そ
れ
か
ら
「
流
し
」

家
族
を
持
っ
て
郊
外
に
「
マ
ン
シ
ョ
こ
を
買
い
求
め
る
と
こ
ろ
、
女
性
に
変
っ
て
現
在
も
こ
の
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
。

は
自
分
に
と
っ
て
、
都
合
の
よ
い
ス
ペ
ー
ス
で
通
勤
に
楽
な
「
マ
ン
シ
ョ
流
し
と
い
う
所
に
は
男
達
が
あ
ま
り
用
が
な
い
、
ど
こ
に
な
に
が
あ
る
か
、

と
を
選
ぶ
と
い
う
。
女
性
は
結
婚
す
る
、
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
自
分
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
普
通
の
男
で
あ
れ
ば
無
感
心
な
の
で
あ
る
。

の
資
産
を
持
ち
、
老
後
の
不
安
に
備
え
る
と
い
う
も
の
だ
そ
う
だ
。
女
達
は
水
仕
事
を
し
な
が
ら
泪
を
ふ
き
、
く
や
し
い
こ
と
も
冷
い
水
に
ふ

｜
津
軽
弁
村
①
笑
Ｏ
話
．
眉
阿
目

勘
違
い

村
人
の
噂
に
よ
る
と
、
「
坂
下
の
オ
ド
、
ヘ
ン
キ
で
赤
く
、
大
き

く
、
風
船
の
よ
う
に
ふ
く
ら
ん
で
い
る
」
と
い
う
。

し
か
し
、
何
故
か
、
村
の
女
達
は
オ
ド
に
好
意
を
寄
せ
、
熱
い
視

線
を
お
く
っ
て
い
た
。

そ
の
オ
ド
が
、
村
の
銭
湯
で
背
中
を
こ
す
っ
て
い
た
と
き
、
強
い

近
視
の
三
吉
が
入
っ
て
き
た
。

三
吉
は
、
オ
ド
の
そ
れ
が
洗
桶
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
、
い
き
な
り

ギ
ュ
ッ
と
つ
か
み
ひ
っ
ぱ
っ
た
。

「
イ
デ
デ
ア
・
・
・
…
…
ソ
レ
、
ワ
サ
、
ツ
デ
ラ
モ
ソ
ダ
ネ
」
オ
ド
は

叫
ん
だ
。

三
吉
は
、
び
っ
く
り
し
て
手
を
引
っ
込
め
、

「
ア
ラ
、
ア
ラ
、
迷
惑
シ
タ
ジ
ャ
、
洗
桶
だ
と
思
っ
た
き
や
、
ワ

ラ
シ
の
頭
だ
な
あ
」

（
村
）

津
軽
弁

櫛
引
八
千
代
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盤
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鰍
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田
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饗
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獅
 

秋
 
元
 
惣
之
進
 

人
が
生
存
す
る
に
は
「
食
」
が

一
番
大
切
で
有
る
と
思
う
。
毎
日
毎
日
、
 

三
度
、
喰
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
食
生
活
だ
が
、
副
食
に
も
多
種
多
様
が

有
り
、
何
時
の
世
も
主
婦
は
「
お

数
ず
」
に
悩
み
、
気
を
使
い
大
変
で
有

る
が

「
お数
ず
」
も
時
代
と
共
に
変
っ
て
く
る
が
、
米
、
魚
、
野
菜
が
変
っ

て
居
る
の
で
は
無
く
、
昔
の
大
地
主
の
家
と
農
家
で
は
食
事
も

雲
泥
の
差

で
あ
っ
た
と
思
う
。
 

子
供
の
頃
に
明
治
生
れ
の
人
か
ら

聞
い
た
農
家
の
食
生
活
に

つ
い
て
記

憶
を
た
ど

り
綴
っ
て
見
た
い
と
思
う
。
 

往
昔
の
和
尚
様
は
長
髪
は
禁
じ
ら
れ
、
妻
帯
せ
ず
肉
類
は
勿
論
、
魚
具

類
も
絶
対
に
喰
べ
な
か
っ

た
と
言
う
。
和
尚
様
の
喰
べ
る
副
食
は
主
に
豆

腐
、
湯
葉
、
麹
、
海
草
類
、
野
菜
類
、
山
野
草
の
植
物
性
の
物
だ
け
だ
っ

た
と
言
う
。
 

又
、
動
物
性
の
肉
類
は
一
切
禁
じ

た
と
言
う
が
、
和
尚
様
が
妻
を
姿
取

り
、
肉
類
や
魚
介
類
を
喰
べ
る
と
世
間
か
ら
生
臭
坊
主
と
陰
ロ
を
言
わ
れ

笑
わ
れ
た
。
 

戦
前
迄
は
葬
式
が
有
っ
た
り
、
法
事
が
あ
っ
て
も
精
進
料
理
で
和
尚
様
 
 

は
勿
論
、
忌
中
に
当
っ
て
居
る
と
言
い
、
家
族
は
肉
類
や
魚
貝
類
は
喪
に

服
し
て
居
る
と
言
い
、
四
十
九
日
間
は
精
進
料
理
で
ロ
や
身
体
を
浄
め
散

髪
も
せ
ず
風
呂
に
も
入
ら
ず
謹
し
ん
だ
其
の
仏
教
の
影
響
か
、
昔
の
人

々

は
肉
食
を
嫌
い
、
四
ッ
足
（
獣
）
の
肉
を
喰
べ
る
と
罰
が
当
る
と
か
、
又
、
 

口
が
曲
が
る
と
か
の
迷
信
に
走
っ
た
。
獣
の
肉
を
食
っ
た
人
は
七
日
間
は

忌
に
服
し
、
 一
週
間
は
水
で
口
を
含
嚇
し
て
浄
め
な
け
れ
ぱ
い
け
な
い
と

信
じ
、
又
、
世
間
か
ら
も
後
指
を
差
さ
れ
た
。
四
ッ
足
の
肉
を
囲
炉
裏
で

煮
る
と
罰
が
当
る
と
信
じ
、
ど
う
し
て
も
喰
べ
た
い
時
は
屋
外
で
煮

て
喰

べ
た
。
 

特
に
女
性
は
四
ッ
足
を
喰
べ
る
と
四
ッ
足
の
子
供
が
生
ま
れ
る
か
ら
絶

対
に
禁
じ
ら
れ
た
。
又
、
兎
を
喰
べ
る
と

「
ミ
ツ
ク
ツ
廿
兎
唇
廿
上
唇
に

小
さ
な
亀
裂
の
あ
る
口
」
の
子
供
が
生
れ
る
な
ど
忌
み
嫌
い
迷
信
に
走
り

肉
食
を
恐
れ
、
鶏
は
勿
論
で
鶏
卵
も
忌
み
嫌
ら
わ
れ
て
喰
べ
な
か
っ
た
婦

女
子
も
多
々
あ
っ
た
と
言
う
。
 

又
、
仏
教
の
影
響
か
ら
か
、
お
年
寄
り
が
肉
を
好
ま
な
か
っ
た
か
ら
肉

料
理
は
普
及
し
な
か
っ
た
が
、
明
治
、
大
正
時
代
に
軍
隊
に
入
っ
た
人
が

軍
隊
で
は
将
校
は
勿
論
、
兵
士
で
も
普
段
か
ら
肉
料
理
を
喰
べ
る
の
が
普
 

上
 

通
だ
っ
た
。
と
村
人
に
言
い
伝
え
た
の
で
村
人
も
次
第
に
肉
料
理
も
普
及

し
て
来
た
。
 豚
肉
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
喰
べ
た
と
言
う
が
、
肉
食
を
喰

