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介

「
桃
太
郎
」

論

|
|
啓
蒙
家
と
し
て
の
芥
川
龍
之
介
|
|

は
じ
め
に

「
桃
太
郎
」
は
、
一
九
二
四
(
大
正
一
三
)
年
七
月
一
日
発
行
の
『
サ
ン
デ

ー
毎
日
』
に
発
表
さ
れ
た
。
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
は
日
本
で
初
め
て
の
総
合
週
刊

誌
で
、
大
正
時
代
の
文
化
の
大
衆
化
の
一
翼
を
に
な
っ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
芥

川
は
創
刊
号
か
ら
執
筆
し
て
お
り
、
自
死
の
前
月
ま
で
作
品
を
発
表
し
て
い
た
。

生
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
は
一
六
作
品
あ
る
が
、
ジ
ャ
ン
ル
や
内
容
に
こ
れ
と

い
っ
た
特
徴
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
「
桃
太
郎
」
を
含

む
作
品
の
多
く
が
単
行
本
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
ら
す
じ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
は
鬼
が
島
の
征
伐
を
思
い
立
つ
。
働
か
な
い
桃
太
郎

を
持
て
余
し
て
い
た
老
夫
妻
は
言
う
な
り
に
用
意
を
整
え
て
や
り
、
嬉
々
と
し

て
送
り
出
す
。
桃
太
郎
は
途
中
で
犬
猿
雄
を
仲
間
に
す
る
が
、
黍
団
子
は
決
ま

っ
て
半
分
し
か
や
ら
な
い
。
犬
猿
維
は
お
互
い
に
仲
が
悪
く
、
桃
太
郎
は
口
八

丁
で
な
ん
と
か
伴
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
楽
園
の
よ
う
に
穏
や
か
な
鬼
が
島

に
、
桃
太
郎
一
行
は
悪
逆
の
限
り
を
尽
く
す
。
つ
い
に
降
参
し
た
鬼
た
ち
か
ら

宝
物
を
巻
き
上
げ
、
さ
ら
に
人
質
の
小
鬼
ま
で
さ
ら
っ
て
よ
う
や
く
桃
太
郎
は
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帰
る
。
鬼
た
ち
は
鬼
が
島
の
独
立
を
目
指
し
、
桃
太
郎
へ
の
復
讐
を
企
て
る
よ

う
に
な
る
。

こ
の
「
桃
太
郎
」
だ
け
を
中
心
と
し
た
先
行
研
究
は
、
一
九
八
二
(
昭
和
五

七
)
年
五
月
に
『
方
位
』
に
発
表
さ
れ
た
中
村
青
史
氏
の
コ
桃
太
郎
」
論
」
の

み
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
強
烈
な
風
刺
作
品
に

対
し
て
こ
れ
は
あ
ま
り
に
お
粗
末
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
村
氏
も
そ
の

論
文
中
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
桃
太
郎
」
研
究
の
心
許
な
さ
を
「
彼
の
作

品
中
で
、
も
っ
と
も
無
視
さ
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
に
違
い
な
い
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
調
刺
の
き
い
た
作
品
」
が
低
評
価
の
ま
ま
で

引
き
さ
が
っ
て
い
て
は
「
桃
太
郎
」
は
浮
か
ば
れ
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
作
品
の
評
価
と
し
て
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
か
か
わ
る
発
言
を
、
彼

の
エ
ッ
セ
イ
で
な
く
文
芸
作
品
に
お
い
て
見
出
せ
る
「
桃
太
郎
」
は
、
芥
川
作

品
の
中
で
も
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
い
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
と
い
う
作
品
は
こ
れ
ま
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た

も
の
は
少
な
い
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
(
勉
誠
出
版
、
二

O
O
O年
)
一
の
中
の
「
桃

太
郎
」
に
関
連
す
る
項
目
に
お
い
て
、
「
初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
の
ひ
と
つ
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で
あ
る
と
か
、
「
時
代
批
判
」
が
痛
烈
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
か
、
「
帝
国
主
義

日
本
の
戯
画
」
で
あ
り
「
軍
国
主
義
の
反
映
」
で
あ
る
な
ど
と
多
少
評
価
さ
れ

て
は
い
る
。
た
し
か
に
そ
う
で
は
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
考
え

る
。
私
に
は
、
彼
が
こ
の
風
刺
小
説
の
中
に
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
エ
ッ
セ
ン
ス

を
盛
り
込
ん
だ
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視
点
に
立
ち
、
こ

れ
か
ら
こ
の
「
桃
太
郎
」
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

時
代
背
景

ま
ず
「
桃
太
郎
」
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
を
お
さ
ら
い
し
て
お
こ

う
。
「
桃
太
郎
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
四
(
大
正
二
二
)
年
で
あ
る
。
前

年
の
一
九
二
一
二
(
大
正
一
二
)
年
九
月
に
は
、
こ
の
時
代
を
語
る
上
で
は
け
っ

し
て
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
未
曾
有
の
危
機
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
っ
て
い

