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【
要
旨
】

本
稿
は
、
現
行
の
筑
摩
書
房
の
国
語
教
科
書
（
高
校
一
年
生
用
）
に
収
録
さ
れ
た
南

木
佳
士
の
短
編
小
説
「
急
須
」
を
分
析
し
た
作
品
論
で
あ
る
。
同
社
の
作
成
し
た
『
指

導
書
』
に
よ
る
と
、
こ
の
小
説
の
主
題
は
、
青
少
年
期
の
苦
悩
を
背
景
と
し
て
主
人
公

が
「
自
分
の
生
き
方
を
発
見
す
る
と
い
う
成
長
の
物
語
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
取
る

た
め
に
は
、
作
中
に
登
場
す
る
「
お
茶
屋
の
主
人
」
と
、
彼
が
愛
好
す
る
芥
川
龍
之
介

の
小
説
が
象
徴
す
る
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
を
精
緻
に

分
析
す
る
と
、
お
茶
屋
の
主
人
は
主
人
公
の
「
成
長
」
に
対
し
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
て
い
な
い
主

人
公
の
空
白
の
時
間
を
復
元
し
、
彼
の
苦
悩
の
所
在
を
具
体
化
し
た
上
で
、
人
称
を
用

い
ず
過
去
の
自
己
に
つ
い
て
語
る
特
殊
な
語
り
手
の
機
能
に
着
目
し
、
現
在
と
過
去
と

の
間
で
二
重
に
交
錯
す
る
主
人
公
の
内
面
の
変
化
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
「
急
須
」
に

お
け
る
お
茶
屋
の
主
人
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。

【
本
文
】

一
は
じ
め
に

南
木
佳
士
の
「
急
須
」
は
、『
文
學
界
』
一
九
九
六
年
七
月
号
に
発
表
さ
れ
、『
冬
物

語
』
（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
七
年
二
月
刊
）
に
収
録
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
初
出

と
単
行
本
を
比
較
す
る
と
若
干
の
異
同

（
１
）
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
、
単
行
本
を
底
本
に

文
春
文
庫
版
『
冬
物
語
』
（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
年
一
月
刊
）
と
『
熊
出
没
注
意
―

南
木
佳
士
自
選
短
篇
小
説
集
―
』
（
幻
戯
書
房
、
二
〇
一
二
年
二
月
刊
）
に
再
録
さ
れ

た
。あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
幼
少
期
に
母
方
の
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
主
人
公
は
、

母
の
死
後
す
ぐ
に
再
婚
し
た
父
と
祖
母
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
不
安
定
な
家
庭
環
境
の

下
で
急
須
磨
き
と
い
う
変
わ
っ
た
趣
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
学
一
年
の
終
わ

り
に
父
の
転
勤
で
東
京
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
新
生
活
を
迎
え
る
た
め
急
須
磨
き
と
決

別
す
る
。
そ
れ
か
ら
十
年
後
、
秋
田
で
医
学
生
と
な
っ
た
彼
は
、
医
学
部
で
学
ぶ
意
味

を
見
失
っ
て
い
た
。
毎
日
を
無
為
に
過
ご
す
中
、
芥
川
龍
之
介
を
愛
読
す
る
主
人
が
営

む
お
茶
屋
で
急
須
を
購
入
し
、
主
人
と
芥
川
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
後
に
再
び
急
須
磨

き
を
始
め
た
。
毎
日
の
焦
燥
を
消
し
去
る
よ
う
に
急
須
磨
き
に
没
頭
す
る
中
、
臨
床
講

義
の
た
め
数
か
月
ぶ
り
に
授
業
へ
出
席
し
た
彼
は
、
そ
こ
で
患
者
と
し
て
招
か
れ
た
お

茶
屋
の
主
人
と
再
会
す
る
。
そ
し
て
、
戦
争
の
負
傷
が
原
因
で
肺
の
小
細
胞
癌
に
な
っ

た
主
人
の
過
去
と
重
い
病
状
を
聞
い
た
後
、
彼
は
医
学
を
学
ぶ
意
義
に
気
づ
き
、
そ
れ

か
ら
完
全
に
急
須
磨
き
を
や
め
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
筑
摩
書
房
の
教
科
書
『
精
選
国
語

総
合
現

代
文
編
』
（
二
〇
一
二

年
三
月
検
定
済
、
二
〇
一
四
年
一
月
刊
）
の
〈
小
説
三
〉
と
し
て
、
遠
藤
周
作
の
「
カ

プ
リ

ン
ス

キ
ー

氏
」
と
と

も
に
収
録

（
２
）
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の

旧
版
で
あ
る
『
精
選

国
語
総
合
［
改
訂
版
］
現
代
文
編
』（
二
〇
〇
六
年
三
月
検
定
済
、
二
〇
〇
九
年
一
月

刊
）
の
〈
小
説
三
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
は
、
準
定
番
教
材
で
あ
る
太
宰
治
の
「
富

嶽
百
景
」
一
作
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
作
品
の
収
録
に
は
、
新
し
い
教
材
を
取
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り
込
も
う
と
し
た
編
集
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
大
修
館
書
店
の
『
新
編
国

語
総
合
』
（
二
〇
一
二
年
三
月
検
定
済
、
二
〇
一
三
年
四
月
刊
）
に
随
筆
「
コ
ル
ベ
神

父
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
遠
藤
に
対
し
、
管
見
の
限
り
現
行
の
高
校
国
語
教
科
書
で
南

木
の
作
品
を
採
録
し
て
い
る
の
は
筑
摩
書
房
の
み
で
あ
り
、
「
急
須
」
は
新
鮮
な
教
材

で
あ
る
と
言
え
よ
う

（
３
）。

で
は
、「
急
須
」
は
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。『
精
選

国
語
総
合
学
習
指
導
の
研
究
現
代
文
編
３
』
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
三
月
刊
）

（
以
下
『
指
導
書
』
と
略
す
）
の
「
教
材
の
ね
ら
い
」
に
よ
る
と
、「
青
少
年
期
の
、
自

分
は
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
迷
い
、
苦
悩
に
よ
る
現
実
逃
避
と
、
そ
れ
ら
の
苦
悩
を
背

景
と
し
て
自
分
の
生
き
方
を
発
見
す
る
と
い
う
成
長
の
物
語
」
と
い
う
解
釈
が
主
題
に

据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
び
の
留
意
点
と
し
て
、
「
①
主
題
と
関
連
す
る
比
喩

や
象
徴
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

「
急
須
磨
き
」
や
芥
川
の
小
説
『
秋
』

の
役
割
と
効
果
」
と
、
「
②
登
場
人
物
の
思
考
や
心
理
を
た
ど
り
、
作
品
世
界
を
想
像

す
る
と
と
も
に
味
わ
う
。

主
人
公
の
「
苦
悩
」
と
「
成
長
」
」
の
二
点
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
指
導
書

161頁
）。

『
指
導
書
』
が
提
示
す
る
「
主
人
公
の
苦
悩
と
成
長
の
物
語
」
と
い
う
主
題
を
異
論

の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
学
び
の
留
意
点
①
の
「
急
須

磨
き
」
と
「
芥
川
の
小
説
」
の
役
割
と
効
果
に
着
目
し
た
い
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い