べ
て
も
口
を
揺
し
い
で
浄
め
る
と
罰
が
当
ら
な
い
と
頑
固
な
老
人
も
迷
信

を
次
第
に
忘
れ
、
兎
や
鶏
は
勿
論
、
四
ッ
足
の
獣
の
肉
で
も
自
然
に
喰
べ

る
様
に
な
っ
た
が
、
昔
は
牛
乳
を
飲
む
の
も
嫌
っ
た
と
言
う
が
牛
の
乳
を

呑
む
と
四
ッ
足
の
子
や
動
作
が
鈍
る
と
敬
遠
さ
れ
た
が
、
医
者
が
病
人
や

身
体
の
弱
い
子
供
達
に
勧
め
栄
養
を
取
ら
せ
た
が
乳
臭
い
と
云
っ

て
好
ま

な
か
っ
た
が
、
病
人
は
仕
方
な
し

に
飲
ん
だ
と
一
l
a
う
。
 

昔
は
北
海
道
や
西
海
岸
で
も
練
が
盛
ん
に
穫
れ
大
豊
漁
だ
っ
た
と
言
う
、
 

漁
期
は
三
月
か
ら
四
月
頃
が
最
盛
期
で
海
が
黒
く
な
る
程
に
群
れ
て
居
っ

た
と
言
う
が
、
値
段
も
捨
値
同
様
だ
っ
た
か
ら
何
処
の
家
で
も
鯨
を
沢
山
 

ヌ
ガ
ズ

ケ
 

買
っ
て
、
塩
漬
や
米
糖
漬
切
り
込
み
に
し
た
。
 又
、
農
家
で
は
値
段
が
安

く
栄
養
が
有
り
、
美
味
し

い
身
欠
練
を
沢
山
買
っ
て
田
植
や
農
家
の
休
日

に
は

一
番
の
ご
馳
走
で
、
身
欠
練
を
焼
い
て
生
味
噌
を
付
け
て
「
サ
ア

ー
 

ー
杯
と
酒
を
出
す
と
最
高
の
ご
馳
走
だ
っ
た
。」
 

私
が
子
供
の
頃
、
隣
家
の
須
崎
さ
ん
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
ら
、
須
崎

さ
ん
の
親
爺
が
私
の
家
で
は
身
欠
鯨
を
か
ま
す
詰
で
買
っ
た
と
言
い
、
藁

で
持
し
ら
い
た
 
「タ
ワ
シ
」
 
で身
欠
練
を

「
ゴ
ス
ゴ
ス
」
 
こ
し
って
居
っ

た
の
で
、
良
く
見
る
と

身
欠
鯨
に
瑠

の
郵
が
所
々
に
動
い
て

い
た
の
で
 

「
姐
で
は
無
い
か
」
と
聞
く
と
、
親
爺
は
身
欠
練
は
美
味
し

い
の
で
蝿
が

喰
べ
に
来
て
卵
を
下
ろ
し
て
姐
に
な
っ
て
居
る
の
だ
と
言
う
て
、
又
、
藁

の
 「
タ
ワ
シ
」
 
で
 「
ゴ
ス
ゴ
ス
」
 
こ
し
って
姐
を
落
し
て
居
っ
た
。
 私
は
 

キ
タ
 

子
供
な
が
ら
に
汚
な
い

（
不衛
生
）
と
つ
く
づ
く
感
じ
た
。
 

熱
い
ご
飯
に
 
「筋
子
」
 
と
言う
が
熱
い
ご
飯
に
練
の
「
切
り
込
み
」
 
も

格
別
な
味
で
食
欲
を
増
し
。
 又
、
 
「
ジ
ユ
ウ
ジ
ユ
ウ
」
と
焼
け
た
脂
肪
の
 

「
の
り
切
っ
た
」
生
練
に
醤
油
を
か
け
て
喰
べ
る
の
も
格
別
な
味
で
「
ア

ト
ハ
タ
リ
」
 
をす
る
。
 

農
家
が
喰
べ
る
魚
は
一
般
的
に
格
安
値
の
鰯
で
あ
る
。
鰯
は
魚
類
の
内

で
も

一
番
安
値
で
焼
い
て
も
良
し
、
煮
て
も
良
し
、
栄
養
が
豊
富
だ
と
言

う
。
昔
は
西
海
岸
地
方
で
も
鰯
が
沢
山
穫
れ
た
そ
う
だ
が
、
余
り
多
く
穫

れ
た
の
で
焼
干
し
ゃ
煮
干
し
に
し
た
と
言
う
が
煮
干
し
ゃ
焼
千
し
は
お
汁

の
味
出
し
に
し
た
が
、
其
れ
で
も
余
る
の
で
鰯
粕
を
肥
料
に
し
た
と
言
う

話
も
聞
い
た
事
が
あ
る
。
 

ハ
タ
ハ

タ
 

ウ
ロ

コ
 

「
鱗
」
は
何
ん
と
言
う
て
も
秋
田
県
で
穫
れ
た
と
言
う
が
、
鰍
は
鱗
が

無
い
魚
で
珍
ら
し
が
ら
れ
た
。
昔
は
西
海
岸
地
方
で
も
豊
漁
が
続
き
多
く

穫
れ
た
と
言
う
。
鱗
は
一
般
の
人
々
に
好
ま
れ
味
噌
を
付
け
て
焼
く
の
も

良
し
、
寿
司
漬
も
良
し
、
米
糠
潰
、
塩
漬
、
鰍
の
カ
ヤ
キ
鍋
も
美
味
し
い
。
 

又
、
鱗
の
 
「
ブリ

廿
卵
」
は
醤
油
で
煮
て
ロ
に
入
れ
て
詔
る
と

「
ブ
リ
ブ

リ
」
鳴
っ
て
味
が
出
る
の
で
大
人
も
子
供
も
止
め
ら
れ
な
い
。
 

鱈
は
脇
野
沢
で
穫
れ
た
と
言
う
。
昔
の
旧
正
月
に
は
嘉
瀬
の
十
文
字
に

詰
の
市
が
出
来
て
大
賑
わ
い
だ
っ
た
。
魚
屋
で
は
固
め
た
雪
の
上
に
鱈
が

山
の
如
く
積
ま
れ
、
村
人
達
が
魚
屋
か
ら
鱈
を
買
い
、
鱈
の
首
に
縄
を
付

け
雪
の
上
を

「
ズ
ル
ズ
ル
」
引
き
な
が
ら
家
路
に
行
く
姿
は
さ
す
が
旧
正
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人
が
生
存
す
る
に
は
「
食
」
が
一
番
大
切
で
有
る
と
思
う
。
毎
日
毎
日
、

三
度
、
喰
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
食
生
活
だ
が
、
副
食
に
も
多
種
多
様
が

力

有
り
、
何
時
の
世
も
主
婦
は
「
お
数
ず
」
に
悩
み
、
気
を
使
い
大
変
で
有

る
が
「
お
数
ず
」
も
時
代
と
共
に
変
っ
て
く
る
が
、
米
、
魚
、
野
菜
が
変
っ

て
居
る
の
で
は
無
く
、
昔
の
大
地
主
の
家
と
農
家
で
は
食
事
も
雲
泥
の
差

で
あ
っ
た
と
思
う
。

子
供
の
頃
に
明
治
生
れ
の
人
か
ら
聞
い
た
農
家
の
食
生
活
に
つ
い
て
記

憶
を
た
ど
り
綴
っ
て
見
た
い
と
思
う
。

往
昔
の
和
尚
様
は
長
髪
は
禁
じ
ら
れ
、
妻
帯
せ
ず
肉
類
は
勿
論
、
魚
具

類
も
絶
対
に
喰
べ
な
か
っ
た
と
言
う
。
和
尚
様
の
喰
く
る
副
食
は
主
に
豆

フ

腐
、
湯
葉
、
麩
、
海
草
類
、
野
菜
類
、
山
野
草
の
植
物
性
の
物
だ
け
だ
っ

た
と
言
う
。

メ
ト

又
、
動
物
性
の
肉
類
は
一
切
禁
じ
た
と
言
う
が
、
和
尚
様
が
妻
を
姿
取

り
、
肉
類
や
魚
介
類
を
喰
く
る
と
世
間
か
ら
生
臭
坊
主
と
陰
口
を
言
わ
れ

笑
わ
れ
た
。

戦
前
迄
は
葬
式
が
有
っ
た
り
、
法
事
が
あ
っ
て
も
精
進
料
理
で
和
尚
様

通
だ
っ
た
。
と
村
人
に
言
い
伝
え
た
の
で
村
人
も
次
第
に
肉
料
理
も
普
及

し
て
来
た
。
豚
肉
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
喰
べ
た
と
言
う
が
、
肉
食
を
喰