る
。
こ
の
危
機
に
よ
っ
て
、
社
会
だ
け
で
は
な
く
文
学
界
も
お
お
い
に
揺
れ
た
。

な
か
で
も
特
に
有
名
な
の
が
、
菊
池
寛
や
佐
藤
春
夫
ら
に
よ
る
芸
術
論
争
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
に
際
し
、
自
ら
の
実
生
活
よ
り
も
芸
術
活
動

を
取
る
こ
と
の
で
き
た
作
家
は
お
そ
ら
く
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
芸

術
家
と
し
て
許
さ
れ
て
良
い
の
か
と
い
う
悲
観
的
な
立
場
を
取
っ
た
の
が
菊
池

で
あ
り
、
所
詮
実
生
活
に
勝
る
こ
と
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
だ
と
い
う
立
場
を

取
っ
た
の
が
佐
藤
で
あ
っ
た
。
多
く
の
作
家
た
ち
が
そ
の
二
つ
の
立
場
の
間
で

揺
れ
、
自
ら
の
芸
術
論
と
改
め
て
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。
な
か
に
は
、
震

災
前
後
で
作
風
が
変
化
し
て
し
ま
っ
た
作
家
も
い
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
混
乱
を
極
め
た
文
壇
の
中
で
も
芥
川
は
揺
ら
が
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
そ
れ
を
糧
と
し
て
こ
れ
ま
で
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
立
ち
上
が
っ
て
い

く
よ
う
で
さ
え
あ
っ
た
。
前
章
で
引
用
し
た
「
妄
問
妄
答
」
の
中
で
、
彼
は
便

所
で
用
を
た
す
瞬
間
で
さ
え
芸
術
の
こ
と
な
ど
は
頭
か
ら
消
え
去
っ
て
い
る
が
、

別
段
そ
れ
に
対
し
て
な
ん
と
も
思
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
芥
川

は
芸
術
と
実
生
活
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
生
活
が
芸
術

に
優
先
さ
れ
る
の
は
「
首
り
前
だ
と
し
か
思
は
な
い
」
し
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

「
命
あ
つ
て
の
物
種
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
文
壇
に
あ
っ
て
、
こ

の
芥
川
の
言
説
は
も
っ
と
も
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
主
流
で
あ
っ
た
前
掲
の
菊
池
派
と
佐
藤
派
よ
り
も
、
芸
術
と
実

生
活
を
割
り
切
っ
て
そ
の
ど
ち
ら
と
も
に
向
き
合
っ
て
い
た
彼
は
、
本
当
に
現

実
と
向
き
合
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
て
き
て
み
る
と
、
芥

川
は
多
分
に
リ
ア
リ
ス
ト
の
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く

る。

「
桃
太
郎
」
と
関
東
大
震
災
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内
容
と
比
較
す
る
に
あ
た
り
、
関
東
大
震
災
の
詳
細
と
経
緯
を
簡
単
に
見
て

い
き
た
い
。

関
東
大
震
災
は
一
九
二
三
(
大
正
一
二
)
年
九
月
一
日
(
土
)
、
午
前
一
一
時
五

八
分
に
起
こ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
昼
食
時
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
家
庭
で

火
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
後
の
大
火
災
に
つ
な
が
っ
た
。
震
源
は
東
京
か
ら
南

西一

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
相
模
湾
南
西
部
深
さ
一
三

0
0
メ
ー
ト
ル
の
海
底

で
、
お
も
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
の
は
東
京
と
横
浜
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

都
市
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
七
，
九
、
最
大
震
度
は
七
を
観
測
し
、
史
上
最
悪

の
大
地
震
と
な
っ
た
。
最
大
震
度
七
と
い
う
と
、
現
在
の
気
象
庁
の
定
め
る
定

義
に
よ
れ
ば
、
震
度
六
強
の
時
点
で
人
聞
は
遣
わ
な
い
と
動
く
こ
と
が
で
き
ず
、

飛
ば
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
固
定
し
て
い
な
い
家
具
の
ほ
と
ん
ど
が
移
動
し
、



倒
れ
る
と
い
う
。
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
一
般
的
な
家
屋
の
多
く
は
木

造
建
築
で
、
耐
震
性
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
作
り
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
大
震

度
七
の
揺
れ
に
襲
わ
れ
た
木
造
家
屋
の
多
く
は
傾
き
、
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
昼

時
で
か
ま
ど
に
火
が
く
べ
ら
れ
て
い
た
家
々
が
倒
壊
し
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
火

災
が
発
生
し
た
。
さ
ら
に
震
源
が
海
底
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
海
岸
に
近
い
場

所
で
は
津
波
の
被
害
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
余
震
は
一
二
八
回
を
-
記
録
し
、

政
府
は
そ
の
日
の
う
ち
に
救
援
対
策
な
ら
び
に
治
安
維
持
の
た
め
の
出
兵
を
協

議
し
た
。
こ
の
日
の
夕
方
四
時
ご
ろ
か
ら
、
混
乱
と
恐
怖
で
極
限
状
態
に
近
い

市
民
た
ち
の
聞
に
不
穏
な
噂
が
広
ま
り
は
じ
め
る
。

翌
日
の
二
日
、
正
午
ま
え
に
再
び
地
震
が
発
生
し
、
さ
ら
に
市
民
の
恐
怖
が

煽
ら
れ
政
府
は
戒
厳
令
を
発
布
。
民
心
の
安
寧
を
と
い
う
大
義
名
分
を
掲
げ
て

は
い
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
前
日
か
ら
の
噂
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
よ
り
、

