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一
九
三
〇
年
の
暮
に
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
翌
年
「
ナ
ッ
プ
」

へ
参
加
す
る
ま
で
、
わ
た
し
は
評
論
、
紹
介
め
い
た
も
の
を
書
い
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
ま
た
、
人
の
前
に
立
っ
て
、
文
学
に
つ
い
て
そ
の
ほ
か
の
話
を

し
た
と
い
う
経
験
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
気
質
と
思
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
枠
は
ま
ず
思
い
が
け
な
い
機
会
か
ら
モ
ス
ク
ワ
で
打
ち

破
ら
れ
、
段
々
わ
た
し
は
自
分
の
文
学
活
動
の
範
囲
に
、
小
説
よ
り
ほ
か
の

も
の
を
う
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
わ
た
し
の
場
合
、
そ
れ
は
あ

き
ら
か
に
作
家
と
し
て
の
社
会
性
の
拡
大
で
あ
り
、
ま
た
進
歩
的
な
文
学
者

の
良
心
的
義
務
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
一
年
、
一
月
号
の
『
ナ
ッ
プ
』
に
「
五
ヵ
年
計
画
と
ソ
ヴ
ェ
ト
の
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芸
術
」
を
か
き
は
じ
め
て
か
ら
、
わ
た
し
の
評
論
的
活
動
が
は
じ
ま
っ
た
。

　
選
集
第
十
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
学
評
論
は
、
一
九
三
一
年
か
ら
三
六

年
（
昭
和
六
年
　
　
十
一
年
）
ご
ろ
ま
で
の
間
に
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
一
つ
を
、
こ
ん
に
ち
わ
た
し
た
ち
が
民
主
主
義
文
学
運
動
の
な
か

に
も
っ
て
い
る
諸
問
題
と
て
ら
し
あ
わ
せ
て
よ
む
と
き
、
深
い
興
味
が
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
駭
然
と
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
一
巻

に
集
め
ら
れ
て
い
る
二
十
数
篇
の
評
論
、
批
評
は
、
理
論
的
に
完
成
さ
れ
て

い
な
い
部
分
や
、
展
開
の
不
十
分
な
面
を
ふ
く
ん
で
い
る
に
も
し
ろ
、
日
本

の
人
民
階
級
の
文
学
、
人
間
解
放
の
た
め
文
学
が
も
っ
て
い
る
基
本
課
題
を

と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
正
当
に
推
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
に
お
い
て
、
ち
っ

と
も
古
び
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
民
主
主
義
文
学
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
こ
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と
新
し
く
揉
ま
れ
て
来
て
い
る
階
級
性
の
問
題
、
主
体
性
の
問
題
、
社
会
主

義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
、
文
学
と
政
治
の
問
題
な
ど
が
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
末
期
の
評
論
の
う
ち
に
、
そ
の
本
質
は
つ
か
み
出
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
発
見
す
る
。

　
こ
の
事
実
は
、
わ
た
し
一
個
人
の
達
成
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
。
日
本
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
こ
ん
に
ち
の
わ
た
し
た
ち
の
活

動
の
た
め
に
基
礎
づ
け
た
も
の
の
積
極
面
が
、
は
っ
き
り
く
み
と
れ
る
と
い

う
意
味
な
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
六
、
七
年
以
後
か
ら
十
年
の
歳
月
は
、
日
本
の
人
民
と
そ
の
文
学

に
と
っ
て
、
野
蛮
と
死
の
期
間
で
あ
っ
た
。

　
実
に
、
こ
の
十
年
の
空
白
の
傷
は
大
き
く
深
い
。
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
商
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業
新
聞
の
頁
の
上
に
、
昭
和
初
頭
と
同
じ
よ
う
に
講
談
社
、
主
婦
之
友
出
版

雑
誌
の
大
広
告
を
見
る
と
き
、
こ
の
評
論
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
婦
人

雑
誌
の
問
題
」
の
本
質
が
、
更
に
複
雑
な
隷
属
の
要
因
を
加
え
て
、
わ
た
し

た
ち
の
こ
ん
に
ち
の
文
化
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
「
今
日
の
文
化
の
諸