て
は
、
主
人
公
に
芥
川
の
話
題
を
提
供
す
る
「
お
茶
屋
の
主
人
」
に
置
換
し
て
考
え
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
急
須
磨
き
と
い
う
行
為
と
、
お
茶
屋
の
主
人
の
存
在
は
、
こ
の
小
説

を
構
成
す
る
重
要
な
虚
構
だ
か
ら
で
あ
る
。

南
木
の
小
説
の
ほ
と
ん
ど
は
自
身
の
経
験
を
軸
と
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
創
作
的
要

素
を
付
与
す
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
鉱
山
勤
め
の
父
が
婿
入
り
す
る
も

「
妻
に
先
立
た
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
再
婚
し
て
家
を
出
た
」
た
め
、
幼
少
期
に
「
群

馬
の
山
村
の
古
い
家
」
で
母
方
の
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
（

140～

142頁
）
（
４
）や
、
「
中

学
一
年
の
終
わ
る
春
」
に
「
東
京
に
出
て
い
た
父
に
つ
い
て
転
校
」
し
た
こ
と
（

143頁
）、

「
秋

田
で
医
学
生
と
し
て
暮
ら
し
」
た
こ
と
（

144頁
）
な
ど
、
「
急
須
」
の
主
人
公
の
設

定
は
、
南
木
が
多
く
の
随
筆
で
語
っ
て
い
る
自

己
の
生
い
立
ち
と
一

致
す
る
（
５
）。

反
対

に
、
急
須
磨
き
の
趣
味
や
芥
川
の
小
説
を
愛

好
す
る
お
茶
屋
の
主
人
と
出

会
っ
た
こ
と

は
、
管
見
の
限
り
ど
の
随
筆
で
も

確
認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
急
須
磨
き
と
お
茶
屋

の
主
人
は
虚
構
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
の
急
須
磨
き
と
お
茶
屋
の
主
人
を
「
主
人
公
の
苦
悩
と
成
長
の
物
語
」
と

い
う
主
題
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
設
定
は
果
た
し
て
効
果
的
に
機
能
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
ん
ず
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
と
、
少
な
く
と

も
お
茶
屋
の
主
人
の
存
在
は
効
果
的
に
機
能
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ

ら
す
じ
で
示
し
た
よ
う
に
、
お
茶
屋
の
主
人
は
、
主
人
公
が
急
須
磨
き
を
再
開
す
る
そ

の
急
須
そ
の
も
の
を
販
売
し
、
臨
床
講
義
で
余
命
三
ヶ
月
の
癌
患
者
と
し
て
現
れ
る
な

ど
、
登
場
人
物
と
し
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
主
題
に
お
け
る
役

割
や
効
果
は
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
南
木
佳
士
の
短
編
小
説
「
急
須
」
に
つ
い
て
、
急
須
磨
き
と
お

茶
屋
の
主
人
と
い
う
二
つ
の
虚
構
の
役
割
や

機
能
に
着
目
し
、
『
指
導
書
』
の
解
釈
と

も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
同
書
の
提
示
す
る
主
題
と
の
関
連
性
を
考
察
し
た
い
。

二
「
都
落
ち
」
と
デ
カ
ダ
ン
ス

急
須
磨
き
と
お
茶
屋
の
主
人
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の

行
為
や
人
物
と
の
出
会
い
を
遂
行
す
る
主
人
公
の
人
物
設
定
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

急
須
磨
き
の
再
開
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
秋
田
で
医
学
生
と
な
っ
た
主
人
公
は
大

学
の
講
義
に
ほ
と
ん
ど
出
席
せ
ず
、
軽
症
う
つ
病
と
な
り
、
毎
日
デ
カ
ダ
ン
な
日
々
を

過
ご
し
て
い
た
。
主
人
公
が
大
学
へ
行
か
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
作
中
で
は
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。
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大
学
に
行
く
つ
も
り
は
あ
り
、
行
か
な
く
て
は
と
六
畳
一
間
の
ア
パ
ー
ト
で
目

覚
め
は
す
る
の
だ
が
、
蒲
団
の
中
で
退
屈
な
教
室
の
様
子
を
想
像
し
て
し
ま
う
と

も
う
だ
め
で
、
そ
の
ま
ま
膝
を
抱
え
て
再
び
眠
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
刺
激
の

少
な
い
北
国
の
小
都
市
で
の
生
活
に
す
っ
か
り
飽
き
て
い
た
し
、
こ
の
ま
ま
漫
然

と
医
者
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
も
あ
っ
た
。（

144頁
）

で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
主
人
公
は
秋
田
の
医
学
部
に
進
学
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
は

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

金
の
な
い
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
、
好
き
な
文
学
を
勉
強
で
き
る
ほ
ど
恵
ま

れ
た
境
遇
に
な
い
の
も
よ
く
理
解
で
き
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
適
当
に
講
義
で

も
聴
い
て
医
者
に
な
っ
て
、
そ
こ
そ
こ
の
中
流
生
活
を
営
め
ば
十
分
と
納
得
し
て

東
京
か
ら
秋
田
ま
で
都
落
ち
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。（

150頁
）

右
の
引
用
で
明
ら
か
な
の
は
、
文
学
部
で
は
な
く
医
学
部
、
そ
し
て
秋
田
と
い
う
地

方
の
大
学
へ
の
進
学
が
、
主
人
公
に
と
っ
て
と
も
に
不
本
意
で
妥
協
的
な
選
択
で
あ
っ

た
こ
と
だ
。
ま
た
、
大
学
へ
行
か
な
い
理
由
も
「
漫
然
と
医
者
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

へ
の
た
め
ら
い
」
を
感
じ
、
「
刺
激
の
少
な
い
北
国
の
小
都
市
で
の
生
活
に
す
っ
か
り

飽
き
」
る
と
い
う
よ
う
に
、
妥
協
的
な
進
学
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
文
学
部
へ
の
進
学
を
断
念
し
た
こ
と
は
軽
症
う
つ

病
を
発
症
す
る
要
因
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
の
、「
北
国
の
小
都
市
」
や
「
都
落
ち
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
地
方
の
生
活
に
対
す
る
嫌
悪
や
蔑
視
に
は
、
あ
ま
り
迫
真

性
を
感
じ
ら
れ
な
い
。
「
群
馬
の
山
村
」
で
育
っ
た
主
人
公
な
ら
ば
、
田
舎
へ
の
適
応

能
力
も
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
秋
田
の
地
方
性
を
そ
こ
ま
で
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の

か
。南
木
佳
士
は
「
急
須
」
の
自
作
解
説
で
、「
上
州
の
山
村
で
生
ま
れ
育
っ
た
く
せ
に
、

中
学
二
年
に
な
る
春
に
東
京
に
出
た
も
の
だ
か
ら
、
秋
田
の
医
学
部
に
し
か
合
格
で
き

な
か
っ
た
と
き
は
、
い
っ
ぱ
し
の
都
会
人
の
よ
う
に
、
都
落
ち
の
悲
哀
を
覚
え
る
者
と

し
て
お
の
れ
を
規
定
し
た
」
（
６
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
秋
田
の
医
学
部
に
し
か
合
格
で
き