出
所
不
明
の
「
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
人
が
暴
動
を
お
こ
し
、
各
地
で
放
火
暴
行
、

井
戸
に
毒
を
入
れ
て
い
る
」
と
い
う
流
言
が
各
地
に
広
ま
り
、
東
京
周
辺
で
朝

鮮
人
の
虐
殺
と
い
う
き
わ
め
て
非
人
道
的
な
最
悪
の
事
件
が
は
じ
ま
る
。
そ
し

て
そ
の
さ
ら
に
最
悪
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
下
手
人
の
多
く
が
市
民
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
東
京
で
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
民
間
の
自
警
団
や
官
憲
が
、
手
当

た
り
し
だ
い
に
朝
鮮
人
を
捕
え
、
虐
殺
し
て
い
た
。
そ
れ
は
至
る
所
で
行
わ
れ
、

警
察
署
で
さ
え
行
わ
れ
た
と
い
う
。

前
節
の
よ
う
に
き
わ
め
て
現
実
的
に
震
災
を
見
つ
め
て
い
た
芥
川
が
、
震
災

の
翌
年
に
書
い
た
こ
の
「
桃
太
郎
」
に
は
、
そ
の
風
刺
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
掲
の
中
村
氏
の
論
文
で
は
、
桃
太
郎
の
仲
間
で
あ
る
犬
猿
維
の
設
定
が
ほ

と
ん
ど
既
成
の
も
の
で
あ
り
、
侵
略
者
桃
太
郎
で
さ
え
芥
川
の
独
創
で
は
な
い

と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
「
地
震
学
な
ど
に
も
通
じ
た
堆
」

と
い
う
設
定
だ
け
は
独
創
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
私
は
関
東
大
震
災
の
風

刺
を
垣
間
見
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

し
か
し
彼
等
は
残
念
な
が
ら
、
あ
ま
り
仲
の
好
い
間
柄
で
は
な
い
。
丈
夫

な
牙
を
持
っ
た
犬
は
意
気
地
の
な
い
猿
を
莫
迦
に
す
る
。
黍
因
子
の
勘
定

に
素
早
い
猿
は
尤
も
ら
し
い
雄
を
莫
迦
に
す
る
。
地
震
学
な
ど
に
も
通
じ

た
維
は
頭
の
鈍
い
犬
を
莫
迦
に
す
る
。
ー
ー
ー
か
う
い
ふ
い
が
み
合
ひ
を
績

け
て
ゐ
た
か
ら
、
桃
太
郎
は
彼
等
を
家
来
に
し
た
後
も
、
一
通
り
骨
の
折

れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

雄
の
地
震
学
が
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
の
三
す
く
み
の
図
を
表
現
し
た
た

だ
一
度
き
り
で
あ
る
。
こ
の
物
語
が
進
ん
で
い
く
上
で
、
維
が
地
震
学
の
知
識

を
ひ
け
ら
か
す
よ
う
な
描
写
は
こ
れ
以
後
一
度
も
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
で

は
な
ぜ
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
維
に
地
震
学
と
い
う
設
定
の
み
を
与
え
た
の
か
と
い

え
ば
、
ひ
と
え
に
こ
の
作
品
が
関
東
大
震
災
を
風
刺
し
て
い
る
と
ほ
の
め
か
す

材
料
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の

展
開
に
な
ん
ら
使
わ
れ
ず
と
も
納
得
が
い
く
。
震
災
か
ら
一
年
と
経
た
ず
、
い

ま
だ
完
全
な
復
興
に
は
至
ら
な
い
首
都
に
お
い
て
、
「
地
震
」
と
い
う
単
語
の
み

で
お
そ
ら
く
多
く
の
人
々
が
震
災
を
連
想
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
芥
川
自
身
も

そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
の
は
じ
め
に
そ
う
し
て
読
者
に

無
意
識
に
で
も
震
災
を
想
起
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
、
の
ち
の
ち
の
展
開
が
効
い

て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
作
用
す
る
大
き
な
風
刺
は
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
目
は
、
震
災
の
混
乱
に
乗
じ
て
行
わ
れ
た
朝
鮮
人
・
中
国
人
大
虐
殺

事
件
で
あ
る
。
桃
太
郎
が
ょ
う
よ
う
鬼
が
島
へ
到
着
し
、
悪
逆
の
限
り
を
つ
く

-49 -



す
侵
略
の
場
面
が
、
朝
鮮
人
の
大
量
虐
殺
現
場
を
初
梯
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

吉
川
清
氏
編
の
『
い
わ
れ
な
く
殺
さ
れ
た
人
び
と
』
(
青
木
書
庖
、
一
九
八
三
年
)

一
一
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
虐
殺
の
場
に
居
合
わ
せ
な
が
ら
も
助
か
っ
た
方
の
貴
重

な
体
験
談
が
生
々
し
く
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
が
「
桃
太
郎
」
と
酷
似

