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一

　
是
は
信
州
北
部
の
山
村
を
見
て
あ
る
い
た
友
人
の
手
帖
に
、
書
留
め
て
あ
っ
た
話
で
あ
る
。
五
月
代
掻

き
馬
を
里
の
方
に
貸
し
て
居
る
家
で
、
急
に
そ
の
馬
が
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
沙
汰
が
来
た
の
で
、
親
爺

さ
ん
が
出
掛
け
て
行
っ
た
晩
、
女
房
が
夢
を
見
た
そ
う
で
あ
る
。
常
日
頃
可
愛
が
っ
て
育
て
て
居
た
馬
だ

か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
謂
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
え
ら
い
病
気
で
と
て
も
助
か
る
ま

い
。
売
っ
て
し
ま
お
う
と
う
ち
の
と
っ
様
が
い
う
と
、
馬
は
む
っ
く
り
と
起
き
上
っ
て
、
も
う
斯
ん
な
に

脚
が
立
つ
か
ら
、
ど
う
か
売
ら
ず
に
置
い
て
く
れ
と
、
拝
む
よ
う
に
頼
ん
で
居
る
夢
で
あ
っ
た
。
い
や
な

夢
を
見
た
も
の
だ
と
思
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
も
そ
の
話
を
し
て
居
る
と
こ
ろ
へ
、
や
が
て
と
っ
様
が
戻

っ
て
来
て
、
し
か
た
が
無
い
で
馬
は
売
っ
て
し
ま
っ
た
と
報
告
し
た
。
そ
れ
を
聴
い
て
火
ジ
ロ
の
は
た
で
、

其
日
は
一
日
泣
い
て
居
た
と
謂
っ
て
居
る
。

　
鳥
獣
が
物
を
言
っ
た
と
い
う
夢
は
、
自
分
な
ど
に
は
見
た
記
憶
が
も
う
残
っ
て
居
な
い
が
、
元
来
夢
と

い
う
も
の
が
こ
の
話
の
よ
う
に
、
後
に
奇
妙
に
思
い
当
る
こ
と
で
も
無
い
と
、
忘
れ
て
し
ま
う
の
が
普
通

だ
か
ら
何
と
も
言
え
な
い
。
以
前
は
田
舎
で
は
夢
の
話
を
す
る
人
が
、
今
よ
り
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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特
に
心
の
動
揺
し
た
場
合
で
無
く
と
も
、
何
か
や
や
変
っ
た
夢
を
見
る
と
、
其
印
象
の
ま
だ
鮮
か
な
う
ち

に
、
よ
く
誰
か
に
聴
か
せ
て
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
母
な
ど
も
た
し
か
に
そ
の
古
風
な
一
人

で
あ
っ
た
。
斯
う
す
れ
ば
事
は
現
実
化
す
る
か
ら
子
供
に
も
記
憶
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
其
中
に
は
、
毎

度
動
物
の
人
語
し
た
夢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
我
々
の
内
部
の
慣
習
は
、
殊
に
消
え
や
す
く
改
ま
り
や
す
く
、
又
そ
の
崩
壊
を
防
止
す
る
手
段

が
無
い
。
第
一
に
存
在
を
確
め
る
こ
と
が
簡
単
で
な
い
上
に
、
仮
に
是
か
ら
実
験
を
し
て
見
よ
う
と
し
て

も
、
既
に
斯
う
い
う
話
を
し
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
そ
の
新
た
な
影
響
も
割
引
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
は
我
影
と
同
じ
で
、
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
も
う
元
の
姿
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
所

謂
フ
ォ
ク
ロ
ア
の
無
意
識
な
る
伝
承
に
拠
っ
て
、
た
だ
辛
う
じ
て
曾
て
有
っ
た
も
の
を
、
尋
ね
究
め
て
行

く
こ
と
の
出
来
る
問
題
は
、
必
ず
し
も
夢
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
此
方
面
で
は
分
け
て
も
今
ま

で
の
無
関
心
が
ひ
ど
か
っ
た
。
従
っ
て
又
微
々
た
る
村
の
女
性
の
一
言
一
行
ま
で
が
、
思
い
が
け
ぬ
大
き

な
暗
示
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
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少
な
く
と
も
二
つ
の
忘
れ
ら
れ
か
け
て
居
た
精
神
生
活
の
変
遷
が
、
こ
こ
に
幽
か
な
る
銀
色
の
筋
を
引