戸
』

べ
て
も
口
を
揺
し
い
で
浄
め
る
と
罰
が
当
ら
な
い
と
頑
固
な
老
人
も
迷
信

を
次
第
に
忘
れ
、
兎
や
鶏
は
勿
論
、
四
シ
足
の
獣
の
肉
で
も
自
然
に
喰
く

る
様
に
な
っ
た
が
、
昔
は
牛
乳
を
飲
む
の
も
嫌
っ
た
と
言
う
が
牛
の
乳
を

呑
む
と
四
シ
足
の
子
や
動
作
が
鈍
る
と
敬
遠
さ
れ
た
が
、
医
者
が
病
人
や

身
体
の
弱
い
子
供
達
に
勧
め
栄
養
を
取
ら
せ
た
が
乳
臭
い
と
云
っ
て
好
ま

な
か
っ
た
が
、
病
人
は
仕
方
な
し
に
飲
ん
だ
と
言
う
。

昔
は
北
海
道
や
西
海
岸
で
も
鰊
が
盛
ん
に
穫
れ
大
豊
漁
だ
っ
た
と
言
う
、

漁
期
は
三
月
か
ら
四
月
頃
が
最
盛
期
で
海
が
黒
く
な
る
程
に
群
れ
て
居
っ

た
と
言
う
が
、
値
段
も
捨
値
同
様
だ
っ
た
か
ら
何
処
の
家
で
も
鰊
を
沢
山

ヌ
ガ
ズ
ケ

買
っ
て
、
塩
漬
や
米
糖
漬
切
り
込
み
に
し
た
。
又
、
農
家
で
は
値
段
が
安

く
栄
養
が
有
り
、
美
味
し
い
身
欠
鰊
を
沢
山
買
っ
て
田
植
や
農
家
の
休
日

に
は
一
番
の
ご
馳
走
で
、
身
欠
鰊
を
焼
い
て
生
味
噌
を
付
け
て
「
サ
ア
ー

一
杯
と
酒
を
出
す
と
最
高
の
ご
馳
走
だ
っ
た
。
」

私
が
子
供
の
頃
、
隣
家
の
須
崎
さ
ん
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
ら
、
須
崎

さ
ん
の
親
爺
が
私
の
家
で
は
身
欠
鰊
を
か
ま
す
詰
で
買
っ
た
と
言
い
、
藁

．

で
栫
－
岸
ｂ
い
た
「
タ
ワ
シ
」
で
身
欠
鰊
を
「
ゴ
ス
ゴ
ス
」
こ
し
っ
て
居
っ

ハ
イ
ウ
ジ

た
の
で
、
良
く
見
る
と
身
欠
鰊
に
蝿
の
蛆
が
所
々
に
動
い
て
い
た
の
で

ウ
ジ

「
蛆
で
は
無
い
か
」
と
聞
く
と
、
親
爺
は
身
欠
鰊
は
美
味
し
い
の
で
蝿
が

喰
べ
に
来
て
卵
を
下
ろ
し
て
蛆
に
な
っ
て
居
る
の
だ
と
言
う
て
、
又
、
藁

の
「
タ
ワ
シ
」
で
「
ゴ
ス
ゴ
ス
」
こ
し
っ
て
蛆
を
落
し
て
居
っ
た
。
私
は

Ｊ
紐

。
、
、
‐
‐
‐
時
、
‐
Ｆ
ｑ
Ｌ
ｈ

溝
は
勿
論
、
忌
中
に
当
っ
て
居
る
と
言
い
、
家
族
は
肉
類
や
魚
貝
類
は
喪
に

服
し
て
居
る
と
言
い
、
四
十
九
日
間
は
精
進
料
理
で
口
や
身
体
を
浄
め
散

髪
も
せ
ず
風
呂
に
も
入
ら
ず
謹
し
ん
だ
其
の
仏
教
の
影
響
か
、
昔
の
人
々

は
肉
食
を
嫌
い
、
四
シ
足
（
獣
）
の
肉
を
喰
く
る
と
罰
が
当
る
と
か
、
又
、

口
が
曲
が
る
と
か
の
迷
信
に
走
っ
た
。
獣
の
肉
を
食
っ
た
人
は
七
日
間
は

ウ
ガ
イ

忌
に
服
し
、
一
週
間
は
水
で
口
を
含
嗽
し
て
浄
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

信
じ
、
又
、
世
間
か
ら
も
後
指
を
差
さ
れ
た
。
四
シ
足
の
肉
を
囲
炉
裏
で

煮
る
と
罰
が
当
る
と
信
じ
、
ど
う
し
て
も
喰
べ
た
い
時
は
屋
外
で
煮
て
喰

べ
た
。特

に
女
性
は
四
シ
足
を
喰
く
る
と
四
ヅ
足
の
子
供
が
生
ま
れ
る
か
ら
絶

対
に
禁
じ
ら
れ
た
。
又
、
兎
を
喰
く
る
と
「
ミ
ヅ
ク
ヅ
ー
兎
唇
Ｉ
上
唇
に

サ
ケ
メ

小
さ
な
亀
裂
の
あ
る
口
」
の
子
供
が
生
れ
る
な
ど
忌
み
嫌
い
迷
信
に
走
り

肉
食
を
恐
れ
、
鶏
は
勿
論
で
鶏
卵
も
忌
み
嫌
ら
わ
れ
て
喰
べ
な
か
っ
た
婦

女
子
も
多
々
あ
っ
た
と
言
う
。

又
、
仏
教
の
影
響
か
ら
か
、
お
年
寄
り
が
肉
を
好
ま
な
か
っ
た
か
ら
肉

料
理
は
普
及
し
な
か
っ
た
が
、
明
治
、
大
正
時
代
に
軍
隊
に
入
っ
た
人
が

軍
隊
で
は
将
校
は
勿
論
、
兵
士
で
も
普
段
か
ら
肉
料
理
を
喰
く
る
の
が
普

キ
ク

子
供
な
が
ら
に
汚
な
い
（
不
衛
生
）
と
つ
く
づ
く
感
じ
た
。

熱
い
ご
飯
に
「
筋
子
」
と
言
う
が
熱
い
ご
飯
に
鰊
の
「
切
り
込
み
」
も

格
別
な
味
で
食
欲
を
増
し
。
又
、
「
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ウ
」
と
焼
け
た
脂
肪
の

「
の
り
切
っ
た
」
生
鰊
に
醤
油
を
か
け
て
喰
く
る
の
も
格
別
な
味
で
「
ア

ト
ハ
タ
リ
」
を
す
る
。

農
家
が
喰
く
る
魚
は
一
般
的
に
格
安
値
の
鰯
で
あ
る
。
鰯
は
魚
類
の
内

で
も
一
番
安
値
で
焼
い
て
も
良
し
、
煮
て
も
良
し
、
栄
養
が
豊
富
だ
と
言

う
。
昔
は
西
海
岸
地
方
で
も
鰯
が
沢
山
稜
れ
た
そ
う
だ
が
、
余
り
多
く
穫

れ
た
の
で
焼
干
し
や
煮
干
し
に
し
た
と
言
う
が
煮
干
し
や
焼
干
し
は
お
汁

の
味
出
し
に
し
た
が
、
其
れ
で
も
余
る
の
で
鰯
粕
を
肥
料
に
し
た
と
言
う

話
も
聞
い
た
事
が
あ
る
。

鱈
は
脇
野
沢
で
穫
れ
た
と
言
う
。
昔
の
旧
正
月
に
は
嘉
瀬
の
十
文
字
に

詰
の
市
が
出
来
て
大
賑
わ
い
だ
っ
た
。
魚
屋
で
は
固
め
た
雪
の
上
に
鱈
が

山
の
如
く
積
ま
れ
、
村
人
達
が
魚
屋
か
ら
鱈
を
買
い
、
鱈
の
首
に
縄
を
付

け
雪
の
上
を
「
ズ
ル
ズ
ル
」
引
き
な
が
ら
家
路
に
行
く
姿
は
さ
す
が
旧
正

ハ
ク
ハ
タ

ウ
ロ
コ

「
鰯
」
は
何
ん
と
言
う
て
も
秋
田
県
で
穫
れ
た
と
言
う
が
、
鰯
は
鱗
が

無
い
魚
で
珍
ら
し
が
ら
れ
た
。
昔
は
西
海
岸
地
方
で
も
豊
漁
が
続
き
多
く

礎
れ
た
と
言
う
。
鰯
は
一
般
の
人
々
に
好
ま
れ
味
噌
を
付
け
て
焼
く
の
も

良
し
、
寿
司
漬
も
良
し
、
米
糠
漬
、
塩
漬
、
鰯
の
カ
ャ
キ
鍋
も
美
味
し
い
。

カ
ジ

又
、
鮴
の
「
ブ
リ
ー
卵
」
は
醤
油
で
煮
て
口
に
入
れ
て
溜
る
と
「
ブ
リ
ブ

リ
」
鳴
っ
て
味
が
出
る
の
で
大
人
も
子
供
も
止
め
ら
れ
な
い
。

秋
元
惣
之
進
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月
だ
な
ー
と
思
い
微
笑
ま
し
く
感
じ
る
。
 