な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
南
木
は
大
学
受
験
に
と
も
な
う
挫
折
感
を
「
都
落
ち
」

と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
せ
、
そ
れ
を
具
現
化
す
る
町
と
し
て
秋
田
を
規
定
し
て
い
る
の

だ
。
先
に
南
木
作
品
の
私
小
説
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
仮
に
私
小

説
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
作
者
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
テ
ク
ス
ト
分
析
に
応
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
挫
折
の
象
徴
と
し
て
の
「
都
落
ち
」
は
、
実
は

テ
ク
ス
ト
か
ら
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
少
し
物
語
を
遡
ろ
う
。
作
品
の
冒
頭
、
「
小
学
生
の
頃
」
の

主
人
公
の
日
常
を
描
写
す
る
場
面
で
「
テ
レ
ビ
の
な
い
時
代
だ
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い

る
（

140頁
）
。
『
指
導
書
』
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
テ
レ
ビ
の
普
及
は
、
皇
太
子

ご
成
婚
（
一
九
五
九
年
）
か
ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
六
四
年
）
の
頃
」
で
あ
り
、

「
テ
レ
ビ
の
な
い
時
代
」
と
は
「
一

九
六

〇
年

以
前
」
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
指

導
書

171頁
）
。
作
者
自

身
に

照
ら
し
合

わ
せ
れ
ば
、
一

九
五
一
年
生
ま
れ
の
南
木
は

五

七
年
に
小
学
生
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
、
テ
レ
ビ
登
録
世
帯
数
は
、
五
八
年
に
よ
う

や
く
一
〇
〇
万
を
突
破
し
、
皇
太
子
ご
成
婚
一
週
間
前
の
五
九
年
四
月
三
日
に
二
〇
〇

万
と
倍
増
、
同
年
一
〇
月
に
三
〇
〇
万
に
急
増
し
た

（
７
）。

こ
の
よ
う
に
時
代
設
定
を
確
認
し
た
の
は
、
主
人
公
の
大
学
受
験
の
時
期
を
明
ら
か

に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
作
品
内
の
時
間
軸
は
実
証
的
に
も
ほ
ぼ
作
者
自
身
の
経

歴
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
主
人
公
は
一
九
七
〇
年
頃
に
大
学
受
験
を
し
た
こ
と
に
な

る
。
当
時
、
大
学
入
試
は
三
月
上
旬
と
下
旬
の
二
期
に
分
か
れ
、
受
験
で
き
る
大
学
も

一
期
と
二
期
で
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
制
度
は
七
九
年
一
月
の
共
通
一
次
試
験
（
そ
の

後
、
九
〇
年
一
月
に
セ
ン
タ
ー
試
験
と
な
る
）
の
開
始
ま
で
存
続
し
た
。
当
時
の
様
子

を
、
南
木
自
身
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

南木佳士「急須」論
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私
が
大
学
を
受
験
し
た
頃
、
国
立
大
学
に
は
一
期
校
と
二
期
校
の
区
別
が
は
っ

き
り
と
あ
っ
た
。
旧
帝
大
は
す
べ
て
一
期
校
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
地
方
大
学
は

二
期
校
だ
っ
た
。（
中
略
）
二
期
校
に
は
失
敗
を
経
験
し
た
若
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

私
も
文
字
ど
お
り
の
都
落
ち
で
、
東
京
か
ら
東
北
の
二
期
校
に
入
学
し
た
。
（
８
）

「
急
須
」
に
登
場
す
る
「
秋
田
の
大
学
」
の
モ
デ
ル
は
秋
田
大
学
で
あ
り
、
同
校
は

二
期
校
に
属
し
た
。
戦
後
の
受
験
制
度
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
意
識

の
中
で
、
主
人
公
は
秋
田
を
「
都
落
ち
」
と
い
う
挫
折
の
空
間
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
初
読
で
は
看
過
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
が
、
こ
の
主
人
公
は
大
学
入
試
に
際

し
て
一
年
浪
人
を
し
て
い
る
。
「
中
学
一
年
の
終
わ
る
春
」
に
、
東
京
へ
の
転
校
を
前

に
し
て
急
須
磨
き
と
決
別
し
、
「
再
び
急
須
磨
き
を
始
め
た
の
は
そ
れ
か
ら
十
年
後
、

秋
田
で
医
学
生
と
し
て
暮
ら
し
て
四
年
目
の
秋
だ
っ
た
」
（

144頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
主
人
公
は
二
十
三
歳
で
大
学
四
年
生
と
な
っ
て
い
る

（
９
）。
浪
人
を
し
た

末
に
「
都
落
ち
」
を
し
た
主
人
公
の
挫
折
感
は
、
こ
う
し
て
前
景
化
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
主
人
公
が
文
学
部
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
経
済
的
理
由
に
つ
い
て
も
補
足

し
て
お
き
た
い
。
作
中
で
「
群
馬
の
山
村
」
と
語
ら
れ
る
南
木
の
故
郷
は
、
群
馬
県
吾

妻
郡
嬬
恋
村
で
あ
る
。
同
村
は
高
原
キ
ャ
ベ
ツ
の
産
地
と
し
て
著
名
だ
が
、
か
つ
て
は

鉱
業
、
と
り
わ
け
硫
黄
鉱
山
で
繁
栄
し
た
。
主
人
公
の
父
が
事
務
職
と
し
て
転
勤
す
る

「
東
京
の
鉱
山
会
社
」（

143頁
）
は
、
嬬
恋
村
に
あ
っ
た
三
つ
の
硫
黄
鉱
山
の
う
ち
、
最

大
規
模
で
あ
っ
た
小
串
鉱
山
を
経
営
し
た
三
井
系
の
北
海
道
硫
黄
株
式
会
社
を
モ
デ
ル

に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
鉱
は
一
九
五
五
年
下
期
か
ら
輸
入
さ
れ
始
め
た
ア
メ

リ
カ
の
安
い
硫
黄
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
徐
々
に
衰
退
し
、
七
一
年
六
月
を
も
っ
て
閉

山
し
た

（

�）。
こ
の
閉
山
の
時
期
は
、
先
に
確
認
し
た
主
人
公
の
大
学
受
験
の
時
期
と

ほ
ぼ
重
な
る
。
仮
に
嬬
恋
村
や
北
海
道
硫
黄
と
い
う
作
者
の
情
報
か
ら
得
ら
れ
る
固
有

名
を
除
外
し
た
と
し
て
も
、
日
本
全
体
で
国
産
の
鉱
物
需
要
が
減
少
す
る
中
で
、
主
人

公
の
父
が
勤
務
す
る
会
社
の
経
営
状
態
が
悪
化
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ

ろ
う
。
浪
人
し
た
上
に
家
庭
の
経
済
状
況
を
考
え
る
と
、
主
人
公
の
進
路
選
択
は
限
ら

れ
た
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
都
落
ち
」
を
し
て
デ
カ

ダ
ン
な
生

活
を

送
る
主
人
公
の

背
景
に

は
、
浪
人
と
二
期
校
へ
の
進
学
と
い
う
二
重
の
挫
折
感
が
あ
り
、
扶
養
者
で
あ
る
父
が

務
め
る
鉱
山
会
社
の
衰
退
も
相
ま
っ
て
、
よ
り
主
人
公
の
焦
燥
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ

る
。

三
急
須
磨
き
の
再
開
の
原
因

前
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
主
人
公
は
大
学
受
験
の
挫
折
が
も
と
で
デ
カ
ダ
ン
な
生
活

を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
、「
大
学
に
行
く
つ
も
り
は
あ
り
、
行
か
な
く
て
は
」

と
の
焦
り
も
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
焦
燥
を
拭
い
去
る
た
め
に
急
須
磨
き
が
開

始
さ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
十
年
間
も
お
さ
ま
っ
て
い
た
行
動
を
再
開
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
幼
少
期
の
主
人
公
に
と
っ
て
、
急
須
磨
き
は
趣
味
で
あ
る
と
同
時
に
現

実
逃
避
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
指
導
書
』
は
、
志
賀
直
哉
の
「
清

兵
衛
と
瓢
箪
」
の
主
人
公
の
よ
う
な
美
的
追
求
と
、
不
安
定
な
家
庭
環
境
の
下
で
の
自

己
防
衛
の
方
策
と
い
う
二
点
か
ら
、
急
須
磨
き
の
理
由
を
指
摘
し
て
い
る
（
指
導
書

161・

173頁
）。
こ
れ
以
上
補
足
の
い
ら
な
い
的
確
な
解
釈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
医
学
生
と
な
っ
た
主
人
公
が
急
須
磨
き
を
再
開
す
る
理
由
に
つ
い
て
は

判
然
と
し
な
い
。
反
芻
す
る
と
、
主
人
公
は
毎
日
を
無
為
に
過
ご
す
中
、
偶
然
入
っ
た

貧
相
な
お
茶
屋
で
急
須
を
購
入
し
、
芥
川
龍
之
介
が
好
き
な
店
の
主
人
と
の
芥
川
談
義

に
夢
中
に
な
っ
た
後
、
帰
宅
し
た
そ
の
日
の
夜
に
急
須
磨
き
を
始
め
て
い
る
。
時
系
列

上
、
お
茶
屋
の
主
人
と
の
芥
川
談
義
が
急
須
磨
き
を
促
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

そ
れ
を
原
因
と
結
果
の
関
係
に
お
い
て
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
や
や
困
難
で
あ

る
。

和 田 崇
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こ
こ
で
、
急
須
磨
き
を
再
開
す
る
直
前
の
描
写
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

正
体
不
明
の
主
人
と
文
学
の
話
を
し
た
あ
と
に
は
、
不
思
議
な
満
足
感
と
と
も

に
、
手
す
り
の
な
い
階
段
に
足
を
踏
み
降
ろ
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
全
身
で
覚
え

る
頼
り
な
さ
の
感
覚
が
残
っ
た
。
だ
か
ら
、
ア
パ
ー
ト
に
帰
る
暗
い
裏
道
を
、
い

つ
も
よ
り
固
く
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
自
転
車
を
こ
い
だ
。（

149頁
）

『
指
導
書
』
で
も
、
急
須
磨
き
の
再
開
の
原
因
を
尋
ね
る
端
的
な
発
問
や
答
え
は
設

け
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
記
述
内
容
を
総
合
す
る
と
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
解

釈
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
お
茶
屋
の
主
人
に
と
っ
て
の
芥
川
作

品
、
特
に
『
秋
』
が
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
「
急
須
磨
き
」
に
あ
た
る
」
と
、
両
者
を

等
価
な
も
の
と
み
な
す
（
指
導
書

161頁
）。
そ
し
て
、「
芥
川
を
通
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
求

め
て
い
る
」
お
茶
屋
の
主
人
に
対
し
て
、「
自
分
と
の
共
通
点
を
見
出
し
」、
そ
う
す
る

こ
と
で
、
「
自
分
が
い
か
に
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
か
を
自
覚
」
し
、
右
の

引
用
文
の
よ
う
に
「
「
頼
り
な
さ
の
感
覚
」
を
覚
え
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
指
導
書

179頁
）。

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
が
、
お
茶
屋
の
主
人
が
「
芥
川
を
通
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
求

め
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
主
人
に
と
っ
て
の
芥
川
作
品
と
主
人
公
の
急
須
磨

き
は
等
価
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め
、
「
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
」
と
は
、

主
人
が
芥
川
の
作
品
で
心
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
た
し
か
に
主
人
は
「
急
須
は
バ
ラ
ン
ス
が
命
」
や
「
何
事
も
バ
ラ

ン
ス
が
基
本
」、「
芥
川
の
文
章
は
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
」
と
発
言
し
て
い
る
（

146～

147頁
）。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
自
身
が
「
芥
川
を
通
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
」

と
は
す
ぐ
に
読
み
取
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
解
釈
は
、
後
に
臨
床
講
義
で
教
授
の
口

か
ら
説
明
さ
れ
る
「
高
校
の
国
語
の
教
師
と
し
て
東
京
で
暮
ら
し
て
い
た
」
が
「
両
親

が
老
い
て
病
気
が
ち
に
な
っ
た
た
め
に
秋
田
に
も
ど
」
っ
た
こ
と
、
「
結
核
の
た
め
に

婚
期
を
の
が
し
、
現
在
も
独
身
で
あ
る
」
こ
と
、
治
療
の
困
難
な
「
肺
の
小
細
胞
癌
」

に
冒
さ
れ
て
い
る
こ
と
（

154頁
）
な
ど
、
主
人
に
関
す
る
来
歴
を
総
合
し
て
導
き
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
東
京
で
国
語
の
教
師
を
続
け
る
は
ず

で
あ
っ
た
時
間
を
喪
失
し
、
そ
の
空
虚
さ
を
埋
め
る
た
め
に
「
芥
川
を
通
し
て
バ
ラ
ン

ス
を
求
め
て
い
る
」
と
理
解
で
き
る
。

た
だ
し
、
仮
に
お
茶
屋
の
主
人
が
「
芥
川
を
通
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
」
と

し
て
も
、
そ
れ
に
主
人
公
が
気
づ
き
、
「
自
分
と
の
共
通
点
」
を
認
識
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
芥
川
談
義
を
し
た
時
点
で
は
、
彼
は
ま
だ
主
人
の
過
去
を
知
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
は
不
特
定
の
現
在

か
ら
過
去
を
回
想
す
る
主
人
公
そ
の
も
の
で
あ
り
、
語
る
現
、

在
、

の
視
点
で
あ
れ
ば
、
彼

は
バ
ラ
ン
ス
を
介
し
た
主
人
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

主
人
と
の
芥
川
談
義
を
遂
行
し
た
ば
か
り
の
語
ら
れ
る
過
、

去
、

の
主
人
公
は
、
そ
れ
を
認

識
し
よ
う
が
な
い
。
「
正
体
不
明
の
主
人
」
と
表
象
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
主
人
公
が
芥
川
談
義
を
通
じ
て
「
自
分
が
い
か
に
不
安
定
な
状
況
に
置