い
て
、
遠
い
昔
の
世
ま
で
我
々
を
回
顧
せ
し
め
る
。
其
一
つ
は
夢
を
重
ん
ず
る
気
風
で
あ
る
。
孔
子
が
周

公
を
夢
に
見
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
心
の
衰
え
と
し
て
悲
し
ま
れ
た
よ
う
に
、
夢
が
何
等
か
の
隠
れ
た
る

原
因
無
し
に
、
起
る
べ
き
人
生
の
現
象
で
な
い
こ
と
を
、
最
も
痛
切
に
古
人
は
認
め
て
居
た
。
そ
う
し
て

今
と
て
も
之
を
疑
い
得
る
者
は
無
い
の
で
あ
る
。
た
だ
其
解
釈
が
国
に
よ
り
時
代
に
よ
り
、
又
経
験
の
狭

さ
広
さ
に
よ
っ
て
、
群
毎
に
甚
だ
し
く
区
々
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
我
々
の
親
た
ち
は
霊
の
自
由
を
信

じ
て
、
身
が
ら
が
無
為
の
境
に
休
息
し
て
居
る
間
に
、
心
は
外
に
出
て
色
々
の
見
聞
を
し
て
来
る
も
の
と

思
い
、
又
未
知
の
世
界
か
ら
の
音
信
に
接
す
る
こ
と
が
、
出
来
る
も
の
と
も
思
っ
て
居
た
。
従
っ
て
平
凡

な
る
社
会
の
光
景
に
触
れ
て
も
、
そ
れ
は
看
過
し
聴
き
の
が
し
て
語
り
伝
え
よ
う
と
努
め
な
い
が
、
何
か

思
い
も
う
け
ぬ
異
常
の
夢
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
其
印
象
が
遙
か
に
我
々
の
受
け
る
よ
り
は
強
烈
で
あ
っ

て
、
通
例
は
是
を
次
に
起
る
べ
き
事
件
の
、
予
報
の
如
く
に
も
解
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
外
部
の
或
力
が

時
あ
っ
て
之
に
干
与
す
る
も
の
の
如
く
、
信
じ
て
居
た
点
が
今
日
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
も
亦
何
れ
が
正

し
い
の
か
、
未
だ
必
ず
し
も
確
定
は
し
て
居
な
い
。
人
を
し
て
夢
み
し
む
る
不
思
議
の
力
を
、
或
は
枕
神

と
謂
っ
て
居
る
土
地
も
あ
る
。
そ
う
で
無
く
と
も
日
頃
の
神
仏
に
願
を
掛
け
て
、
進
ん
で
夢
を
念
じ
夢
を

待
ち
、
そ
れ
が
応
験
の
有
っ
た
場
合
も
多
か
っ
た
こ
と
は
、
前
期
の
文
芸
に
親
し
む
程
の
人
は
皆
知
っ
て
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居
る
。
そ
れ
が
悉
く
現
代
に
於
て
は
排
斥
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
父
祖
と
同
じ
に
夢
を
見

て
喜
憂
す
る
者
が
あ
ろ
う
と
も
、
之
を
表
白
し
て
其
兆
候
の
適
中
す
る
か
否
か
を
、
試
み
よ
う
と
す
る
人

は
殆
と
無
く
な
っ
た
。
人
生
の
不
安
は
ま
だ
若
干
は
残
っ
て
居
て
、
古
来
之
を
慰
撫
し
て
居
た
有
力
な
る

一
つ
の
手
段
は
、
既
に
忘
却
の
淵
に
臨
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。