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に
続
け
て
ふ
た
つ
を
引
用
す
る
。

①
 
私
は
、
そ
の
じ
ゃ
り
の
上
で
(
中
略
)
寝
て
し
ま
っ
た
ら
、
い
た
く
て
目

が
さ
め
て
み
る
と
、
庭
に
は
一
人
も
い
な
い
の
。
地
震
は
く
る
し
、
外
で

や
じ
馬
が
わ
あ
わ
あ
騒
い
で
い
て
、
外
か
ら
殺
し
に
く
る
と
思
っ
て
警
察

の
外
へ
み
ん
な
逃
げ
ち
ゃ
っ
た
。
俺
も
逃
げ
よ
う
か
と
思
っ
て
警
察
の
裏

の
へ
い
に
の
ぼ
っ
た
ら
、
む
こ
う
の
畑
で
、
逃
げ
た
の
が
み
ん
な
つ
か
ま

っ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
見
た
ら
、
っ
か
ま
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
そ
こ
へ

下
り
ら
れ
な
い
し
、
警
察
の
中
へ
入
っ
て
正
門
の
で
っ
か
い
樹
の
上
へ
の

ぼ
っ
ち
ゃ
つ
で
、
外
を
み
た
ら
、
す
ご
い
の
、
牛
を
殺
す
屠
殺
場
の
よ
う

で
、
真
赤
に
そ
ま
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
樹
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
お

り
て
警
察
の
中
へ
入
っ
て
い
く
と
、
オ
マ
ワ
リ
が
日
本
刀
の
長
い
の
を
も

っ
て
、
警
察
の
中
で
刺
し
殺
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
(
中
略
)
さ
あ
そ
ば
に

い
か
れ
な
い
か
ら
、
も
ど
る
と
、
刑
事
が
、
柔
道
の
白
い
上
着
で
黒
い
帯

を
腹
に
し
て
、
桜
の
棒
を
も
っ
て
な
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
。
俺
は
、
と
も
か

く
言
葉
を
知
ら
な
い
か
ら
、
と
も
か
く
手
を
あ
わ
せ
て
あ
や
ま
っ
た
の
。

そ
う
し
た
ら
、
俺
の
片
方
の
手
を
引
っ
ぱ
っ
て
ブ
タ
箱
に
入
れ
て
し
ま
っ

た。

② 

桃
太
郎
は
か
う
い
ふ
罪
の
な
い
鬼
に
建
国
以
来
の
恐
ろ
し
さ
を
与
へ
た
。

鬼
は
金
棒
を
忘
れ
た
な
り
、
「
人
聞
が
来
た
ぞ
」
と
叫
び
な
が
ら
、
亭
々
と

筆
え
た
榔
子
の
聞
を
右
往
左
往
に
逃
げ
惑
っ
た
。

「
進
め
!
進
め
!
鬼
と
い
ふ
鬼
は
見
つ
け
次
第
、

て
し
ま
へ
!
」

(
中
略
)
鬼
が
島
は
も
う
昨
日
の
や
う
に
、
極
楽
鳥
の
鴫
る
楽
土
で
は
な

い
。
榔
子
の
林
は
至
る
所
に
鬼
の
死
骸
を
撒
き
散
ら
し
て
ゐ
る
。
桃
太
郎

は
や
は
り
旗
を
片
手
に
、
三
匹
の
家
来
を
従
へ
た
ま
〉
、
平
蜘
昧
の
や
う

に
な
っ
た
鬼
の
首
長
へ
厳
か
に
か
う
い
ひ
渡
し
た
。

一
匹
も
残
ら
ず
殺
し

①
の
「
牛
を
殺
す
屠
殺
場
」
の
よ
う
な
「
真
赤
に
そ
ま
つ
」
た
警
察
の
外
の

常
軌
を
逸
し
た
光
景
と
、
②
の
「
至
る
所
に
鬼
の
死
骸
を
撒
き
散
ら
し
て
ゐ
る
」

と
い
う
残
酷
な
描
写
。
芥
川
は
数
多
く
の
震
災
に
関
す
る
随
筆
の
中
で
、
逃
げ

遅
れ
た
ら
し
い
人
び
と
の
遺
体
が
、
埋
葬
も
さ
れ
ず
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
野
ざ
ら

し
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
ま
だ
余
震
も
続
い
て
い
た
状
況
の
中

で
、
親
し
い
者
の
埋
葬
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
中
、
ー
「
屠
殺
」
さ
れ
る
よ
う
に
殺
さ

れ
た
お
び
た
だ
し
い
「
不
逗
鮮
人
」
の
遺
体
が
す
ぐ
に
埋
葬
さ
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
街
頭
で
突
然
殺
さ
れ
た
人
び
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
ま
ま

聞
に
葬
ら
れ
た
人
び
と
の
遺
体
は
、
さ
な
が
ら
侵
略
さ
れ
た
鬼
が
島
の
よ
う
に

無
残
に
撒
き
散
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
「
と
も
か
く
言
葉
を
知
ら
な
い
か
ら
、
と
も
か
く
手
を
あ
わ
せ
て
あ
や