か
れ
て
い
た
か
を
自
覚
」
す
る
と
い
う
解
釈
も
、
そ
れ
が
主
人
公
の
内
面
で
自
発
的
に

生
じ
た
も
の
な
ら
と
も
か
く
、
「
共
通
点
を
見
出
」
す
と
い
う
よ
う
な
、
お
茶
屋
の
主

人
（
他
者
）
に
触
発
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
主
人
公
が
急
須
を
磨
く
行
為
は
、
精
神
分
析
で
い
う
と
こ
ろ
の
防
衛
機
制

に
あ
た
る
。

フ
ロ

イ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
自

我
そ
の
も
の
の

中
に
」
は
「
意
識
さ
れ
な
い

も
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
も
の
で
あ
り
、
い

い
か
え
れ
ば
、
み
ず
か
ら
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
強
い
作
用
を
示
す
も
の
」
が
存
在

し
、
「
そ
れ
が
意
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
特

別
の
作

業
を

必
要
と
す
る
」
（

�）
と
い

う
。
人
間
は
無
意
識
に
生
じ
る
不
安
や
葛
藤
が
意
識
に
浮
上
し
な
い
よ
う
に
、
何
か
別

の
対
象
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
回
避
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
人
公
の
場
合
は
急
須

磨
き
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
急
須
磨
き
は
あ
く
ま
で
行
為
を
遂
行
す
る
自
己
の
内
面
か
ら

生
じ
る
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
を
探
る
た
め
に
は
、
主
人
公
自
身
の
変
化
を
追
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う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
前
節
で
引
用
し
た
主
人
公
の
デ
カ
ダ
ン
な
生
活
の
描
写
に
話
を

戻
し
た
い
。
先
述
の
と
お
り
、
急
須
磨
き
が
再
開
さ
れ
る
以
前
か
ら
主
人
公
は
退
廃
的

な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
大
学
へ
「
行
か
な
く
て
は
」
と
い
う
焦
燥
感
も
抱

い
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
か
ら
既
に
急
須
磨
き
以
外
の
何
ら
か
の
防
衛
機
制
が

働
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

理
由
は
後
に
な
れ
ば
い
く
ら
で
も
つ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
た
だ
行

き
た
く
て
も
行
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
に
向
か
っ
て
自
転
車
を
こ
ぎ
出
す

と
頭
痛
や
吐
き
気
が
し
、
遠
ざ
か
れ
ば
症
状
は
消
え
た
。
い
か
に
も
勝
手
す
ぎ
る

体
だ
と
あ
き
れ
果
て
は
し
た
も
の
の
、
実
際
に
気
分
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ

か
ら
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
ア
パ
ー
ト
の
万
年
床
に
引
き
返
し
て
小
説
な
ど
読
む
し

か
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。（

144頁
）

右
の
引
用
は
、
お
茶
屋
の
主
人
と
出
会
い
、
急
須
磨
き
を
再
開
す
る
以
前
の
主
人
公

の
日
常
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
の
直
後
に
銭
湯
の
一
番
風
呂
に
入
る
描
写

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
も
心
身
を
な
ぐ
さ
め
る
行
為
と
し
て
認
め
て
も
よ
い
。
だ
が
、
こ

こ
で
は
特
に
傍
線
を
引
い
た
小
説
を
読
む
行
為
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
行

動
は
急
須
磨
き
の
再
開
後
に
も
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

お
ま
え
は
な
に
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
の
た
ま
ら
な
い
焦
燥
を
誘
う
内
な
る
声

が
聞
こ
え
出
す
前
に
、
せ
っ
せ
と
急
須
磨
き
を
開
始
し
、
飽
き
る
と
文
庫
本
の
小

説
を
読
み
、
ま
た
磨
き
。（

150頁
）

大
学
へ
行
く
こ
と
が
で
き
ず
精
神
が
不
安
定
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
小
説
を
読
む
こ

と
で
気
を
紛
ら
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
急
須
磨
き
を
再
開
し
た
後
も
、
そ
の
合
間
に
は
文

庫
本
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
に
と
っ
て
急
須
磨
き
以
外
で
自
我
を

防
衛
す
る
手
段
は
、
小
説
を
読
む
こ
と
な
の
で
あ
る

（

�）。
そ
れ
が
、
好
き
な
文
学
の

話
を
す
る
友
達
も
い
な
い
秋
田
で
、
た
ま
た
ま
入
っ
た
お
茶
屋
で
主
人
と
芥
川
談
義
を

し
た
こ
と
で
、
思
い
も
か
け
ず
「
不
思
議
な
満
足
感
」
を
得
る
ほ
ど
満
た
さ
れ
た
。
だ

が
一
方
で
、
大
学
へ
行
け
な
い
自
己
を
抑
制
す
る
文
学
的
欲
求
が
一
時
的
に
増
幅
し
た

た
め
、
そ
の
反
動
で
抑
制
さ
れ
て
い
た
不
安
や
葛
藤
も
膨
張
し
て
し
ま
っ
た
。
「
頼
り

な
さ
の
感
覚
」
と
は
、
満
足
感
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
エ
ス
（
無
意
識
の
中
に
潜
む
本
能

的
衝
動
）
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
代
償
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
ま
さ
し
く
主
人
公
の

身
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
。
当
然
、
こ
れ
を
抑
え
る
に
は
小
説
を
読
む

だ
け
で
は
不
十
分
で
、
幼
少
期
に
と
ら
れ
た
急
須
磨
き
が
自
我
を
防
衛
す
る
方
策
と
し

て
付
け
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
医
学
生
と
な
っ
た
青
年
期
の
主
人
公
は
、
小
説
を
読
む
こ
と
で
精

神
を
か
ろ
う
じ
て
安
定
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
お
茶
屋
の
主
人
と
の
芥
川
談
義
を
経

て
、
小
説
を
読
む
と
い
う
文
学
的
欲
求
が
過
剰
に
満
た
さ
れ
、
そ
の
反
動
と
し
て
増
幅

し
た
不
安
や
葛
藤
に
対
し
、
急
須
磨
き
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
で
崩
れ
そ
う
に
な
る
自
我

を
保
護
し
た
の
で
あ
る
。

四
急
須
磨
き
と
決
別
で
き
た
要
因

前
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
急
須
磨
き
の
再
開
の
原
因
は
あ
く
ま
で
主
人
公
の
内
面
に

あ
り
、
お
茶
屋
の
主
人
は
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
主
人
は
「
自

分
と
の
共
通
点
」
を
見
出
さ
せ
る
ほ
ど
に
は
、
他
者
と
し
て
主
人
公
の
内
面
に
干
渉
し

て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
役
割
は
機
会
作
り
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
人

の
役
割
や
機
能
の
弱
さ
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
主
人
公
の
急
須
磨
き
と
の
最
後