　
何
が
こ
の
消
え
た
る
も
の
の
代
り
と
し
て
、
未
来
の
空
隙
を
盈
そ
う
と
し
て
居
る
の
か
を
、
我
々
は
痛

切
に
知
り
た
い
と
念
じ
て
居
る
。
夢
の
神
秘
の
最
も
究
め
難
い
部
分
は
、
一
家
一
門
の
同
じ
悩
み
を
抱
い

た
人
々
が
、
時
と
処
を
異
に
し
て
同
じ
夢
を
見
、
そ
れ
を
語
り
合
っ
て
愈
〻
其
信
仰
を
固
め
る
と
い
う
場

合
で
あ
る
。
是
は
近
世
に
入
っ
て
一
段
と
稀
有
の
例
に
な
り
、
僅
か
に
文
筆
の
間
に
稍
〻
お
ぼ
つ
か
な
い

記
録
を
留
む
る
の
み
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
却
っ
て
之
に
似
た
遭
遇
が
多
い
。
自
分
は
夙
く
か
ら
是
を
共

同
幻
覚
と
呼
ん
で
居
る
。
た
と
え
ば
荒
海
の
船
の
中
で
、
又
は
深
山
の
小
屋
に
宿
し
て
、
起
き
て
数
人
の

者
が
同
じ
音
楽
や
笑
い
声
を
聴
き
、
又
は
あ
や
か
し
の
火
を
視
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
目
耳
の
迷
い
だ

と
言
お
う
と
し
て
も
、
我
も
人
も
共
に
だ
か
ら
容
易
に
は
そ
う
か
な
ァ
と
言
わ
な
い
。
似
よ
っ
た
境
涯
に

生
き
て
居
る
と
、
同
じ
よ
う
な
心
の
動
き
が
起
る
も
の
か
。
も
し
く
は
甲
の
印
象
は
鮮
明
で
強
く
、
乙
丙

は
弱
く
し
て
漠
然
た
る
、
稍
〻
近
い
感
じ
を
受
け
て
居
る
に
過
ぎ
ぬ
場
合
で
も
、
一
人
が
言
い
出
す
と
自

然
に
其
気
に
な
り
、
又
段
々
に
そ
う
思
う
よ
う
に
な
る
の
か
、
是
は
遠
か
ら
ず
実
験
を
し
て
見
る
人
が
あ
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る
で
あ
ろ
う
。
夢
が
文
芸
に
移
っ
て
行
く
経
路
を
考
え
る
と
、
或
は
後
の
方
の
想
像
が
当
っ
て
居
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
三

　
夢
は
語
っ
て
置
か
ぬ
と
見
た
人
も
や
が
て
忘
れ
る
。
好
い
夢
は
人
に
語
る
な
と
い
う
戒
め
は
古
く
か
ら

あ
っ
て
、
昔
話
の
「
夢
見
小
僧
」
は
そ
れ
を
誰
に
も
語
ら
な
か
っ
た
為
に
、
親
の
家
か
ら
追
出
さ
れ
て
難

儀
し
た
け
れ
ど
も
、
し
ま
い
に
は
其
夢
の
通
り
に
千
万
長
者
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
居
る
が
、
是
は
寧
ろ

一
家
の
う
ち
で
は
、
夢
も
本
来
は
共
有
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
思
う
。
夢
を
見
る
役
と
夢

を
語
る
役
と
に
任
ず
べ
き
も
の
が
、
以
前
は
定
ま
っ
て
居
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
主
翁
も
年
を
取

り
激
労
せ
ぬ
よ
う
に
な
る
と
夢
を
見
る
が
、
や
は
り
一
家
の
最
大
の
関
心
を
も
つ
者
が
、
自
然
に
此
任
務

に
当
っ
て
居
た
よ
う
で
あ
る
。
女
房
は
小
さ
な
事
に
気
を
つ
け
、
文
字
の
利
用
せ
ら
れ
ぬ
時
代
に
は
帳
面

の
代
り
も
し
て
居
た
の
だ
か
ら
、
家
の
中
で
は
ど
う
し
て
も
口
を
利
く
こ
と
が
多
い
。
少
な
く
と
も
夢
を

談
る
役
に
は
、
主
婦
以
上
の
適
任
者
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
人
々
が
夢
を
重
ん
じ
、
夢
の
指
導
の
力
を
信
じ
て
居
た
世
の
中
で
は
、
無
論
割
引
も
せ
ず
又
お
ま
け
も
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添
え
ず
、
そ
れ
を
一
族
限
り
の
大
き
な
事
実
と
し
て
、
解
釈
し
又
判
断
を
し
て
居
た
こ
と
と
思
う
が
、
其