ま
っ
た
」
と
い
う
証
言
と
、
「
平
蜘
株
の
や
う
に
な
っ
た
鬼
の
首
長
」
も
そ
の
風

刺
の
よ
う
に
見
え
る
。
当
時
の
自
警
団
や
官
憲
と
云
守
え
ば
、
警
備
と
称
し
て
街

頭
に
立
ち
、
怪
し
い
と
見
る
や
手
当
た
り
し
だ
い
に
捕
ま
え
て
「
教
育
勅
語
」

と
「
パ
ピ
プ
ベ
ポ
」
な
ど
を
言
わ
せ
、
言
え
な
け
れ
ば
朝
鮮
人
と
決
め
つ
け
て

激
し
い
虐
待
を
加
え
て
い
た
と
い
う
。
前
章
で
抜
粋
し
た
「
大
震
目
録
」
の
中

で
、
自
警
固
と
し
て
出
か
け
る
園
月
堂
(
渡
辺
庫
輔
)
の
い
で
た
ち
「
脇
差
を

ハ
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横
た
へ
、
木
刀
を
提
げ
た
る
」
様
子
を
見
れ
ば
、
丸
腰
の
被
害
者
た
ち
は
殺
さ

れ
な
い
よ
う
「
平
蜘
昧
の
や
う
に
」
わ
け
も
わ
か
ら
ず
「
と
も
か
く
手
を
あ
わ

せ
て
あ
や
ま
」
る
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

引
用
し
た
方
の
お
話
は
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
似
た

よ
う
な
こ
と
が
ど
こ
で
も
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
実
に
六

0
0
0名
以
上
も
の
朝
鮮
人
、
七

O

O
名
以
上
も
の
中
国
人
が
虐
殺
さ
れ
た
当
時
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
多
く
が
民
間
で
行
わ
れ
た
こ
の
虐
殺
の
現
場
は
、

ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
そ
の
当
時
自
警
団
に
所
属
し

て
い
た
芥
川
も
ま
た
当
事
者
と
い
う
も
っ
と
も
身
近
な
場
所
で
見
聞
き
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
が
あ
る
の
で
、

有
名
な
「
廃
都
東
京
」
の
一
文
を
抜
粋
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。

僕
は
こ
の
手
紙
を
書
い
て
了
ふ
と
、
僕
の
家
に
充
満
し
た
焼
け
出
さ
れ
の

親
戚
故
旧
と
玄
米
の
飯
を
食
ふ
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
提
燈
に
蝋
燭
を
と
も

し
て
、
夜
警
の
詰
所
へ
出
か
け
る
の
で
す
。
以
上
。

こ
の
文
章
だ
け
で
な
く
、
書
簡
や
他
作
品
の
随
所
に
自
身
が
自
警
団
に
属
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
見
ら
れ
、
彼
が
自
警
団
員
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
社
会
主
義
者
弾
圧
事
件
の
内
の
ひ
と
つ
で
あ
る
甘
粕
事
件

で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
い
く
つ
か
の
弾
圧
事
件
の
中
で
も
最
も
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
の
比
重
は
、
甘
粕
事
件
v亀
戸
事
件
v朝
鮮

人
・
中
国
人
大
虐
殺
事
件
で
あ
っ
た
と
松
尾
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
事
件

は
、
九
月
十
六
日
、
社
会
運
動
家
と
し
て
評
判
の
高
か
っ
た
無
政
府
主
義
者
の

大
杉
栄
が
、
妻
の
伊
藤
野
枝
と
幼
い
甥
の
橘
宗
一
と
と
も
に
、
甘
粕
雅
彦
憲
兵

大
尉
ら
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
杉
は
そ
の
日
避
難
し

て
い
た
実
弟
を
見
舞
い
に
訪
れ
、
甥
の
宗
一
少
年
を
預
か
っ
て
帰
宅
途
中
、
尾

行
中
の
警
官
の
眼
前
で
憲
兵
隊
に
連
行
さ
れ
た
ま
ま
消
息
を
断
っ
た
。
こ
れ
を

聞
き
つ
け
た
新
聞
記
者
ら
が
騒
ぎ
出
し
た
の
で
、
警
視
庁
が
内
務
省
に
報
告
し
、

陸
軍
大
臣
に
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、
事
態
が
判
明
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
「
桃
太
郎
」
を
見
て
み
よ
う
。

餓
ゑ
た
動
物
ほ
ど
、
忠
勇
無
双
の
兵
卒
の
資
格
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
は
な

い
筈
で
あ
る
。
彼
等
は
皆
あ
ら
し
の
や
う
に
、
逃
げ
ま
は
る
鬼
を
追
ひ
ま

は
し
た
。
犬
は
唯
一
噛
み
に
鬼
の
若
者
を
噛
み
殺
し
た
。
雄
も
鋭
い
噴
に

鬼
の
子
供
を
突
き
殺
し
た
。
猿
も
|
|
猿
は
我
々
人
聞
と
親
類
同
志
の
間

が
ら
だ
け
に
、
鬼
の
娘
を
絞
殺
す
前
に
、
必
ず
凌
辱
を
怒
に
し
た
:
:
:
。
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侵
略
の
も
っ
と
も
残
虐
な
第
四
節
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き

た
い
の
は
、
第
三
節
の
場
面
で
鬼
が
島
の
風
土
な
ど
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
な