の
決
別
に
も
見
ら
れ
る
。

物
語
を
順
に
追
っ
て
い
く
と
、
急
須
磨
き
を
再
開
し
た
後
、
お
よ
そ
三
ヶ
月
も
の
間

和 田 崇
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大
学
を
欠
席
し
た
主
人
公
は
、
人
数
が
欠
け
る
と
困
る
と
い
う
級
友
の
依
頼
に
仕
方
な

く
大
学
の
臨
床
講
義
に
出
席
し
、
そ
こ
で
患
者
と
し
て
運
ば
れ
て
き
た
お
茶
屋
の
主
人

と
再
会
す
る
。
そ
し
て
、
臨
床
講
義
の
後
、
次
の
よ
う
に
大
学
へ
行
く
こ
と
を
決
意
す

る
。

初
め
て
聴
い
た
臨
床
講
義
で
あ
っ
た
が
、
患
者
が
た
ま
た
ま
知
っ
た
人
だ
っ
た

と
い
う
以
上
に
、
医
学
が
ま
さ
に
生
き
て
い
る
人
間
を
扱
う
学
問
な
の
だ
と
の
印

象
を
強
く
与
え
て
く
れ
た
。
学
ぶ
べ
き
も
の
の
輪
郭
が
見
え
て
き
た
。
こ
の
講
義

を
聴
く
た
め
に
大
学
に
行
こ
う
。
い
つ
ま
で
も
急
須
を
磨
い
て
い
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。（

155頁
）

「
以
上
に
」
へ
傍
線
を
引
い
た
よ
う
に
、
主
人
公
に
と
っ
て
患
者
が
主
人
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
問
題
で
な
い
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
重
症
患
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も

よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
主
人
公
は
「
医
学
部
と
い
う
と
こ
ろ
は
も
う
少
し

生
身
の
人
間
の
生
死
に
か
か
わ
る
問
題
を
学
ぶ
と
こ
ろ
と
わ
ず
か
な
期
待
を
抱
」
き
、

そ
れ
が
「
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
」（

151頁
）
た
め
デ
カ
ダ
ン
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
二
つ
の
引
用
で
波
線
部
が
呼
応
す
る
よ
う
に
、
こ
の
期
待
さ
え
満
た
し
て
く

れ
る
患
者
で
あ
れ
ば
、
彼
は
必
然
的
に
大
学
へ
行
く
活
力
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
結
末
部
の
描
写
で
、
主
人
公
は
急
須
を
割
る
か
ど
う
か
で
悩
み
、
そ
の

急
須
は
「
お
茶
屋
の
主
人
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
証
し
て
く
れ
た
も
の
で
、
死
に
ゆ
く
彼
と

の
唯
一
の
接
点
で
あ
っ
た
」
「
そ
う
思
う
と
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
語
る
こ
と
で
、

主
人
へ
の
愛
着
は
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
、
主
人
公
が
急
須
磨
き

を
や
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
あ
く
ま
で
臨
床
講
義
で
「
生
き
て
い
る
人
間
を
扱
」
え

た
か
ら
で
あ
り
、
急
須
そ
の
も
の
を
残
す
理
由
と
は
連
関
し
な
い
。
こ
こ
で
も
、
主
人

は
「
患
者
」
と
し
て
き
っ
か
け
を
作
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
急
須
磨
き
と
の
決
別
に
対
し
て
、

固
有
の
登
場
人
物
と
し
て
特
別
な
役
割
や
機
能
は
担
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
補
強
す
る
た
め
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
に
注
目
し
た
い
。
一
読
し

て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
主
人
公
が
医
者
と
な
っ
た
不
特
定
の
現
在
の
視
点
か

ら
過
去
の
自
分
を
回
想
す
る
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
語
り
手
が
「
私
」
や

「
僕
」
と
い
っ
た
一
人
称
で
過
去
の
主
人
公
を
統
括
し
て
い
な
い
た
め
、
つ
ま
り
、
語

る
側
も
語
ら
れ
る
側
に
も
人
称
が
な
い

（

�）
た
め
、
語
り
を
行
っ
て
い
る
時
空
間
と
語

ら
れ
る
主
人
公
の
時
空
間
の
内
面
と
の
間
に
、
二
重
の
主
体
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

婿
と
し
て
こ
の
家
に
入
っ
た
も
の
の
、
妻
に
先
立
た
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に

再
婚
し
て
家
を
出
た
彼
の
複
雑
な
立
場
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。（

142頁
）

午
後
三
時
に
な
る
と
銭
湯
が
開
く
、
老
人
た
ち
と
一
番
湯
に
入
っ
た
。
す
る
と

心
身
と
も
に
す
っ
き
り
し
て
な
ん
で
も
で
き
そ
う
な
気
に
な
っ
て
く
る
。
な
ん
の

こ
と
は
な
い
、
朝
悪
く
て
午
後
か
ら
夕
に
か
け
て
気
分
が
回
復
し
て
く
る
軽
症
う

つ
病
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
不
勉
強
で
無
自
覚
な
医
学
生
が
気
づ
く
は
ず
も

な
く
、
な
ん
と
か
そ
の
日
そ
の
日
を
な
だ
め

暮
ら
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
（

144～

145頁
）

右
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
基
本
的
に
過
去
の
自
分
自
身
へ
内
的
に
焦
点
化
し
な
が
ら

も
、
時
折
、
語
る
現
在
の
視
点
か
ら
客
観
的
に
状
況
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
。
注
（
１
）

で
既
述
の
と
お
り
、
単
行
本
収
録
の
際
に
右
の
二
つ
の
引
用
の
一
部
を
改
稿
し
た
の
も
、

語
り
手
の
機
能
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
主
体
の
二
重
性
が
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
語
り
の
特
徴
で
あ
り
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
過
去
の
主
人
公
の
内
面
を

捉
え
難
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
急
須
」
の
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
読
者
は
現
在
の
語
り
手
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
過

去
を
追
体
験
す
る
。
そ
の
た
め
、
語
り
手
の
記
憶
に
強
く
残
っ
た
芥
川
談
義
と
余
命
三

南木佳士「急須」論
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ヶ
月
の
癌
患
者
と
い
う
主
人
の
形
象
を
享
受
し
、
同
時
に
、
急
須
磨
き
と
の
決
別
と
い

う
成
長
の
記
録
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
両
者
に
因
果
関
係
を
持
た
せ
よ
う
と
欲

望
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
先
述
の
「
以
上
に
」
に
見
ら
れ
た
と
お
り
、

語
り
手
は
決
し
て
恣
意
的
に
両
者
を
結
び
付
け
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、
お
茶
屋
の
主

人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
自
身
の
成
長
過
程
と
を
並
行
し
て
語
っ
て
い
る
。
両
者
の
空
隙
を

埋
め
る
の
は
、
あ
く
ま
で
読
者
な
の
だ
。

こ
う
し
た
語
り
手
の
冷
静
さ
に
気
づ
く
と
、
次
の
よ
う
な
描
写
も
見
え
て
来
る
。

講
義
に
出
な
い
の
は
自
分
の
勝
手
だ
が
、
班
の
者
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
る
の
は