問
題
」
を
ふ
く
め
て
。

　
一
九
三
一
年
七
月
中
央
公
論
の
た
め
に
か
か
れ
た
「
文
芸
時
評
」
は
、
全

篇
が
そ
の
五
月
に
も
た
れ
た
「
ナ
ッ
プ
」
第
三
回
大
会
報
告
と
な
っ
て
い
る
。

中
央
公
論
の
編
輯
者
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
人
が
、
そ
の
素
朴
さ
に
お
ど

ろ
い
た
。
わ
た
し
は
そ
ん
な
に
人
に
お
ど
ろ
か
れ
る
わ
た
し
の
素
朴
さ
と
い

う
も
の
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
一
つ
の
記
録
も
、
こ

ん
に
ち
よ
め
ば
、
制
服
の
警
官
が
臨
監
し
て
、
中
止
！
　
中
止
！
　
と
叫
ぶ
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場
内
の
光
景
は
い
き
い
き
と
目
に
う
か
ん
で
来
る
。
わ
れ
わ
れ
の
文
学
史
の
、

こ
れ
が
生
き
た
一
頁
で
あ
っ
た
。

「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
と
い
う
論
文
は
当
時
や
か
ま
し
く
論

議
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
と
い
う
一
人
の
作
家
に
ふ
れ
る
場
合
、
見

の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
母
斑
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
も
来
て
い
る
。
民

主
主
義
文
学
運
動
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
蔵
原
惟
人
、
小
林
多
喜
二
、
宮
本
顕

治
に
ふ
れ
て
、
当
時
の
検
事
局
的
に
歪
曲
さ
れ
た
「
政
治
的
偏
向
」
批
判
を

そ
の
ま
ま
く
り
か
え
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
活
動
の
積
極
面
　
　
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
運
動
の
成
果
の
抹
殺
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
は
、

非
民
主
的
諸
勢
力
へ
の
加
担
を
結
果
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
一
連
の
非
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
わ
た
し
の
現
在
で
の
活
動
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や
発
言
を
牽
制
す
る
効
果
を
期
待
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
あ
の
評
論
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
誤
謬
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
戦
線
拡

大
に
対
す
る
政
治
的
態
度
の
未
熟
さ
と
、
そ
こ
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
文
学

に
対
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ッ
ク
な
熱
情
の
噴
出
に
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ

は
、
作
品
を
批
評
さ
れ
た
作
家
た
ち
に
や﹅
け﹅
ど﹅
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
筆

者
自
身
も
自
分
の
噴
き
出
し
た
火
焔
を
あ
び
た
。

　
こ
ん
に
ち
に
な
れ
ば
、
「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
を
書
い
た

当
時
の
わ
た
し
自
身
の
政
治
的
な
幼
稚
さ
は
よ
く
わ
か
る
。
同
時
に
、
そ
の

評
論
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
に
猟
犬
の
よ
う
に
群
が
り
た
か
っ
て
、
わ
た
し
を

噛
み
や
ぶ
り
泥
の
中
へ
こ
ろ
が
す
こ
と
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
そ
の

も
の
を
泥
に
ま
び
ら
す
役
割
を
は
た
し
た
人
々
の
動
き
か
た
　
　
政
治
性
も
、
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く
っ
き
り
と
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
か
み
か
か
っ
た
人
々
の

み
ん
な
が
、
わ
た
し
と
同
様
に
若
く
て
、
幼
稚
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
一
九
三
三
年
の
佐
野
、
鍋
山
の
転
向
を
筆
頭
と
す
る
大
腐
敗
の
徴
候

は
、
一
九
三
二
年
三
月
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
団
体
へ
の
弾
圧
以
後
、
次
第

に
日
和
見
的
な
態
度
と
し
て
文
学
団
体
の
中
へ
も
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
た
こ

と
の
証
拠
で
あ
る
。

「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
に
対
す
る
自
己
批
判
と
し
て
「
前
進

の
た
め
に
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
ナ
ッ
プ
」
常
任
中
央
委
員
会
か
ら
左
翼

的
逸
脱
の
危
険
を
、
警
告
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
、
山
田
清
三