か
に
は
鬼
の
老
若
男
女
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
殺
さ
れ
て
い

る
の
は
若
い
男
と
女
と
子
ど
も
だ
け
で
あ
る
。
抜
粋
し
た
部
分
を
も
う
一
度
見

て
ほ
し
い
。
犬
が
殺
す
の
は
「
若
者
」
、
堆
が
殺
す
の
は
「
子
供
」
、
猿
が
殺
す

の
は
「
娘
」
で
あ
る
。
か
な
り
限
定
的
な
言
葉
ば
か
り
が
意
図
的
に
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は
こ
こ
に
甘
粕
事
件
の
風
刺
を
見
る
。
「
若
者
」
は
大

杉
、
「
娘
」
は
伊
藤
、
「
子
供
」
は
宗
一
少
年
と
考
え
る
と
、
こ
の
特
定
さ
れ
た

組
み
合
わ
せ
も
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
「
桃
太
郎
」
に
は
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
短
い
の
で
、
以
下
に
全

文
を
抜
粋
す
る
。



桃
太
郎
の
本
国
へ
帰
っ
た
後
、
鬼
が
島
の
知
事
に
な
っ
た
の
は
武
断
主

義
の
犬
で
あ
る
。
犬
は
就
任
す
る
と
同
時
に
、
今
後
角
を
生
や
し
て
ゐ
る

鬼
は
死
刑
に
処
す
と
云
ふ
布
告
を
出
し
た
。

鬼
の
角
を
奪
は
う
と
云
ふ
の
は
犬
の
方
寸
に
出
た
こ
と
で
は
な
い
。
桃

太
郎
自
身
の
考
へ
た
こ
と
で
あ
る
。
桃
太
郎
の
考
へ
に
従
へ
ば
、
桃
太
郎

は
勿
論
犬
猿
維
は
い
づ
れ
も
角
を
生
や
し
て
ゐ
な
い
。
ゆ
え
に
鬼
は
子
鬼

か
ら
年
を
と
っ
た
鬼
に
至
る
迄
、
悉
角
を
生
や
し
て
ゐ
る
。
す
る
と
鬼
の

鬼
た
る
所
以
は
角
に
あ
る
と
云
っ
て
も
好
い
。
故
に
角
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

完
全
に
角
を
取
り
除
か
な
い
限
り
、
鬼
を
治
す
こ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
筈
で

あ
る
。犬

は
布
告
を
出
し
た
後
、
厳
重
に
取
締
り
を
実
行
し
た
。
或
時
な
ど
は

角
の
あ
る
鬼
を
一
時
に
五
百
匹
首
を
斬
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
部
分
は
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
、
「
桃
太
郎
」
に
は
一
切
描
か
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
角
」
の
風
刺
は
朝
鮮
人
・
中
国
人
な
ど
の
民
族
や
社
会
主
義

者
と
い
う
肩
書
き
の
み
で
殺
さ
れ
た
前
述
の
朝
鮮
人
ら
虐
殺
事
件
や
甘
粕
事
件

な
ど
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
草
稿
が
も
し
「
桃
太
郎
」
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
た
ら
、
桃
太

郎
の
鬼
が
島
侵
略
の
大
義
の
な
さ
が
も
っ
と
強
調
さ
れ
た
ろ
う
と
私
は
考
え
て

い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
の
中
に
は
、
鬼
と
人
間
の
確

執
が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
鬼
の
方
こ
そ
人
間
を
恐
れ
て

お
り
、
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
描
か
れ
方
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
抜
粋
す
る
の
は
、

鬼
の
祖
母
が
孫
に
人
間
の
恐
ろ
し
さ
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
場
面
で
あ
る
。

「
お
前
た
ち
も
悪
戯
を
す
る
と
、
人
間
の
島
へ
や
っ
て
し
ま
ふ
よ
。
(
中
略
)

人
間
と
い
ふ
も
の
は
角
の
生
え
な
い
、
生
白
い
顔
や
手
足
を
し
た
、
何
と

も
い
は
れ
ず
気
味
の
悪
い
も
の
だ
よ
。
お
ま
け
に
又
人
間
の
女
と
来
た
日

に
は
、
そ
の
生
白
い
顔
や
手
足
へ
一
面
に
鉛
の
粉
を
な
す
っ
て
ゐ
る
の
だ

よ
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
好
い
の
だ
が
ね
。
男
で
も
女
で
も
同
じ
ゃ
う

に
、
嘘
は
い
ふ
し
、
欲
は
深
い
し
、
焼
餅
は
焼
ぐ
し
、
己
惚
は
強
い
し
、

仲
間
同
志
殺
し
合
ふ
し
、
火
は
つ
け
る
し
、
泥
棒
は
す
る
し
、
手
の
つ
け

や
う
の
な
い
毛
だ
も
の
な
の
だ
よ
・
・
・
・
・
・
」

人
聞
を
嫌
う
鬼
の
描
写
は
こ
の
よ
う
に
詳
細
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
人
聞
が
鬼
に
対
し
て
は
ど
う
感
じ
て
い
る
の
か
な
ど
は
お
ろ
か
、
何