本
意
で
は
な
い
。
行
く
し
か
な
い
か
、
と
す
こ
ぶ
る
消
極
的
な
背
伸
び
を
し
て
か

ら
、
そ
の
夜
、
診
察
手
技
の
教
科
書
を
引
っ
ぱ
り
出
し
て
自
分
の
腹
を
な
で
さ
す

り
な
が
ら
急
ご
し
ら
え
の
触
診
の
練
習
を
し
た
。

翌
日
、
臨
床
講
義
は
午
後
一
時
か
ら
の
開
講
だ
っ
た
。
数
カ
月
ぶ
り
に
教
室
に

入
っ
た
の
だ
が
、
級
友
た
ち
は
気
持
ち
よ
い
ほ
ど
に
無
関
心
で
い
て
く
れ
た
。
白

衣
を
着
て
階
段
教
室
の
最
前
列
に
座
り
、
講
義
の
開
始
を
待
っ
た
。（

152頁
）

本
稿
の
三
節
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
学
の
授
業
に
意
義
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
主

人
公
は
、
「
大
学
に
向
か
っ
て
自
転
車
を
こ
ぎ
出
す
と
頭
痛
や
吐
き
気
が
し
、
遠
ざ
か

れ
ば
症
状
は
消
え
」
る
と
い
う
軽
症
う
つ
病
を
発
症
す
る
。
急
須
磨
き
を
再
開
す
る
こ

と
で
自
我
を
保
護
し
続
け
て
い
た
主
人
公
が
、
精
神
的
に
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
状
況

で
あ
れ
ば
、
右
の
引
用
の
改
行
部
に
「
頭
痛
や
吐
き
気
」
の
症
状
が
現
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
主
人
公
は
「
消
極
的
」
な
が
ら
も
、
「
階
段
教
室
の
最
前
列
」
に
鎮

座
し
て
い
る
。
症
状
部
分
は
省
筆
さ
れ
た
な
ど
、
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
に
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
が
、
冷
静
な
語
り
手
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
苦
痛
を
伴
わ
ず
に
大
学
の
教
室

ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
、
臨
床
講
義

と
い
う
「
生
身
の
人
間
」
を
招
い
て
行
う
授
業
へ
の
期
待
で
あ
り
、
急
須
磨
き
と
の
決

別
へ
の
予
兆
は
、
既
に
大
学
へ
向
か
う
時
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（

�）。

以
上
の
よ
う
に
、
主
人
公
が
大
学
の
授
業
へ
出
る
意
欲
を
取
り
戻
し
た
の
は
、
「
生

き
て
い
る
人
間
を
扱
う
学
問
」
と
い
う
彼
の
医
学
部
に
対
す
る
期
待
が
満
た
さ
れ
た
か

ら
で
あ
り
、
臨
床
講
義
の
協
力
者
と
し
て
現
れ
た
お
茶
屋
の
主
人
は
、
急
須
磨
き
と
の

決
別
に
特
化
す
れ
ば
、
「
患
者
」
と
し
て
そ
の
機
会
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
語

り
手
で
あ
る
現
在
の
主
人
公
の
記
憶
に
、
わ
ず
か
二
度
し
か
会
わ
な
か
っ
た
主
人
の
印

象
が
ど
れ
だ
け
鮮
明
に
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
急
須
磨
き
を
め
ぐ
る
彼
の
成

長
と
別
個
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

五
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
主
人
公
が
浪
人
し
て
い
る
設
定
や
防
衛
機
制
と
し
て
の
読
書
、
語
ら
れ

な
か
っ
た
症
状
へ
の
着
目
な
ど
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
推
察
し
得
る
情
報
を
補
助
線
と
し
て
、

「
急
須
」
に
お
け
る
お
茶
屋
の
主
人
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

論
証
の
過
程
で
、
主
人
公
の
成
長
の
全
て
を
お
茶
屋
の
主
人
か
ら
の
影
響
に
帰
す
る

読
者
の

存
在
を

仮
定
し
、
ま
た
、
『

指
導
書

』
の
解
釈
と
の

差
異
を

示
し
た
。
だ
が
、

本
稿
は
決
し
て
小
説
の
欠
陥
や
『
指
導
書
』
の
解
釈
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一

見
単
純
に
見
え
る
物
語
の
空
隙
を
埋
め
て
い
け
ば
、
新
た
な
解
釈
を
提
示
で
き
る
可
能

性
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
筆
者
（
和
田
）
が
高
校
教
員
と
し
て
最
後

に
担
当
し
た
一
年
生
の
生
徒
た
ち
と
、
こ
の
「
急
須
」
の
テ
ク
ス
ト
を
共
同
し
て
読
解

し
た
授
業
実
践
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
多
様
な
読
み
を
提
示
し
た
優
秀
な
生
徒
た
ち

に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
に
よ
っ
て
「
急
須
」
が
持
つ
文
学
教
材
と
し
て
の
可
能

性
も
提
示
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

和 田 崇
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【
注
】

（
１
）
異
同
は
二
ヶ
所
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
、
主
人
公
の
生
母
の
死
後
、
す
ぐ
に
再
婚
を
し

た
父
が
母
方
の
祖
母
に
対
し
て
「
複
雑
な
立
場
」
に
あ
る
こ
と
が
「
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
」
が
、
初
出
で
は
「
ず
っ
と
の
ち
の
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
単
行
本
で
は
「
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
一

つ
は
、
医
学
生
に
な
っ
て
か
ら
軽
症
う
つ
病
に
な
り
、
ふ
し
だ
ら
な
生
活
を
送
っ
て
い
た

こ
と
を
回
顧
す
る
場
面
で
、
初
出
で
は
「
な
ん
と
か
そ
の
日
そ
の
日
を
う
っ
ち
ゃ
っ
て
い

た
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
単
行
本
で
は
「
な
だ
め
暮
ら
し
て
い
た
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
教
科
書
の
テ
ク
ス
ト
の
底
本
は
文
春
文
庫
版
で
あ
り
、
収
録
に
際
し
て
「
め
し
」
を

「
飯
」
に
す
る
な
ど
、
平
仮
名
が
漢
字
に
直
さ
れ
、
「
坐
っ
て
」
を
「
座
っ
て
」
と
す
る
な

ど
、
常
用
外
漢
字
が
常
用
漢
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
た
だ
し
、
以
前
、
第
一
学
習
社
の
『
高
等
学
校
改
訂
版
現
代
文
』
（
二
〇
〇
七
年
三
月

検
定
済
、
二
〇
〇
九
年
二
月
刊
）
に
南
木
の
短
編
小
説
「
ウ
サ
ギ
」
（
『
文
學
界
』
一
九
九

六
年
六
月
号
）
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
作
中
に
お
い
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
ひ
と

つ
屋
根
の
下
』
で
酒
井
法
子
が
発
し
た
セ
リ
フ
の
引
用
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、
同
女
優

が
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
た
影
響
か
、
現
行
の
教
科
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い

な
い
。

（
４
）
本
稿
に
お
け
る
「
急
須
」
の
引
用
に
は
、
教
科
書
の
底
本
で
あ
る
文
春
文
庫
版
『
冬
物

語
』
を
用
い
て
お
り
、
頁
番
号
は
同
書
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
後
の
引
用
文
中
の
傍