間
の
消
息
は
小
説
ぐ
ら
い
に
し
か
も
う
伝
わ
っ
て
居
な
い
。
た
だ
若
い
者
が
蔭
を
向
い
て
、
舌
を
出
す
よ

う
な
時
節
に
な
っ
て
後
ま
で
、
老
女
の
夢
を
説
こ
う
と
す
る
癖
が
、
な
お
田
園
に
は
残
留
し
て
居
る
だ
け

で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
斯
う
い
う
小
さ
な
こ
と
を
穿
鑿
し
て
居
る
者
を
、
非
難
す
る
気
風
ば
か
り
今
日
は
盛
ん
に
な
っ
て
来
た

が
、
私
た
ち
に
言
わ
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
か
ら
国
民
に
夢
が
乏
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
夢
よ

り
も
も
っ
と
頼
り
な
い
、
何
の
礎
石
も
無
い
独
り
言
が
、
人
の
耳
を
引
張
っ
て
聴
か
せ
、
人
の
額
を
押
さ

え
て
う
な
ず
か
せ
る
迄
に
、
出
し
ゃ
ば
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
斯
う
な
っ
て
来
た
経
路
だ
け

は
、
久
し
き
を
誇
る
国
な
ら
ば
明
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
つ
ま
り
我
々
の
共
同
の
夢
は
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
世
と
共
に
変
遷
し
、
又
不
純
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
族
一
門
の
大
き
さ
は
加
わ
っ
て
も
、
之
を
組
立
て
て
居
る
個
々
の
小
家

に
も
力
が
出
来
て
、
到
底
或
一
人
の
主
婦
の
夢
解
き
を
以
て
、
利
害
を
統
一
す
る
こ
と
が
六
つ
か
し
く
な
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っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
彼
女
等
の
夢
み
る
能
わ
ざ
る
人
事
世
事
が
、
段
々
に
増
加
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
地
方
の
最
も
能
く
夢
み
、
又
最
も
美
し
く
夢
を
語
り
得
る
者
を
推
薦
し
て
、
公
衆
の
為
に
そ
の

見
る
所
を
叙
説
せ
し
め
、
更
に
そ
う
い
う
人
も
無
力
に
な
っ
て
来
る
と
、
旅
の
職
業
の
女
性
が
聘
せ
ら
れ

て
遠
く
か
ら
渡
っ
て
来
た
。
彼
等
は
万
人
の
覚
め
て
眼
を
円
く
し
て
居
る
中
に
囲
ま
れ
て
、
独
り
自
在
に

夢
の
国
を
歩
む
こ
と
が
出
来
た
。
其
代
り
に
は
言
う
こ
と
が
あ
ま
り
適
切
で
無
く
、
又
時
々
は
有
り
来
り

の
語
辞
を
お
ま
け
に
添
え
た
。
う
そ
だ
か
ら
悪
い
と
い
う
良
心
ま
で
が
共
に
睡
っ
て
居
た
。
こ
の
夢
語
り

に
は
又
報
酬
が
あ
り
、
自
身
も
捲
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
憂
い
と
悲
し
み
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
取
越
苦
労

の
主
婦
の
夢
の
よ
う
な
、
淋
し
い
薄
墨
色
の
陰
影
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
芸
の
芽
ば
え
は
常
に
紅
色

を
帯
び
、
又
は
浅
緑
の
晴
々
と
し
た
色
を
し
て
居
た
。
昔
あ
っ
た
と
い
う
神
に
恵
ま
れ
た
若
者
、
又
は
清

麗
玉
の
如
き
少
女
の
、
少
し
は
苦
し
み
つ
つ
も
末
め
で
た
く
長
者
と
な
る
と
い
う
類
の
、
遠
い
祖
先
の
事

な
ど
が
例
に
引
か
れ
、
我
等
は
其
子
孫
だ
と
い
う
喜
び
を
以
て
、
現
世
の
不
安
を
追
払
わ
せ
る
物
語
が
多

く
な
っ
た
。
其
空
想
は
繁
り
又
栄
え
て
、
末
に
は
之
を
信
ぜ
ず
と
も
よ
い
ば
か
り
か
、
う
そ
で
休
息
し
よ

う
と
い
う
新
た
な
る
趣
味
を
、
養
い
立
て
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
我
々
の
姉
妹
の
多
数
は
、
今
以
て
芝
居
で
泣
き
小
説
で
泣
き
、
明
か
に
是
は
作
り
ご
と
だ
と
知