郎
が
、
右
翼
的
日
和
見
主
義
の
自
己
批
判
を
発
表
し
た
。
当
時
「
ナ
ッ
プ
」

の
書
記
長
は
山
田
清
三
郎
で
あ
っ
た
。
「
前
進
の
た
め
に
」
を
よ
む
と
、
誤
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り
を
み
と
め
つ
つ
、
な
お
林
房
雄
な
ど
の
卑
劣
さ
に
対
す
る
本
質
的
な
い
き

ど
お
り
を
し
ず
め
か
ね
て
、
う
た
れ
つ
つ
た
た
か
れ
つ
つ
、
な
お
自
分
の
発

言
し
た
心
情
の
地
点
を
譲
歩
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
わ
た
し
の
姿
が
浮
ん
で

い
る
。

　
当
時
の
運
動
の
困
難
な
状
態
が
、
運
動
に
熟
達
し
て
い
な
い
わ
た
し
に
ま

で
過
分
な
責
任
を
わ
け
与
え
た
。
作
家
で
あ
る
わ
た
し
が
、
指﹅
導﹅
的﹅
な
ジ
ェ

ス
チ
ュ
ア
な
ど
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
同
志
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
具
体
性

さ
え
知
ら
な
い
で
、
未
熟
さ
を
む
き
出
し
に
心
情
的
に
行
為
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
十
六
年
後
の
こ
ん
に
ち
、
わ
た
し
は
な
お
、
い
く
つ
か
の
感
想
を
抱

い
て
い
る
。
政
治
と
文
学
と
の
関
係
を
ふ
く
む
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
正

義
の
課
題
と
し
て
。
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こ
の
巻
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
評
論
「
近
頃
の
感
想
」
は
、

「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
か
ら
二
年
の
ち
一
九
三
四
年
に
か
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
も
「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」

の
ま
き
お
こ
し
た
渦
巻
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
当
時
の
感
想
が
も
ら
さ
れ
て
い

る
。

「
一
連
の
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
を
め
ぐ
っ
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
当

時
の
情
景
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
劇
的
な
一
つ
の
図
絵
で
あ
る
。
わ
た

し
と
し
て
は
、
こ
の
経
験
か
ら
根
本
的
な
一
つ
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
は
、
作
品
批
評
と
は
ど
う
い
う
風
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
批
評
の
階
級
性
な
ら
び
に
人
間
性
に
つ
い
て
の

よ
り
深
め
ら
れ
た
理
解
で
あ
る
。

11



　
こ
の
経
験
か
ら
学
び
と
ら
れ
た
教
訓
は
、
更
に
、
そ
れ
か
ら
あ
と
に
つ
づ

い
た
お
そ
ろ
し
い
混
乱
の
長
い
期
間
を
と
お
し
て
、
一
層
わ
た
し
と
い
う
一

人
の
階
級
的
作
家
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
あ
ら
わ
し
た
。
「
一
連
の
非
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
作
品
」
を
め
ぐ
る
論
争
と
そ
の
人
間
図
絵
の
過
程
を
通
っ
て
、

い
わ
ば
わ
た
し
は
、
わ
た
し
と
し
て
真
実
身
に
つ
い
た
階
級
的
抵
抗
力
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
三
年
以
後
の
か
し
ま
し
く
苦
し
い
転
向
の
問
題
、
そ
の
問
題
が
お

こ
る
よ
う
な
社
会
的
心
理
を
根
底
に
も
っ
て
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
課

題
を
、
超
階
級
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
と
し
て
日
本
に
紹
介
し
よ
う

と
す
る
一
部
の
人
々
の
奔
走
。
一
九
三
四
年
に
は
「
非
常
時
」
と
い
う
言
葉

が
用
い
ら
れ
は
じ
め
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
組
織
が
破
壊
さ
れ
た
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の
ち
の
日
本
の
文
化
・
文
学
が
見
出
し
た
も
の
は
、
全
面
的
な
混
迷
と
貧
血

と
で
あ
っ
た
。
「
一
九
三
四
年
度
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
動
向
」
は

総
括
的
に
こ
の
時
期
を
展
望
し
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
組
織