線
は
全
て
引
用
者
（
和
田
）
が
引
い
た
。

（
５
）
た
と
え
ば
『
ふ
い
に
吹
く
風
』
（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
二
月
刊
）
に
収
め
ら
れ
た

「
ゆ
る
や
か
な
助
走
」
で
は
、
「
小
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
母
は
私
が
三
歳
の
と
き
に
結
核

で
死
ん
だ
。
以
降
、
再
婚
し
た
父
と
は
離
れ
、
姉
と
と
も
に
祖
母
の
手
で
育
て
ら
れ
て
い

た
」
と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
南
木
の
随
筆
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
記
述
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。

（
６
）「
作
品
の
履
歴
書
と
し
て
の
あ
と
が
き
」（『
熊
出
没
注
意
』
前
掲
）。

（
７
）

志
賀

信
夫
『

昭
和
テ
レ
ビ

放
送

史
〔

上
〕
』
（

早
川
書

房
、
一
九
九
〇
年
七
月
刊
）
二
二

〇
頁
。

（
８
）
「
一

期
校
と
二

期
校
」
（
『
ふ
い
に
吹
く
風
』
前
掲
）
。

国
立
大
学

入
試
の
「
一

期
校
、
二

期
校

制
」
は
一
九

四
九
年
の
学

制
改

革
か
ら

始
ま
り
、
南
木
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
「

旧

帝
国
大
学
が
す

べ
て
一

期
校
で
あ
り
、
一

期
校
は
一

流
校
、
二

期
校
は
二

流
校
と
の

印
象

を
与
え
て
い
た
」
（
中
井

浩
一
『
大
学

入
試
の

戦
後

史
』
中
公

新
書
ラ
ク
レ
、
二
〇
〇
七
年

四
月
刊
、
二
一
二
頁
）。

（
９
）
作
者
の
南
木
も

実
際
に

浪
人
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
前
掲
の
「
ゆ
る
や
か
な
助
走
」

の
ほ
か

多
く
の
随
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
説
「
ウ
サ
ギ
」
の
主
人
公
は

浪
人
し

て
予
備
校
に
通
い
、「

東
北
の
新
設
医
学
部
」
に
入
学
す
る
。

（

10）
『

嬬
恋

村
誌

上
巻
』
（

群
馬

県
吾

妻
郡

嬬
恋

村
役
場
、
一
九
七
七
年
三
月
刊
）

954～

955頁

を
参

照
。
ち
な

み
に
、

嬬
恋

村
に
お
け
る

職
業

別
人

口
は
、
一
九
六
〇
年
の

ピ
ー
ク

時
に

は
農

業
に

次
い
で

鉱
業
が
二
番

目
に

多
く
一

四
六

五
人
い
た
の
に
対
し
、
七
〇
年
に
は
六

七
三
人
に

減
少
し
て

比
率
も
サ

ー
ビ
ス

業
に

抜
か
れ
て
い
る
（
同
書

35頁
）
。
ま
た
、
日
本

の
硫

黄
生

産
高
は
、

五
一
年
の

ピ
ー
ク

時
に
は

約
一

億
四

千
万
ト

ン
あ
っ
た
の
に
対
し
、

六
五
年
に
は
約
二
十
一
万
ト
ン
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
（
同
書

954頁
）。

（

11）
「

自
我
と

エ
ス
」
（
『
フ

ロ
イ
ト

著
作

集
第
六

巻
』
人
文
書

院
、
一
九
七
〇
年
三
月
刊
）

268頁
。

（

12）
テ
ク
ス
ト

分
析
の

材
料
に
は
で
き
な
い
が
、
南
木

自
身
も
「

歩
い
て
か
ら

読
む

牧
水
」

（
岩

波
文
庫
編

集
部
編
『

読
書
の
す
す
め
第

９
集
』
二
〇
〇

四
年

五
月
刊
）
に
お
い
て
、

「
高
校
時
代
に
芥
川
龍
之
介
の
小
説
を
文
庫
で
手
に
入
る
か
ぎ
り
読
ん
で
」、
そ
れ
が
「
ち
ょ
っ

と
だ
け
複
雑
な

家
庭

環
境
か
ら

逃
れ
る
た
め
の

格
好
の
手

段
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て
お
り
、

現
実
逃
避
の
方
策
と
し
て
小
説
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

13）
南
木
の
初

期
の
小
説
で
は
、

自
己
語
り
の
場

合
は
「
ぼ
く
」
と
い
う
一
人

称
を
用
い
て

お
り
、
第

五
三
回
文
学
界

新
人

賞
を

受
賞
し
た
「

破
水
」
（
『
文
學
界
』
一
九

八
一
年

十
二

月
号
）
や
第
一
〇
〇
回

芥
川

賞
を

受
賞
し
た
「

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド

ダ
ス
ト
」
（
『
文
學
界
』
一

九
八

八
年
九
月
号
）
、

映
画

化
さ
れ
た
「

阿
弥

陀
堂
だ
よ
り
」
（
『
文
學
界
』
一
九
九

五
年
三

月
号
）
な
ど
、

著
名
な
作
品
は
全
て
三
人

称
小
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

無
人

称
で

自
己

を
語
る
語
り
手
は
、
「

ニ
ジ
マ
ス
を

釣
る
」
（
『

別
冊
文

芸
春
秋
』
一
九

八
九
年
秋
号
）
や

「
試

み
の

堕
落

論
」
（
『
文
學
界
』
一
九
九
二
年

四
月
号
）
な
ど
で

次
第
に
現
れ
、
「
急
須
」

が
収
め
ら
れ
た
短
編

集
『
冬
物
語
』
で
は
、
収
録
さ
れ
た
全
て
の
作
品
が
こ
の

形
式
で
書

南木佳士「急須」論
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か
れ
て
い
る
。

（
14）

ち
な
み
に
、
南
木
は
『
冬
の
水
練
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
七
月
刊
）
に
収
め
ら
れ

た
「
臨
床
講
義
」
と
い
う
随
筆
に
お
い
て
、
大
学
に
入
学
し
て
「
五
年
目
の
あ
る
日
」
、
臨

床
講
義
で
「
色
の
白
い
中
年
の
女
性
患
者
」
を
診
察
し
、
「
艶
の
よ
い
頬
を
し
た
」
彼
女
が

「
白
血
病
」
で
あ
る
と
聞
い
て
「
満
員
の
教
室
が
ど
よ
め
い
た
」
様
子
を
回
想
し
、
「
医
学

が
ま
さ
に
生
身
の
人
間
を
扱
う
学
問
な
の
だ
と
の
印
象
を
こ
の
臨
床
講
義
で
深
く
植
え
つ

け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
も
と
も
と
作
者
が
臨
床
講
義
そ
の
も
の
に
深
い

思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ
こ
へ
お
茶
屋
の
主
人
と
い
う
虚
構
の
登
場
人
物
が
設
定
さ
れ
た
た

め
に
、
彼
が
十
分
に
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

和 田 崇
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