鱈
は
刺
身
、
焼
肴
、
鱈
の
子
合

い
「
ジ
ャ
ッ
パ
汁
」
と
捨
て
る
所
が
無

く
最
高
の
味
だ
。
鱈
の
「
タ
ジ
廿
白
子
」
に
熱
い
お
湯
を
か
け

て
半
熟
に

煮
た
の
を
醤
油
を
か
け
て
喰
べ
る
の
も
格
別
に
美
味
し
く
止
め
ら
れ
な
い
。
 

鱈
の
干
し
た
の
を
嘉
瀬
で
は
「
も

野
」
と
言
う
が
農
繁
期
に
「
シ
ダ

ラ
」
 

を
叩
い
て
醤
油
を
付
け

て
喰
べ
る
の
も
美
味
し
か
っ
た
。
又
、
干
し

「
カ

ス
べ
廿
ア
カ
ェ
イ
」
 
も同
様
だ
っ
た
。
 

こ
の
様
に
綴
る
と
如
何
に
も
農
家
は
毎
日
、
朝
か
ら
魚
を
喰
べ
て
居
る

様
に
思
う
が
魚
が
豊
漁
で
あ
っ

て
も
農
家
は
捨
値
の
時
に
買
い
貯
蔵
に
努

め
、
塩
漬
、
米
糠
漬
、
干
魚
に
し
た
が
、
其
れ
も
農
繁
期
と
正
月
、
お
盆

に
だ
け
喰
べ
普
段
は
畠
や
土
手
に
生
え
て
居
る
蕗
や
野
菜
類
、
山
野
草
だ

け
喰
べ
て
暮
し
、
日
常
生
活
で
は
魚
類
は
一
切
喰
べ
ず
窮
乏
生
活
に
耐
え
、
 

現
金
収
入
の
無
い
農
家
は
一
銭
で
も
支
出
を
押
え
て
耐
え
た
。
大
地
主
階

級
は
百
姓
と
胡
麻
油
は
絞
れ
ば
搾
る
程
、
出
る
と
言
い
年
貢
米
は
待
っ
た

無
し
に
無
理
に
取
ら
れ
た
。
 農
家
は
其
の
日
、
其
の
日
の
暮
ら
し

で
今
日

も
明
日
も
「
質
素

倹
約
」
耐
乏
生
活
で
反
面
、
大
地
主
階
級
は
豪
華
な
生

活
に
耽
け
っ

て
居
っ
た
。
 

昔
は
機
械
が
無
か
っ
た
の
で
春
先
か
ら
朝
星
と
共
に
起
き
、
鍬
を
担
い

で
畠
に
行
き
鍬
で
一
鍬
、

一
鍬
、
畠
の
固
い
土
を
耕
起
し
、
耕
起
し
た
固
 

ツ
ジ
 
う
ね
 

い
土
を
槌
で
砕
き
、
鍬
で
「
畝
」
を
持
ら
い
、
下
肥
を
運
ん
で
畝
に
入
れ
、
 

又
、
覆
土
を
し

て
野
菜
の
種
を
蒔

い
た
が
数
日
、
過
ご
す
と
雑
草
が
生
え

る
の
で
草
取
り
を
数
回
程
取
り
、
蒔
い
た
野
菜
が
発
芽
す
る
と
、
又
、
畝
 
 