と
そ
の
作
家
た
ち
の
う
け
た
被
害
の
姿
を
眺
め
て
、
居
直
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
学
と
そ
の
作
家
が
、
横
光
利
一
の
「
紋
章
」
を
か
ざ
し
て
、
一
方
に
擡
頭

し
つ
つ
あ
る
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
そ
の
文
学
の
警
戒
す
べ
き
本
質
を
さ
と
ら
ず

に
、
右
に
も
左
に
も
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
「
自
由
な
自
意
識
の
確
立
」
に
歓

声
を
あ
げ
て
い
た
情
況
は
、
ま
ざ
ま
ざ
と
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
制
の

「
非
常
時
」
専
制
が
あ
ん
ま
り
非
人
間
的
で
苦
し
く
、
重
圧
に
た
え
る
こ
と

に
疲
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
あ
る
部
分
も
「
自
由
な
自
意
識
の
確
立
」

に
魅
惑
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
の
状
態
を
よ
む
人
は
計
ら
ず
太
宰
治
の
生
涯
と
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文
学
と
に
対
し
て
、
民
主
主
義
文
学
の
陣
営
か
ら
、
含
蓄
に
と
み
な
が
ら
そ

の
歴
史
性
を
明
確
に
し
た
批
評
が
出
る
こ
と
の
意
外
に
す
く
な
か
っ
た
こ
と

を
思
い
合
わ
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
当
時
小
説
の
神
様
の
よ
う
に
眺
め
ら
れ
て
い
た
横
光
利
一
の
こ
の
「
自
由

な
自
意
識
の
確
立
」
論
の
水
源
は
、
「
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
い
う
実
証
主
義
の

精
神
」
に
「
突
き
あ
た
っ
て
跳
ね
か
え
っ
た
も
の
な
ら
、
自
由
と
い
う
も
の

は
、
お
よ
そ
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
知
っ
て
い
な
く
ち
ゃ
、
も

う
そ
れ
は
知
識
人
と
は
い
え
な
い
ん
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
自
由
と
い
う
の
は
「
自
分
の
感
情
と
思
想
と
を
独
立
さ
せ
て
、
冷
然

と
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
闊
達
自
在
な
精
神
な
ん
だ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
当
時
文
学
青
年
の
間
に
大
流
行
を
き
わ
め
た
横
光
の
観
念
的
な
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心
理
主
義
が
生
れ
た
。
や
が
て
無
人
格
な
三
人
称
の
私
と
い
う
も
の
が
発
明

さ
れ
て
、
客
観
的
な
現
実
世
界
と
主
観
的
自
我
と
の
間
の
機
械
的
な
接
続
器

の
役
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
作
家
が
現
実
へ
の
責
任
を
と
わ
れ
る
純

文
学
か
ら
一
種
の
通
俗
小
説
に
移
っ
て
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
代
、

横
光
利
一
は
、
彼
の
心
理
主
義
の
支
柱
と
し
て
小
林
秀
雄
の
評
論
活
動
と
結

び
つ
い
た
。
横
光
利
一
の
「
高
邁
」
と
「
自
由
な
自
意
識
」
が
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
の
も
と
に
ど
ん
な
に
圧
し
ひ
し
が
れ
同
調
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
後
に
あ

ら
わ
れ
る
「
厨
房
日
記
」
そ
の
他
に
お
い
て
示
さ
れ
た
。

「
冬
を
越
す
蕾
」
は
、
同
じ
一
九
三
四
年
の
十
一
月
に
か
か
れ
、
複
雑
で
困

難
な
転
向
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
ん
に
ち
の
わ
た
し
と
し
て
は
、

も
う
一
つ
二
つ
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
よ
か
っ
た
と
思
う
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と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
主
な
一
つ
は
、
治
安
維
持
法
そ
の
も
の
の
野
蛮
性
の

抉
剔
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
横
光
利
一
の
心
理
主
義
が
そ
こ
に
ぶ

つ
か
っ
て
跳
躍
台
と
し
て
い
る
「
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
い
う
実
証
主
義
の
精
神
」

と
い
う
も
の
の
実
体
も
、
現
実
を
掘
り
下
げ
て
み
れ
ば
、
ぶ
つ
か
っ
て
い
る

の
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
よ
り
も
、
よ
り
手
前
に
あ
る
治
安
維
持
法
の
威
嚇
で
あ