っ
て
居
な
が
ら
も
、
な
お
何
等
か
の
生
活
の
手
本
を
、
其
中
か
ら
得
な
け
れ
ば
損
だ
と
思
っ
て
居
る
。
夢
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と
い
う
至
っ
て
ま
じ
め
な
も
の
の
代
り
を
、
文
芸
に
勤
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
居
た
因
習
の
痕
跡
で
は
無
い

か
と
思
う
。
川
上
は
遠
く
霞
ん
で
居
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
洋
々
た
る
文
芸
の
流
れ
に
は
、
か
つ
て
埴
生
の

小
屋
の
背
戸
を
お
と
ず
れ
た
、
数
限
り
も
無
い
せ
せ
ら
ぎ
の
水
が
ま
じ
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て

衆
と
共
に
す
る
文
芸
の
楽
し
み
が
、
次
第
に
我
々
各
自
の
夢
を
、
粗
末
に
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
五

　
此
話
に
あ
ま
り
深
入
す
る
と
、
折
角
言
お
う
と
思
っ
た
次
の
問
題
が
御
留
守
に
な
る
。
信
州
の
老
女
が

見
た
と
い
う
馬
の
夢
は
、
更
に
第
二
の
昔
人
の
考
え
方
を
思
い
起
さ
せ
る
。
以
前
九
州
の
田
舎
を
が
た
馬

車
で
走
ら
せ
て
居
た
時
に
、
御
老
が
小
ひ
ど
く
鞭
を
打
つ
の
を
見
て
、
あ
ん
な
語
り
の
な
ら
ぬ
者
に
惨
い

こ
と
を
す
る
と
謂
っ
た
の
が
、
十
六
七
の
同
車
の
貧
し
げ
な
小
娘
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
此
娘
も
売
ら
れ

て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
人
は
泣
い
た
り
わ
め
い
た
り
す
る
か
ら
よ
い
が
、
獣
は
た
だ
そ
れ
だ
け
が
出

来
な
い
と
、
思
っ
て
居
る
ら
し
い
言
葉
を
聴
い
て
、
始
め
て
自
分
は
こ
の
人
た
ち
の
生
活
観
に
触
れ
た
よ

う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
か
ら
気
を
つ
け
て
居
る
と
、
同
じ
形
容
句
は
多
く
の
人
が
用
い
て
居
る
。
中
に
は
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口
癖
で
意
味
も
無
し
に
そ
う
謂
う
者
も
あ
ろ
う
が
、
家
畜
が
ま
じ
ま
じ
と
人
を
見
る
眼
つ
き
に
は
、
も
し

言
わ
れ
る
な
ら
何
か
言
う
だ
ろ
う
と
、
思
う
よ
う
な
場
合
が
屡
〻
あ
っ
た
。
耳
は
形
が
全
く
人
と
は
似
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
で
す
ら
確
か
に
聴
い
て
居
る
と
、
信
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
様
子
を
す
る
こ
と
が
多
い
。

他
に
聴
き
手
が
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
も
し
く
は
彼
等
に
向
っ
て
感
情
が
動
く
場
合
に
、
話
を
し

た
く
な
る
の
は
塩
原
多
助
の
み
で
は
無
か
っ
た
と
思
う
。
古
人
は
必
ず
し
も
今
日
の
漫
画
の
よ
う
に
、
す

べ
て
の
動
物
が
む
だ
話
ま
で
す
る
も
の
と
、
信
じ
て
居
た
わ
け
で
は
よ
も
や
無
か
っ
た
ろ
う
。
た
だ
何
ぞ

の
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
場
合
に
、
殊
に
其
中
の
資
格
を
備
え
た
者
だ
け
が
、
日
本
語
を
用
い
て
我
々
に
話
し