に
覆
土
を
す
る
。
 

其
の
間
に
虫
取
り
を
数
回
程
す
る
が
野
菜
が
次
第
に
成
長
し
、
 一
人
前

に
な
る
と
一
株
、

一
株
穫
り
家
迄
、
背
負
っ
て
運
び
川
や
池
で
締
麗
に
水

洗
い
し
て
樽
に
入
れ
塩
で
漬
け
る
。
全
っ
た
く
面
倒
で
手
数
が
掛
か
る
。
 

其
れ
も
主
婦
や
嫁
が
稲
作
の
合
間
を
見

て
の
仕
事
で
あ
る
。
 

畠
か
ら
帰
る
頃
に
は
日
が

「
と
っ
ぷ
り
」
暮
れ
て
お
月
様
を
拝
ん
で
帰

る
が
、
家
に
着
く
と
子
供
達
が
泣
い
て
帰
り
を
待
っ
て
居
る
。
 

藩
制
時
か
ら
昭
和
前
期
迄
の
農
家
の
人

々
は
田
圃
の
重
労
働
の
時

で
も

昼
に
だ
け

「
た
ま
に
」
安
値
な
鰯
や
塩
鱒
の
魚
切
れ
を

「
一
切
れ
」
と
、
 

野
菜
の
漬
物
を
持
っ
て
行
き
喰
べ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
 

農
家
の
日
常
の
早
春
に
喰
べ
る
ご
飯
の
「
お
数
」
は
川
端
に
生
い

て
居

る
「
芹
」
シ
ノ
べ
、
蕗
の
茎
、
蕗
、
昨
年
秋
に
漬
け
た
茄
子
漬
、
タ
カ
ナ
、
 

ダ
イ
ナ
、
大
根
の
千
本
潰
、
米
糠
漬
の
干
し
大
根
、
其
の
他
で
あ
っ

た
。
 

夏
は
蕗
、
米
糠
漬
の
蕗
、
茄
子
漬
、
茄
子
焼
き
、
茄
子
の
お
つ
ゆ

（
汁）
、
 

カ
ガ
メ
、
山
か
ら
採
っ
て
来
た
ミ
ズ

（
ウ
ワ
バ
ミ
草
）
、
ゼ
ン

マ
イ
、
 コ
 

ワ
ラ
ビ
 

ゴ
ミ
、
蕨
、
其
の
他
色
々
な
山
野
菜
を
調
理
し
て
喰
べ
た
。
 

カ
プ
 

秋
に
は
白
菜
や
大
根
、
タ
カ
ナ
、
蕪
漬
け
、
人
参
、
ダ
イ
ナ
、
食
用
菊
、
 

ナ

マ
ス
 

大
根
の
鱈
な
ど
料
理
し
て
煮
た
り
「
合
物
」
な
ど
を
し
て
喰
べ
た
。
 

タ
ゼ

キ
 
タ
ツ
プ
 

又
、
昔
は
春
先
か
ら
秋
迄
の
間
に
田
堰
や
溜
池
に
田
螺
が
群
棲
息
し

て

居
っ
た
の
で
田
螺
を
拾
い
味
咽
で
煮
て
喰
べ
た
り
し
た
が
田
螺
の
味
喰
煮
 

-40ー 

ナ

マ
ズ
 

フ
ナ
 

エ
ビ
 

は
粘
り
が
有
り
味
も
最
高
で
あ
る
。
 又
、
田
堰
や
溜
池
に
は
鯨
、
鮒
、
蝦
 

（
海
老
）
な
ど
が
棲
息
し

て
居
っ
た
の
で
日
常
の
農
家
の
人

々
は
雑
魚
を

捕
り
、
喰
べ
て
貴
重
な
「
タ
ン

パ
ク
源
」
と
し
て
補
給
し
た
。
 

ス
グ

サ
 

冬
の
保
存
食
は
大
根
や
大
根
の
干
葉

（
大根
の
葉
ッ
。ハ
廿
方
言
）
を
翌

年
迄
、
軒
下
に
陰
干
し

に
乾
か
し

て
煮
て
喰
べ
た
。
 又
、
冬
の
喰
べ
る
潰
 

ヒ
ポ
ヅ

ケ
 

物
は
千
本
漬
、
タ
カ
ナ
、
茄
子
、
タ
イ
ナ
、
干
し
大
根
も
米
糠
漬
に
し
て

一
年
分
を
漬
け
て
春
、
夏
、
秋
、
冬
と
四
季
を
通
し
て
喰
べ
た
が
千
本
潰

け
や
「
タ
カ
ナ
」
白
菜
潰
、
ダ
イ
ナ
其
の
他
の
野
菜
類
を
四
斗
樽
や
六
斗

樽
に
潰
け
た
が
、
員
冬
の
頃
に
な
る
と
熟
れ
て
其
の
上
に
氷
が
掛
り
氷
を

取
り
除

い
て
喰
べ
る
と
歯
ざ
わ
り
が
良
く
美
味
し
か
っ
た
。
 

昭
和
初
期
迄
の
農
家
は
難
難
辛
苦
の
道
を
た
ど
り
、
粗
食
、
粗
衣
に
耐

え
て
生
き
る
為
に
明
日
の

「
幸
」
を
願
い
、
子
孫
繁
栄
を
夢
見
て
悲
惨
な

生
活
に
耐
え
、
細
々
と
暮
し
生
き
の
び
て
来
た
。
 

現
代
の
豊
か
な
飽
食
、
暖
衣
、
住
、
あ
り
あ
ま
る
物
の
中
に
埋
っ
て
居

る
現
代
、
昭
和
初
期
迄
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
格
段
の
差
が
あ
る
と
思
う

o
 

津
軽
弁
 
村
の
笑
い
話
コ
加
‘
 

洋
 
式
 
ト
 

イ
 
レ
 

村
の
老
人
ク
ラ
プ
が
、
温
泉
へ
慰
安
旅
行
に
で
か
け
た
。
金
九
郎

の
婆
サ
マ
も
、
ガ
サ
エ
ビ
の
ご
と
く
腰
を
曲
げ
な
が
ら
初
参
加
し
た
。
 

い
ま
は
や
り
 

温
泉
に
着
き
、
ト
イ
レ
に
入
る
と
、
今
流
行
の
洋
式
で
あ
っ
た
。
 

常
日
頃
、
和
式
で
し
ゃ
が
ん
で
用
事
を
終
え
る
婆
サ
マ
に
は
初
め

て

の
洋
式
だ
っ
た
。
 

婆
サ

マ
は
し
ゃ
が
ん
で
や
る
も
の
と
思
い
、
 
「
よ
い
し
ょ
」
と
便
座

に
立
ち
の
ぼ
り
、
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
用
を
済
ま
せ
た
。
 

タ
方
、
婆
サ

マ
が
帰
宅
し
た
の
で
、
金
九
郎
は

「婆
サ

マ
、
湯

コ

ど
う
で
あ
っ
た
ば
」
と
聞
い
た
。
 「
湯
コ
だ
ば
広
く
て
あ
づ
ま
し
く

て
あ
っ
た
ど
も
、
便
所
が
高
く
て
上
が
る
に
も
大
変
で
あ
っ
た
。
 フ

タ
に
つ
か
ま
っ
て
も
足
が
滑
っ
て
、
お
っ
か
な
く
て
あ
っ
た
。
 年
寄

り
に
は
、
不
向
き
な
便
所
で
苦
労
し
た
」
 

（村
）
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ナ
マ
ズ
フ
ナ
エ
ビ

は
粘
り
が
有
り
味
も
最
高
で
あ
る
。
又
、
田
堰
や
溜
池
に
は
鯰
、
鮒
、
蝦

（
海
老
）
な
ど
が
棲
息
し
て
居
っ
た
の
で
日
常
の
農
家
の
人
々
は
雑
魚
を

捕
り
、
喰
べ
て
貴
重
な
「
タ
ソ
パ
ク
源
」
と
し
て
補
給
し
た
。

ス
グ
サ

冬
の
保
存
食
は
大
根
や
大
根
の
干
葉
（
大
根
の
葉
ツ
パ
ー
方
言
）
を
翌

年
迄
、
軒
下
に
陰
干
し
に
乾
か
し
て
煮
て
喰
べ
た
。
又
、
冬
の
喰
く
る
漬

ヒ
ボ
ヅ
ケ

物
は
千
本
漬
、
タ
カ
ナ
、
茄
子
、
タ
イ
ナ
、
干
し
大
根
も
米
糠
漬
に
し
て

一
年
分
を
漬
け
て
春
、
夏
、
秋
、
冬
と
四
季
を
通
し
て
喰
べ
た
が
千
本
漬

け
や
「
タ
カ
ナ
」
白
菜
漬
、
ダ
イ
ナ
其
の
他
の
野
菜
類
を
四
斗
樽
や
六
斗

樽
に
漬
け
た
が
、
眞
冬
の
頃
に
な
る
と
熟
れ
て
其
の
上
に
氷
が
掛
り
氷
を

取
り
除
い
て
喰
く
る
と
歯
ざ
わ
り
が
良
く
美
味
し
か
っ
た
。

昭
和
初
期
迄
の
農
家
は
銀
難
辛
苦
の
道
を
た
ど
り
、
粗
食
、
粗
衣
に
耐

え
て
生
き
る
為
に
明
日
の
「
幸
」
を
願
い
、
子
孫
繁
栄
を
夢
見
て
悲
惨
な

生
活
に
耐
え
、
細
々
と
暮
し
生
き
の
び
て
来
た
。

現
代
の
豊
か
な
飽
食
、
暖
衣
、
住
、
あ
り
あ
ま
る
物
の
中
に
埋
っ
て
居

る
現
代
、
昭
和
初
期
迄
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
格
段
の
差
が
あ
る
と
思
う
。