事
か
に
お
い
て
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
描
写
す
ら
見
当
た
ら
な
い
の
は

ど
う
し
た
わ
け
だ
ろ
う
か
。
回
目
頭
で
桃
太
郎
、
が
鬼
が
島
征
伐
に
で
か
け
る
と
聞

き
、
老
人
夫
婦
が
喜
ん
で
送
り
出
し
た
の
も
、
桃
太
郎
の
腕
白
さ
に
愛
想
を
つ

か
し
て
い
た
が
た
め
の
二
刻
も
早
く
追
ひ
出
し
た
さ
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

目
的
を
歓
迎
し
て
い
た
と
い
う
話
は
ど
こ
に
も
な
い
。
つ
ま
り
、
桃
太
郎
に
は

ど
こ
に
も
鬼
を
退
治
す
る
だ
け
の
大
義
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
鬼
が
島
退
治

に
関
す
る
大
義
の
暖
味
さ
は
、
中
村
氏
、
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以

下
は
、
桃
太
郎
の
大
義
の
な
さ
が
露
呈
す
る
場
面
で
、
鬼
の
首
長
と
桃
太
郎
と

の
会
話
で
あ
る
。

円
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「
わ
た
く
し
ど
も
は
あ
な
た
様
に
何
か
無
穫
で
も
致
し
た
為
、
御
征
伐
を

受
け
た
こ
と
〉
存
じ
て
居
り
ま
す
。
し
か
し
賓
は
わ
た
く
し
を
始
め
、
鬼

が
島
の
鬼
は
あ
な
た
様
に
ど
う
い
ふ
無
植
を
致
し
た
の
や
ら
、
と
ん
と
合

貼
が
参
り
ま
せ
ぬ
。
就
い
て
は
そ
の
無
曜
の
次
第
を
お
明
し
下
さ
る
誇
に



は
参
り
ま
す
ま
い
か
?
」

桃
太
郎
は
悠
然
と
領
い
た
。

「
日
本
一
の
桃
太
郎
は
犬
猿
維
の
三
匹
の
忠
義
者
を
石
し
抱
へ
た
故
、
鬼

が
島
へ
征
伐
に
来
た
の
だ
。
」

「
で
は
そ
の
お
三
か
た
を
お
召
し
抱
へ
な
す
っ
た
の
は
ど
う
い
ふ
諜
で
ご

ざ
い
ま
す
か
?
」

「
そ
れ
は
も
と
よ
り
鬼
が
島
を
征
伐
し
た
い
と
志
し
た
故
、
黍
団
子
を
や

っ
て
も
召
し
抱
へ
た
の
だ
。
|
|
ど
う
だ
?
、
こ
れ
で
も
ま
だ
わ
か
ら
な

い
と
い
へ
ば
、
貴
様
た
ち
も
皆
殺
し
て
し
ま
ふ
ぞ
。
」

鬼
の
首
長
の
質
問
に
ひ
と
つ
も
答
え
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
桃
太
郎
は

そ
れ
が
正
し
く
答
え
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
堂
々
た
る
態
度
な

の
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
が
、
ど
こ
か
そ
ら
恐
ろ
し
く
も
感
じ

さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
義
の
な
さ
が
、
朝
鮮
人
虐
殺
に
は
じ
ま
る
す
べ
て
の

弾
圧
事
件
の
も
と
と
な
っ
た
根
も
葉
も
な
い
流
言
飛
語
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
出
所
も
わ
か
ら
な
い
き
わ
め
て
暖
昧
な
流
言
飛
語
に

よ
っ
て
朝
鮮
人
・
中
国
人
や
社
会
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
虐
殺
さ
れ
た

数
々
の
弾
圧
事
件
と
、
こ
れ
も
ま
た
暖
昧
な
大
義
に
よ
っ
て
「
鬼
」
と
い
う
だ

け
で
退
治
さ
れ
る
「
桃
太
郎
」
の
筋
書
き
。
こ
れ
が
何
の
意
図
も
な
く
偶
然
似

て
い
る
の
だ
と
は
考
え
が
た
い
。

ま
と
め

「
桃
太
郎
」
よ
り
少
し
前
、
芥
川
は
「
将
軍
」
(
『
改
造
』
)
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
」
や
「
反
戦
小
説
」
的
な
要
素
を
持
っ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
せ
い
で
検
閲
に
引
っ
掛
か
り
、
た
く
さ
ん
の

伏
字
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
芥
川
が
不
快
に
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
中

開
発
表
で
指
摘
し
た
。
そ
こ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
と
い
う
作
品

は
異
彩
を
放
っ
て
見
え
て
く
る
。

「
桃
太
郎
」
に
は
伏
せ
字
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
し
か
し
作
品
の
風
刺
を
探
っ

て
み
る
と
、
「
不
逗
鮮
人
」
を
擁
護
し
、
社
会
主
義
者
弾
圧
を
批
判
す
る
よ
う
な

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
代
の
た
だ
中
に
い
た
人
々
の
中
に
は
、

「
桃
太
郎
」
を
読
ん
で
す
ぐ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
を
つ
な
げ
ら
れ
た
読
者
も
多

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
朝
鮮
人
・
中
国
人
大
虐
殺
事
件
は
、