か
け
る
こ
と
を
予
期
し
て
居
た
の
で
あ
ろ
う
。
草
木
も
言
問
う
と
い
う
上
代
の
記
録
が
、
何
等
の
限
定
の

辞
を
も
添
え
な
か
っ
た
故
に
、
或
は
も
し
も
し
亀
よ
亀
さ
ん
よ
の
如
く
、
又
は
ル
ナ
ー
ル
の
物
語
の
如
く
、

彼
等
に
も
人
が
ま
し
い
社
交
が
あ
っ
た
と
い
う
空
想
は
新
た
に
生
れ
又
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て

動
物
が
人
語
す
る
機
会
又
は
条
件
の
、
次
第
に
退
縮
し
た
こ
と
に
心
付
か
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
り
ま
え
の
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
鳥
獣
が
現
実
白
昼
に
物
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
な
記

録
に
は
殆
と
見
え
て
居
な
い
。
し
か
も
夢
に
現
わ
れ
て
物
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
此
通
り
今
で
も
稀

な
が
ら
有
る
の
で
あ
る
。
世
間
話
の
一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
居
る
の
は
、
猫
が
お
嬢
様
の
傍
を
寸
刻

も
去
ら
な
い
の
で
、
気
味
を
悪
が
っ
て
棄
て
よ
う
か
と
相
談
し
て
居
る
と
、
早
速
夢
に
現
わ
れ
て
ど
う
か
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棄
て
ず
に
置
い
て
下
さ
い
。
実
は
長
虫
が
附
け
狙
っ
て
居
ま
す
。
私
が
居
な
く
な
れ
ば
危
難
が
忽
ち
だ
か

ら
と
言
っ
た
話
。
或
は
猫
が
悪
者
で
害
を
主
人
に
加
え
よ
う
と
す
る
の
を
、
〻
夢
の
中
に
出
て
来
て
、
旅

の
六
部
に
願
末
を
語
り
、
援
助
を
求
め
た
と
い
う
よ
う
な
話
。
此
類
の
も
の
な
ら
耳
か
ら
で
も
書
物
か
ら

で
も
、
ま
だ
何
程
も
集
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
是
を
実
際
に
あ
っ
た
事
と
し
て
、
耳
を
傾
け
る
者
は
も
う
無

く
な
っ
た
。
し
か
し
如
何
し
て
斯
ん
な
単
純
な
趣
向
の
話
が
、
是
だ
け
有
名
に
な
っ
て
居
る
か
の
元
を
考

え
る
と
、
た
と
え
話
す
る
者
は
受
売
で
あ
り
又
捏
造
で
あ
ろ
う
と
も
、
聴
い
て
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
者

が
一
方
に
居
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
話
に
も
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
乃
ち
多
く
の
文
芸
は
民
衆
に

許
容
せ
ら
れ
て
、
僅
か
に
其
声
名
を
高
う
す
る
を
得
た
こ
と
は
、
昔
も
今
日
と
変
る
と
こ
ろ
が
無
い
の
で

あ
る
。

　
夢
の
統
一
は
国
民
と
し
て
は
大
き
な
事
業
で
あ
っ
た
が
、
其
代
り
に
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
通
用
し
そ
う

な
種
ば
か
り
を
選
む
故
に
、
話
の
単
調
に
陥
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
な
い
。
殊
に
中
世
の
代
表
者
は
無

能
で
あ
っ
て
、
且
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
悩
み
の
為
に
、
新
た
に
空
想
し
て
や
る
だ
け
の
親
切
も
無
か
っ
た
。

一
度
群
衆
の
好
み
に
投
じ
て
、
深
い
感
動
を
与
え
た
経
験
の
あ
る
物
語
は
、
弟
子
か
ら
弟
子
に
伝
え
て
後

生
大
事
に
持
ち
廻
っ
て
居
る
。
著
聞
集
以
来
の
有
名
な
発
心
譚
、
夢
に
鴛
鴦
の
雌
が
上
﨟
の
姿
で
現
わ
れ

て
、
あ
わ
れ
な
歌
を
吟
じ
て
泣
い
た
と
い
う
話
な
ど
は
、
今
で
も
気
の
毒
な
ほ
ど
多
く
の
村
の
人
が
、
附
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近
に
似
よ
っ
た
名
の
古
沼
さ
え
あ
れ
ば
、
皆
自
分
の
土
地
に
昔
有
っ
た
事
実
の
よ
う
に
伝
え
て
居
る
。
是