月
だ
な
Ｉ
と
思
い
微
笑
ま
し
く
感
じ
る
。

鱈
は
刺
身
、
焼
肴
、
鱈
の
子
合
い
「
ジ
ャ
ッ
パ
汁
」
と
捨
て
る
所
が
無

く
最
高
の
味
だ
。
鱈
の
「
タ
ジ
ー
白
子
」
に
熱
い
お
湯
を
か
け
て
半
熟
に

煮
た
の
を
醤
油
を
か
け
て
喰
く
る
の
も
格
別
に
美
味
し
く
止
め
ら
れ
な
い
。

シ
ダ
ラ

鱈
の
干
し
た
の
を
嘉
瀬
で
は
「
干
鱈
」
と
言
う
が
農
繁
期
に
「
シ
ダ
ラ
」

を
叩
い
て
醤
油
を
付
け
て
喰
く
る
の
も
美
味
し
か
っ
た
。
又
、
干
し
「
カ

ス
ベ
ー
ア
カ
エ
イ
」
も
同
様
だ
っ
た
。

こ
の
様
に
綴
る
と
如
何
に
も
農
家
は
毎
日
、
朝
か
ら
魚
を
喰
べ
て
居
る

様
に
思
う
が
魚
が
豊
漁
で
あ
っ
て
も
農
家
は
捨
値
の
時
に
買
い
貯
蔵
に
努

め
、
塩
漬
、
米
糠
漬
、
干
魚
に
し
た
が
、
其
れ
も
農
繁
期
と
正
月
、
お
盆

に
だ
け
喰
べ
普
段
は
畠
や
土
手
に
生
え
て
居
る
蕗
や
野
菜
類
、
山
野
草
だ

け
喰
べ
て
暮
し
、
日
常
生
活
で
は
魚
類
は
一
切
喰
く
ず
窮
乏
生
活
に
耐
え
、

現
金
収
入
の
無
い
農
家
は
一
銭
で
も
支
出
を
押
え
て
耐
え
た
。
大
地
主
階

級
は
百
姓
と
胡
麻
油
は
絞
れ
ば
搾
る
程
、
出
る
と
言
い
年
貢
米
は
待
っ
た

無
し
に
無
理
に
取
ら
れ
た
。
農
家
は
其
の
日
、
其
の
日
の
暮
ら
し
で
今
日

も
明
日
も
「
質
素
倹
約
」
耐
乏
生
活
で
反
面
、
大
地
主
階
級
は
豪
華
な
生

ブ

活
に
耽
け
っ
て
居
っ
た
。

昔
は
機
械
が
無
か
っ
た
の
で
春
先
か
ら
朝
星
と
共
に
起
き
、
鍬
を
担
い

で
畠
に
行
き
鍬
で
一
鍬
、
一
鍬
、
畠
の
固
い
土
を
耕
起
し
、
耕
起
し
た
固

ツ
ジ

う
ね

い
土
を
槌
で
砕
き
、
鍬
で
「
畝
」
を
栫
ら
い
、
下
肥
を
運
ん
で
畝
に
入
れ
、

又
、
覆
土
を
し
て
野
菜
の
種
を
蒔
い
た
が
数
日
、
過
ご
す
と
雑
草
が
生
え

る
の
で
草
取
り
を
数
回
程
取
り
、
蒔
い
た
野
菜
が
発
芽
す
る
と
、
又
、
畝

「画一

藩
制
時
か
ら
昭
和
前
期
迄
の
農
家
の
人
々
は
田
圃
の
重
労
働
の
時
で
も

昼
に
だ
け
「
た
ま
に
」
安
値
な
鰯
や
塩
鱒
の
魚
切
れ
を
「
一
切
れ
」
と
、

野
菜
の
漬
物
を
持
っ
て
行
き
喰
く
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

タ
ゼ
キ

ク
ッ
ブ

又
、
昔
は
春
先
か
ら
秋
迄
の
間
に
田
堰
や
溜
池
に
田
螺
が
群
棲
息
し
て

居
っ
た
の
で
田
螺
を
拾
い
味
噌
で
煮
て
喰
べ
た
り
し
た
が
田
螺
の
味
噌
煮

農
家
の
日
常
の
早
春
に
喰
く
る
ご
飯
の
「
お
数
」
は
川
端
に
生
い
て
居

七
こ
り

る
「
芹
」
シ
ノ
ベ
、
蕗
の
茎
、
蕗
、
昨
年
秋
に
漬
け
た
茄
子
漬
、
タ
カ
ナ
、

ダ
イ
ナ
、
大
根
の
千
本
漬
、
米
糠
漬
の
干
し
大
根
、
其
の
他
で
あ
っ
た
。

夏
は
蕗
、
米
糠
漬
の
蕗
、
茄
子
漬
、
茄
子
焼
き
、
茄
子
の
お
つ
ゆ
（
汁
）
、

カ
ガ
メ
、
山
か
ら
採
っ
て
来
た
ミ
ズ
（
ウ
ワ
バ
ミ
草
）
、
ゼ
ソ
マ
イ
、
コ

ワ
ラ
ピ

ゴ
ミ
、
蕨
、
其
の
他
色
々
な
山
野
菜
を
調
理
し
て
喰
べ
た
。

カ
ブ

秋
に
は
白
菜
や
大
根
、
タ
カ
ナ
、
蕪
漬
け
、
人
参
、
ダ
イ
ナ
、
食
用
菊
、

ナ
マ
ス

大
根
の
鮪
な
ど
料
理
し
て
煮
た
り
「
合
物
」
な
ど
を
し
て
喰
べ
た
。

に
覆
土
を
す
る
。

其
の
間
に
虫
取
り
を
数
回
程
す
る
が
野
菜
が
次
第
に
成
長
し
、
一
人
前

に
な
る
と
一
株
、
一
株
穫
り
家
迄
、
背
負
っ
て
運
び
川
や
池
で
綺
麗
に
水

洗
い
し
て
樽
に
入
れ
塩
で
漬
け
る
。
全
っ
た
く
面
倒
で
手
数
が
掛
か
る
。

其
れ
も
主
婦
や
嫁
が
稲
作
の
合
間
を
見
て
の
仕
事
で
あ
る
。

畠
か
ら
帰
る
頃
に
は
日
が
「
と
っ
ぷ
り
」
暮
れ
て
お
月
様
を
拝
ん
で
帰

る
が
、
家
に
着
く
と
子
供
達
が
泣
い
て
帰
り
を
待
っ
て
居
る
。

村
の
老
人
ク
ラ
ブ
が
、
温
泉
へ
慰
安
旅
行
に
で
か
け
た
。
金
九
郎

常
日
頃
、
和
式
で
し
ゃ
が
ん
で
用
事
を
終
え
る
婆
サ
マ
に
は
初
め
て

の
洋
式
だ
っ
た
。

婆
サ
マ
は
し
ゃ
が
ん
で
や
る
も
の
と
思
い
、
「
よ
い
し
ょ
」
と
便
座

に
立
ち
の
ぼ
り
、
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
用
を
済
ま
せ
た
。

夕
方
、
婆
サ
マ
が
帰
宅
し
た
の
で
、
金
九
郎
は
「
婆
サ
マ
、
湯
．

ど
う
で
あ
っ
た
ば
」
と
聞
い
た
。
「
湯
．
だ
ば
広
く
て
あ
づ
ま
し
く

て
あ
っ
た
ど
も
、
便
所
が
高
く
て
上
が
る
に
も
大
変
で
あ
っ
た
。
ブ

タ
に
つ
か
ま
っ
て
も
足
が
滑
っ
て
、
お
っ
か
な
く
て
あ
っ
た
。
年
寄

り
に
は
、
不
向
き
な
便
所
で
苦
労
し
た
」

の
婆
サ
マ
も
、
ガ
サ
ェ
ビ
の
ご
と
く
腰
を
曲
げ
な
が
ら
初
参
加
し
た
。

い
ま
は
や
り

温
泉
に
着
き
、
ト
イ
レ
に
入
る
と
、
今
流
行
の
洋
式
で
あ
っ
た
。

津
軽
弁
材
の
笑
Ｏ
話
つ
眉
阿
目

洋
式
ト
イ
レ

津
軽
弁

へ

村
一
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呼 
輸 
送
船
 

鳴
 

15才の頃の筆者 

木
 

村
 
治
 

利
 

海
防
艦
「
福
江
」
乗
組
員
 

昭
和
十
八
年
六
月
二
十
八
日
、
私
は
十
五
才
の
と
き
海
防
艦
「
福
江
」
 

乗
組
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
 

海
防
艦
「
福
江
」
は
、
船
団
護
衛
兼
掃
海
、
基
地
警
備
艦
と
し
て
、
こ

の
日
、
浦
賀
船
準
で
竣
工
、
横
須
賀
鎮
守
府
に
編
入
、
第
四
艦
隊
第
二
海

上
護
衛
隊
と
な
っ
た
。
 

日
本
海
軍
は
開
戦
以
来
、
華
々
し
い
主
力
の
戦
闘
や
戦
果
に
目
を
奪
わ

れ
、
補
給
戦
を
軽
視
し
て
い
た
。
 即
ち
補
給
戦
は
第
二
義
的
に
扱
っ
て
き

た
た
め
、
輸
送
船
の
多
く
は
沈
め
ら
れ
、
仏
印
、
中
国
、
台
湾
、
沖
縄
、
 

南
方
を
結
ぷ
大
動
脈
は
寸
断
さ
れ
、
食
料
、
燃
料
、
原
料
不
足
で
生
産
が

落
ち
、
軍
民
共
に
飢
え
、
艦
も
飛
行
機
も
動
け
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
意
味
か
ら
、
泥
縄
的
戦
略
で
護
衛
艦
を
あ
わ
て
て
作
っ
た
の
が
海
 