甘
粕
・
亀
戸
両
事
件
に
比
べ
メ
デ
ィ
ア
の
比
重
が
極
端
に
小
さ
く
、
人
々
の
関

心
も
低
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
こ
の
事
件
を
告
発
し
世
に
広
め
よ
う
と
し
た

芥
川
に
は
、
知
識
人
と
し
て
社
会
を
リ
ー
ド
し
よ
う
と
し
て
い
た
啓
蒙
家
の
一

面
が
見
え
て
く
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
、
そ
れ
で
あ
る
前
に
ま
ず
芸
術
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
芥
川
は
、
人
一
倍
芸
術
に
対
し
て
真
撃
で
あ
り
、

そ
し
て
芸
術
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
も
人
一
倍
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な

彼
だ
か
ら
こ
そ
、
作
家
と
い
う
芸
術
家
と
し
て
無
粋
な
伏
字
の
な
い
、
完
全
な

芸
術
作
品
を
世
に
出
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
芸
術
家
で
あ
り
な
が

ら
啓
蒙
家
と
し
て
の
役
割
も
全
う
し
よ
う
と
し
た
芥
川
の
伏
字
だ
ら
け
に
さ
れ

た
「
将
軍
」
か
ら
お
よ
そ
二
年
、
そ
の
試
み
と
し
て
の
作
品
に
「
桃
太
郎
」
を

挙
げ
、
試
み
は
見
事
に
成
功
し
て
い
た
と
私
は
結
論
し
た
い
。

円ぺ
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
芥
川
に
は
社
会
性
の
欠
け
た
、
本
の
な
か
で
し
か
生
き
ら
れ
な

か
っ
た
作
家
と
い
う
評
価
が
つ
い
て
回
っ
て
い
た
。
近
年
で
は
そ
の
評
価
に
異



を
唱
え
る
研
究
も
多
く
な
っ
て
は
き
た
が
、
そ
の
材
料
と
な
る
作
品
が
限
ら
れ

て
い
る
気
が
す
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
「
桃
太
郎
」
の
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い

風
刺
小
説
が
捨
て
置
か
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
前
章
に
述
べ
た
よ
う
な
見
方
か
ら
も
、
「
桃
太
郎
」
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
て

い
い
は
ず
だ
。

「
不
逗
鮮
人
」
と
い
う
言
葉
が
伏
字
に
な
る
時
代
に
、
一
文
字
も
伏
せ
ら
れ

る
こ
と
な
く
朝
鮮
人
・
中
国
人
大
虐
殺
事
件
を
鮮
や
か
に
風
刺
し
て
み
せ
た
こ

の
「
桃
太
郎
」
と
い
う
作
品
は
、
単
行
本
に
も
収
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
ひ
っ
そ

り
と
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
大
衆
文
学
を
世
に
定
着
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
と
い
う
大
き
な
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
桃

太
郎
」
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
、
読
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
震
災
を
体
験
し
た
人
び
と
の
う
ち
何
人
か
は
、
も
し
か
し
た
ら
ハ
ツ
と

さ
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
そ
の
う
ち
の
何
人
か
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
も
し
た
っ
た
ひ
と
り
だ

っ
た
と
し
て
も
、
芥
川
は
き
っ
と
宇
野
の
言
う
「
い
つ
も
、
い
た
づ
ら
を
し
た

り
、
皮
肉
を
い
っ
た
り
、
す
る
時
に
、
し
て
み
せ
る
」
と
い
う
「
例
の
ニ
ヤ
ニ

ヤ
笑
ひ
」
を
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
種
を
ま
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
農
業
や
林
業
の
話
で

は
な
く
、
思
惟
の
話
で
あ
る
。
伝
え
た
そ
の
時
に
は
わ
か
ら
な
く
と
も
、
何
カ

月
、
あ
る
い
は
何
年
も
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
形
式
だ
け

で
も
覚
え
て
お
い
て
も
ら
う
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
や
行
動
を
「
種
を
ま
く
」
と

表
現
す
る
が
、
私
は
芥
川
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
し
ば
し
ば
そ
う
い
う
意
識

が
見
え
る
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
「
桃
太
郎
」
で
も
そ
う
だ
が
、
蒙
昧
な
人
を
突

き
放
す
の
で
は
な
く
、
「
例
の
ニ
ヤ
ニ
ヤ
笑
ひ
」
を
し
な
が
ら
先
で
待
っ
て
い
る

よ
う
な
、
こ
こ
ま
で
お
い
で
と
で
も
言
う
よ
う
な
、
ま
さ
に
種
を
ま
か
れ
て
い

る
印
象
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
人
聞
社
会
に
絶
望
し
て
自
殺
す
る
厭
世
家
で

は
な
く
、
人
び
と
の
先
頭
に
立
っ
て
社
会
を
見
据
え
る
皮
肉
屋
の
啓
蒙
家
が
い

る
の
で
あ
る
。
他
人
に
勝
つ
こ
と
や
負
け
な
い
こ
と
ば
か
り
が
評
価
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
代
、
こ
の
よ
う
な
芥
川
文
学
が
こ
れ
か
ら
も
っ
と
評

価
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
切
望
す
る
。
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