ほ
ど
美
し
い
夢
を
愛
す
る
人
々
に
、
斯
う
い
う
有
り
ふ
れ
た
古
い
も
の
を
抱
か
せ
て
置
い
て
、
そ
れ
で
も

悦
ん
で
居
る
の
だ
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
澄
ま
し
て
見
て
居
る
の
は
私
は
罪
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
六

　
し
か
し
一
方
で
は
又
そ
の
御
蔭
に
、
よ
く
も
時
代
と
折
合
わ
な
い
古
風
な
考
え
方
が
、
ま
だ
幾
つ
と
無

く
我
々
の
間
に
は
残
っ
て
居
て
、
歴
史
の
乏
し
さ
を
補
っ
て
く
れ
て
居
る
。
是
が
も
し
次
々
に
人
の
利
害

に
適
切
な
、
新
ら
し
い
夢
を
見
て
居
た
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
ら
は
下
積
み
に
な
っ
て
も
う
手
軽
に
は
発
掘

し
得
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
。
色
々
引
き
た
い
例
も
有
る
の
だ
が
、
今
は
う
っ
か
り
と
し
た
こ
と
は
言
わ
れ

ぬ
世
の
中
だ
。
寧
ろ
動
物
が
物
を
言
っ
た
と
い
う
話
の
続
き
を
し
た
方
が
よ
い
。
西
洋
の
動
物
説
話
は
イ

ソ
ッ
プ
以
来
、
既
に
半
分
以
上
は
諷
刺
に
化
し
て
居
る
。
事
実
そ
の
様
な
狼
狐
が
居
た
と
い
う
よ
り
も
、

ど
こ
か
の
人
間
の
所
業
を
獣
の
名
に
托
し
て
、
あ
て
こ
す
っ
て
居
る
の
だ
と
覚
ら
れ
る
話
ば
か
り
多
い
。

是
に
反
し
て
我
々
の
田
舎
で
は
、
そ
の
今
一
つ
以
前
の
状
態
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
鳥
類
が
軒
端

を
過
ぎ
、
又
は
庭
前
の
木
に
と
ま
っ
て
く
り
か
え
し
鳴
く
言
葉
を
、
彼
等
自
ら
の
身
の
上
を
訴
え
る
も
の
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の
よ
う
に
、
聴
い
て
同
情
し
た
昔
話
は
多
い
の
で
あ
る
。
時
鳥
は
昔
誤
っ
た
恨
み
で
弟
を
殺
し
た
男
が
、

罪
を
悔
い
て
「
庖
丁
か
け
た
」
と
歎
く
の
だ
と
謂
っ
た
り
、
郭
公
や
青
葉
ず
く
は
一
人
子
を
失
っ
て
、
い

つ
迄
も
其
子
の
名
を
喚
ぶ
の
だ
と
謂
っ
た
り
、
不
孝
な
鳶
や
鳩
は
親
が
死
ん
だ
後
に
、
墓
を
川
原
に
作
っ

た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
悲
し
ん
で
鳴
く
と
い
う
類
の
言
い
伝
え
は
、
児
童
の
頭

に
沁
み
込
ん
で
段
々
に
そ
の
鳴
く
声
が
、
人
間
の
言
葉
に
さ
え
聴
え
て
来
る
。
従
っ
て
話
は
ま
だ
活
き
て

居
る
の
で
あ
る
。
あ
の
世
を
空
の
向
う
に
在
る
も
の
と
思
っ
て
居
た
時
代
か
ら
、
人
の
魂
が
羽
翼
あ
る
も

の
の
姿
を
借
り
て
、
屡
〻
故
郷
の
村
に
訪
い
寄
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
仏

法
の
教
理
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
っ
て
後
ま
で
、
な
お
斯
う
い
う
切
れ
切
れ
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
昔
の
交
通
を

維
持
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
鳥
の
声
の
聴
き
な
し
は
土
地
に
よ
っ
て
ち
が
い
、
又
明
白
に
新
し
く
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
山
鳩
は
「
爰
へ
鉄
砲
」
と
啼
く
と
言
わ
れ
る
と
、
成
る
ほ
ど
聴
い
て
居
る
う
ち
に
は
、
そ
う
と
し
か
解