い
艦
で
、
十
分
な
訓
練
を
積
ん
だ
乗
組
員
を
持
て
ぱ
、
雷
撃
の
回
避
は
比

較
的
容
易
と
さ
れ
る
。
 

し
か
し
、
海
防
艦
の
乗
組
員
は
少
な
く
、
二
二
〇
名
程
度
で
予
備
員
は

い
な
い
。
長
期
に
亘
る
護
衛
作
戦
で
は
、
常
に
全
力
を
発
揮
で
き
る
心
身

共
に
健
全
な
乗
組
員
の
団
結
力
と
相
互
の
信
頼
感
が
極
め
て
重
要
な
鍵
と

な
る
。
 

戦
艦
な
ど
の
大
艦
は
、
作
戦
の
た
め
出
撃
す
る
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
命

が
け
で
あ
り
、
戦
斗
は
織
烈
で
あ
る
。
 し
か
し
、
常
泊
地
で
は
航
空
隊
や

防
備
隊
に
守
ら
れ
て
い
る
。
 

海
防
艦
の
よ
う
な
護
衛
艦
は
、
四
六
時
中
敵
潜
、
敵
機
の
危
険
に
曝
さ

れ
る
。
安
全
な
港
に
碇
泊
す
る
ニ
ー
三
日
を
除
き
常
に
危
険
で
心
の
安
ま

る
時
が
な
い
。
 い
つ
も
死
と
対
決
す
る
生
活
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
の
命
を
磨

り
減
ら
し
、
心
身
を
消
耗
さ
す
も
の
は
な
い
。
半
月
ほ
ど
で
、
半
病
人
の

よ
う
に
な
る
。
 

そ
の
う
え
海
防
艦
は
小
艦
で
、
定
員
よ
り
三
ー
四
割
多
く
乗
り
組
ん
で
 

し
 
け
 

い
る
た
め
、
居
住
性
は
極
め
て
悪
か
っ
た
。
海
が
時
化
る
と
船
首
で
切
る

波
は
艦
橋
、
煙
突
を
越
え
、
甲
板
は
波
で
洗
わ
れ
、
水
中
を
潜
っ
て
進
む

状
態
で
あ
る
。
航
海
中
は
、
船
長
は
ほ
と
ん
ど
不
眠
不
休
で
艦
橋
に
い
る
。
 

航
海
中
は
洗
濯
、
入
浴
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
全
員
着
の
み
着
の
ま

ま
、
波
と
汗
で
服
が
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
て
も
、
着
が
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
自
然
乾
燥
を
待
つ
の
み
だ
。
真
水
は
貴
重
品
で
、
士
官
で
も

一
日
ー
ー
 

リ
ッ
ト
ル
程
度
、
下
士
官
、
兵
に
は
毎
日
の
配
給
は
な
い
。
港
に
碇
泊
中

以
外
は
顔
も
洗
え
な
い
。
 
 

防
艦
で
あ
る
。
開
戦
当
時
よ
り
終
戦
ま
で
、
各
型
併
せ
た
海
防
艦
数
一
七

一
隻
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
七
七
隻
が
沈
没
し
、
半
数
の
三
九
隻
は
敵
潜
水

艦
の
攻
撃
に
よ
っ
て
沈
没
し
た
。
 

「福
江
」
乗
組
を
命
じ
ら
れ
て
よ
り
ニ
年
六
ケ
月
、
 「福
江
」
が
護
衛

し
た
輸
送
船
は
、
延
四
二
七
隻
、
そ
の
う
ち
敵
の
潜
水
艦
や
飛
行
機
に
よ
っ

て
撃
沈
さ
れ
た
船
、
二
一
〇
隻
を
数
え
る
。
全
く
の
地
獄
給
図
で
あ
っ
た
。
 

五
〇
年
後
の
今
で
も
、
船
と
運
命
を
共
に
し
た
乗
組
員
の
状
況
が
脳
裡
に

浮
ん
で
離
れ
な
い
。
 

船
団
護
衛
の
任
務
に
あ
る
か
ら
は
、
護
衛
艦
が
撃
沈
さ
れ
て
は
な
ら
な
 

い
。
 

護
衛
艦
は
船
団
の
外
側
に
位
置
し
、
攻
撃
を
受
け
易
い
立
場
に
あ
る
が
、
 

海
防
艦
は
、
千
ト
ン
内
外
、
全
長
約
七
五
米
の
小
型
で
吃
水
も
浅
く
、
速

力
こ
そ
二
〇
ノ
ッ
ト
と
低
速
で
あ
る
が
、
施
回
圏
は
小
さ
く
、
操
艦
し
易
 

海
が
荒
れ
る
と
、
御
飯
を
炊
く
水
が
出
て
し
ま
い
、
ガ
リ
飯
と
な
る
。
 

横
波
を
食
う
と
、
テ
ー
ブ
ル
の
食
器
は
す
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
や
む
な
く
、
 

副
食
物
を
バ
ケ
ツ
に
入
れ
て
天
井
よ
り
釣
り
、
立
っ
た
ま
ま
食
事
を
す
る
。
 

船
酔
い
す
る
者
は
食
欲
は
出
な
い
。
 ま
し
て
南
方
で
は
暑
さ
と
心
身
の
消

耗
で
食
欲
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
態
の
中
で

も
下
士
官
や
古
参
兵
に
よ
る
兵
た
ち
へ
の
凄
惨
な
制
裁
が
日
夜
繰
返
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
 「掃
除
の
仕
方
が
悪
い
」
 
「返
事
が
遅
い
」
 
「
ボヤ
ボ
ヤ

し
て
い
る
」
と
、
何
か
と
文
句
を
つ
け
、
み
ん
な
の
前
に
引
き
づ
り
出
し
、
 

ビ
ン
タ
、
ア
ゴ
、
バ
ッ
タ
ー
と
減
多
打
ち
す
る
の
で
あ
る
。
沙
婆
の
人
た

ち
に
見
せ
る
な
ら
、
卒
倒
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
軍
隊
の
裏
の
生
活
な

の
で
あ
る
。
 

こ
の
生
き
地
獄
が
戦
争
な
の
だ
。
逃
避
も
隠
遁
も
退
艦
も
許
さ
れ
な
い
。
 

戦
争
が
続
く
限
り
、
生
命
の
あ
る
限
り
、
生
か
死
か
の
生
命
を
か
け
、
戦

い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

最
近
、
凶
悪
な
犯
罪
が
多
発
し
て
い
る
。
中
で
も
弱
者
に
対
す
る
い
じ

め
、
殺
害
で
あ
る
。
奈
良
県
月
ケ
瀬
中
学
二
年
の
女
子
生
徒
（
1
3）
の
殺

害
、
福
岡
県
春
日
市
小
学
二
年
女
子
児
童
（
8
）
の
殺
害
、
東
京
、
埼
玉

の
通
り
魔
事
件
な
ど
、
逮
捕
さ
れ
た
容
疑
者
の
自
首
す
る
動
機
は
、
 全
く

の
自
己
中
心
的
で
「
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
た
」
 
「
ウ
ップ
ン
を
晴
ら
し
た
い
」
 

な
ど
衝
動
的
犯
行
で
あ
る
。
 

下
士
官
や
古
参
兵
が
、
部
下
の
兵
を
、
 「
殴
る
」
 
「蹴
る
」
の
暴
力
行

為
も
こ
れ
ら
容
疑
者
と
余
り
に
も
酷
似
し
て
い
る
。
 只
、
軍
隊
と
い
う
 

「隠
れ
家
」
 
の
中
だ
け
に
犯
罪
と
はな
ら
な
か
っ
た
。
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言

い
艦
で
、
十
分
な
訓
練
を
積
ん
だ
乗
組
員
を
持
て
ば
、
雷
撃
の
回
避
は
比

較
的
容
易
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
海
防
艦
の
乗
組
員
は
少
な
く
、
二
二
○
名
程
度
で
予
備
員
は

い
な
い
。
長
期
に
亘
る
護
衛
作
戦
で
は
、
常
に
全
力
を
発
揮
で
き
る
心
身

共
に
健
全
な
乗
組
員
の
団
結
力
と
相
互
の
信
頼
感
が
極
め
て
重
要
な
鍵
と

な
る
。戦

艦
な
ど
の
大
艦
は
、
作
戦
の
た
め
出
撃
す
る
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
命

が
け
で
あ
り
、
戦
斗
は
熾
烈
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
泊
地
で
は
航
空
隊
や

防
備
隊
に
守
ら
れ
て
い
る
。

海
防
艦
の
よ
う
な
護
衛
艦
は
、
四
六
時
中
敵
潜
、
敵
機
の
危
険
に
曝
さ

れ
る
。
安
全
な
港
に
碇
泊
す
る
二
’
三
日
を
除
き
常
に
危
険
で
心
の
安
ま

る
時
が
な
い
。
い
つ
も
死
と
対
決
す
る
生
活
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
の
命
を
磨

り
減
ら
し
、
心
身
を
消
耗
さ
す
も
の
は
な
い
。
半
月
ほ
ど
で
、
半
病
人
の

よ
う
に
な
る
。

そ
の
う
え
海
防
艦
は
小
艦
で
、
定
員
よ
り
三
’
四
割
多
く
乗
り
組
ん
で

し
け

い
る
た
め
、
居
住
性
は
極
め
て
悪
か
っ
た
。
海
が
時
化
る
と
船
首
で
切
る

波
は
艦
橋
、
煙
突
を
越
え
、
甲
板
は
波
で
洗
わ
れ
、
水
中
を
潜
っ
て
進
む

状
態
で
あ
る
。
航
海
中
は
、
船
長
は
ほ
と
ん
ど
不
眠
不
休
で
艦
橋
に
い
る
。

航
海
中
は
洗
濯
、
入
浴
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
全
貝
着
の
み
着
の
ま

ま
、
波
と
汗
で
服
が
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
て
も
、
着
が
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
自
然
乾
燥
を
待
つ
の
み
だ
。
真
水
は
貴
重
品
で
、
士
官
で
も
一
日
二

リ
ッ
ト
ル
程
度
、
下
士
官
、
兵
に
は
毎
日
の
配
給
は
な
い
。
港
に
碇
泊
中

以
外
は
顔
も
洗
え
な
い
。

海
防
艦
「
福
江
」
乗
組
員

フ
カ
イ

昭
和
十
八
年
六
月
二
十
八
日
、
私
は
十
五
才
の
と
き
海
防
艦
「
福
江
」

乗
組
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

海
防
艦
「
福
江
」
は
、
船
団
護
衛
兼
掃
海
、
基
地
警
備
艦
と
し
て
、
こ

の
日
、
浦
賀
船
準
で
竣
工
、
横
須
賀
鎭
守
府
に
編
入
、
第
四
艦
隊
第
二
海

上
護
衛
隊
と
な
っ
た
。

日
本
海
軍
は
開
戦
以
来
、
華
々
し
い
主
力
の
戦
闘
や
戦
果
に
目
を
奪
わ

れ
、
補
給
戦
を
軽
視
し
て
い
た
。
即
ち
補
給
戦
は
第
二
義
的
に
扱
っ
て
き

た
た
め
、
輸
送
船
の
多
く
は
沈
め
ら
れ
、
仏
印
、
中
国
、
台
湾
、
沖
縄
、

南
方
を
結
ぶ
大
動
脈
は
寸
断
さ
れ
、
食
料
、
燃
料
、
原
料
不
足
で
生
産
が

落
ち
、
軍
民
共
に
飢
え
、
艦
も
飛
行
機
も
動
け
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
か
ら
、
泥
繩
的
戦
略
で
護
衛
艦
を
あ
わ
て
て
作
っ
た
の
が
海

15才の頃の筆者

鳴
呼
輸
送
船防

艦
で
あ
る
。
開
戦
当
時
よ
り
終
戦
ま
で
、
各
型
併
せ
た
海
防
艦
数
一
七

一
隻
で
あ
る
。
↑
」
の
う
ち
七
七
隻
が
沈
没
し
、
半
数
の
三
九
隻
は
敵
潜
水

艦
の
攻
撃
に
よ
っ
て
沈
没
し
た
。

「
福
江
」
乗
組
を
命
じ
ら
れ
て
よ
り
二
年
六
ヶ
月
、
「
福
江
」
が
護
衛

し
た
輸
送
船
は
、
延
四
二
七
隻
、
そ
の
う
ち
敵
の
潜
水
艦
や
飛
行
機
に
よ
っ

て
撃
沈
さ
れ
た
船
、
一
二
○
隻
を
数
え
る
。
全
く
の
地
獄
繪
図
で
あ
っ
た
。

五
○
年
後
の
今
で
も
、
船
と
運
命
を
共
に
し
た
乗
組
員
の
状
況
が
脳
裡
に

浮
ん
で
離
れ
な
い
。

船
団
誰
衛
の
任
務
に
あ
る
か
ら
は
、
護
衛
艦
が
撃
沈
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

護
衛
艦
は
船
団
の
外
側
に
位
置
し
、
攻
撃
を
受
け
易
い
立
場
に
あ
る
が
、

海
防
艦
は
、
千
ト
ン
内
外
、
全
長
約
七
五
米
の
小
型
で
吃
水
も
浅
く
、
速

力
こ
そ
二
○
ノ
ッ
ト
と
低
速
で
あ
る
が
、
施
回
闇
は
小
さ
く
、
操
艦
し
易

海
が
荒
れ
る
と
、
御
飯
を
炊
く
水
が
出
て
し
ま
い
、
ガ
リ
飯
と
な
る
。

横
波
を
食
う
と
、
テ
ー
ブ
ル
の
食
器
は
す
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
や
む
な
く
、

副
食
物
を
、
ハ
ヶ
ッ
に
入
れ
て
天
井
よ
り
釣
り
、
立
っ
た
ま
ま
食
事
を
す
る
。

船
酔
い
す
る
者
は
食
欲
は
出
な
い
。
ま
し
て
南
方
で
は
暑
さ
と
心
身
の
消

耗
で
食
欲
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
態
の
中
で

も
下
士
官
や
古
参
兵
に
よ
る
兵
た
ち
へ
の
凄
惨
な
制
裁
が
日
夜
繰
返
さ
れ

て
い
る
の
だ
。
「
掃
除
の
仕
方
が
悪
ど
「
返
事
が
遅
い
」
「
ボ
ャ
ボ
ャ

し
て
い
る
」
と
、
何
か
と
文
句
を
つ
け
、
み
ん
な
の
前
に
引
き
づ
り
出
し
、

ビ
ン
タ
、
ア
ゴ
、
バ
ッ
タ
ー
と
減
多
打
ち
す
る
の
で
あ
る
。
沙
婆
の
人
た

ち
に
見
せ
る
な
ら
、
卒
倒
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
軍
隊
の
裏
の
生
活
な

の
で
あ
る
。

こ
の
生
き
地
獄
が
戦
争
な
の
だ
。
逃
避
も
隠
遁
も
退
艦
も
許
さ
れ
な
い
。

戦
争
が
続
く
限
り
、
生
命
の
あ
る
限
り
、
生
か
死
か
の
生
命
を
か
け
、
戦

い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
近
、
凶
悪
な
犯
罪
が
多
発
し
て
い
る
。
中
で
も
弱
者
に
対
す
る
い
じ

め
、
殺
害
で
あ
る
。
奈
良
県
月
ヶ
瀬
中
学
二
年
の
女
子
生
徒
（
過
）
の
殺

害
、
福
岡
県
春
日
市
小
学
二
年
女
子
児
童
（
８
）
の
殺
害
、
東
京
、
埼
玉

の
通
り
魔
事
件
な
ど
、
逮
捕
さ
れ
た
容
疑
者
の
自
首
す
る
動
機
は
、
全
く

の
自
己
中
心
的
で
「
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
た
」
「
ウ
ッ
プ
ン
を
晴
ら
し
た
い
」

な
ど
衝
動
的
犯
行
で
あ
る
。

下
士
官
や
古
参
兵
が
、
部
下
の
兵
を
、
「
殴
る
」
「
蹴
る
」
の
暴
力
行

為
も
こ
れ
ら
容
疑
者
と
余
り
に
も
酷
似
し
て
い
る
。
只
、
軍
隊
と
い
う

「
隠
れ
家
」
の
中
だ
け
に
犯
罪
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

木
村
治
利
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