せ
ら
れ
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
東
北
で
は
或
飢
饉
の
年
に
、
炒
粉
を
山
畠
に
働
い
て
居
る
父
の
処
へ
持
っ

て
行
く
児
が
、
中
途
で
路
草
を
食
っ
て
居
た
の
で
父
は
餓
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
悲
し
ん
で
此
鳥
に

な
り
、
テ
デ
ェ
コ
ォ
ケ
ェ
（
父
よ
粉
を
食
え
）
と
啼
い
て
居
る
の
だ
と
い
う
地
方
も
あ
る
。
乃
ち
或
一
つ

の
考
え
方
が
元
に
な
っ
て
、
話
は
次
々
に
作
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
斯
う
い
う
文
芸
は
多
く
は
他
地
方
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へ
は
通
用
し
な
い
。
乃
ち
作
者
は
凡
人
で
あ
り
自
家
用
で
あ
る
場
合
に
で
も
、
我
々
の
空
想
は
是
だ
け
ま

で
自
由
で
あ
っ
た
。
曾
て
は
日
本
に
此
種
の
文
芸
の
盈
ち
溢
れ
て
居
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
限
り
あ
る
専
門
作
者
の
才
能
を
過
信
し
た
ば
か
り
に
、
人
は
次
第
に
夢
見
る
力
を
失
い
、
我
と
我
身
に

近
い
ま
ぼ
ろ
し
を
振
棄
て
て
し
ま
っ
た
。
殊
に
こ
の
込
入
っ
た
学
び
に
く
い
文
字
を
通
し
て
で
無
い
と
、

そ
う
い
う
凡
俗
な
文
芸
に
す
ら
も
接
し
得
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
は
、
子
供
や
女
た
ち
は
全
く
手
が
あ
い
て
、

頭
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
て
日
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
の
生
活
を
寂
寞
に
し
て
置
く
と
い
う
こ
と
は
、

国
の
未
来
の
為
に
う
れ
し
い
こ
と
で
無
い
に
き
ま
っ
て
居
る
。

　
但
し
是
を
も
う
一
度
、
以
前
の
状
態
に
戻
せ
と
い
う
よ
う
な
、
出
来
な
い
相
談
を
始
め
て
も
益
が
無
い
。

自
分
の
望
ん
で
居
る
こ
と
は
た
っ
た
二
つ
、
も
う
少
し
世
の
中
が
斯
う
な
っ
て
来
た
原
因
を
、
は
っ
き
り

突
留
め
よ
う
と
し
て
貰
い
た
い
こ
と
、
次
に
は
書
物
を
見
て
も
そ
ん
な
歴
史
は
書
い
て
な
い
か
ら
、
翻
っ

て
今
も
不
用
意
に
、
少
し
の
古
風
を
保
存
し
て
居
る
村
々
の
生
活
を
、
軽
し
め
賤
し
め
ず
に
じ
っ
と
見
る

こ
と
で
あ
る
。
村
々
の
同
胞
は
、
い
な
か
者
と
い
う
名
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
程
に
、
精
緻
な
る
情
操
と
、

機
敏
な
感
覚
と
を
夙
く
か
ら
も
っ
て
居
た
。
そ
れ
が
又
中
央
統
一
の
新
し
い
文
化
の
波
に
揺
蕩
せ
ら
れ
て
、

行
き
着
く
と
こ
ろ
に
迷
っ
て
居
る
原
因
で
も
あ
っ
た
。
今
日
は
た
し
か
に
正
し
く
信
ず
べ
き
も
の
が
指
導

し
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
も
万
々
一
そ
れ
が
悪
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
、
と
い
う
懸
念
は
常
に
有
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る
の
で
あ
る
。
彼
等
を
し
て
自
ら
将
来
の
最
も
好
ま
し
い
姿
を
、
胸
に
画
か
し
め
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ

で
、
現
在
の
日
本
で
な
ら
ば
、
決
し
て
再
び
割
拠
分
立
の
世
に
復
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
だ
か
ら

も
し
許
さ
る
る
な
ら
ば
、
私
の
第
三
の
希
望
は
此
点
に
置
き
た
い
の
で
あ
る
。
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