る
。
多
く
の
人
は
、
人
間
が
野
蛮
と
暴
力
に
耐
え
が
た
い
と
い
う
自
然
な
弱

さ
で
　
　
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
人
民
は
非
人
間
的
権
力
や
戦
争
に
反
対
し
て
た

た
か
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
　
　
生
の
防
衛
の
本
能
に
み

ち
び
か
れ
て
、
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
こ
ん
に
ち
、
い
く
ら
か
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
発
言
の
範
囲
で
考
え
る
と
、

当
時
論
じ
ら
れ
た
日
本
の
転
向
の
問
題
は
論
法
の
す
べ
て
を
一
貫
し
て
、
観
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念
的
な
傾
き
が
つ
よ
く
見
ら
れ
る
。
日
本
の
治
安
維
持
法
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ

ム
を
放
棄
さ
せ
、
運
動
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

更
に
す
す
ん
で
そ
の
人
が
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
従
う
よ
う
に
強
制
し
た
。
マ
ル

ク
シ
ス
ト
で
あ
っ
た
も
の
こ
そ
フ
ァ
シ
ス
ト
に
な
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
こ
こ

に
、
お
ど
ろ
く
べ
く
深
い
人
間
精
神
虐
殺
の
犯
罪
性
の
一
つ
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
転
向
し
て
生
を
守
ろ
う
と
欲
す
る
人
は
、
自
分
に
も
他
人
に
も
顔
向
け

の
で
き
な
い
思
い
で
、
う﹅
そ﹅
を
つ
き
、
仮
面
を
つ
け
て
、
現
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
に
転
向
と
い
う
モ
メ
ン
ト
か
ら
、
多
く
の
人
々
の
精
神
が
生

涯
の
問
題
と
し
て
む
し
ば
ま
れ
、
根
本
か
ら
自
主
性
を
失
っ
て
、
マ
ル
ク
ス

主
義
者
で
な
か
っ
た
も
の
よ
り
善
意
を
歪
め
ら
れ
卑
屈
に
さ
せ
ら
れ
て
行
っ

た
本
質
が
あ
る
。
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「
冬
を
越
す
蕾
」
は
、
治
安
維
持
法
の
こ
の
よ
う
な
非
道
さ
に
ふ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
っ
た
ろ
う
。
奴
隷
の
境
遇
と
そ
の
言
葉
が
、
こ
こ
に
あ

る
。
治
安
維
持
法
に
抵
抗
し
つ
つ
、
そ
の
悪
法
に
つ
い
て
正
面
か
ら
発
言
で

き
る
も
の
は
、
当
時
の
日
本
の
民
衆
の
間
に
は
お
そ
ら
く
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
ま
い
か
。
獄
中
で
、
非
転
向
で
、
生
命
を
賭
し
て
た
た
か
っ
て
い
た
人

々
の
ほ
か
に
は
。

　
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
あ
ら
わ
れ
る
程
度
の
転
向
に
つ
い
て

の
す
べ
て
の
論
議
は
、
第
一
の
問
題
で
あ
る
日
本
の
天
皇
制
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム

と
、
戦
争
強
行
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
治
安
維
持
法
の
批
判
、
そ
れ
へ
の
反

抗
は
あ
ら
わ
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
重
要
な
社
会
的
・
階
級
的
モ
メ
ン
ト
を
と

ば
し
て
、
転
向
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
、
そ
の
個
々
の
人
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物
月
旦
。
良
心
と
勇
気
の
問
題
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
誹
謗
を
こ
と
と
し
た
。
こ

ん
に
ち
客
観
す
れ
ば
、
当
時
の
転
向
問
題
の
扱
い
か
た
の
多
く
は
、
本
質
に

お
い
て
検
事
局
的
な
匂
い
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
傷
つ
か
な
い

傍
観
者
の
正
義
感
の
自
己
満
足
の
要
素
が
な
く
は
な
か
っ
た
。

「
冬
を
越
す
蕾
」
で
、
日
本
の
近
代
社
会
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
半
封
建
性
と
、

そ
の
影
響
を
う
け
て
い
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
精
神
構
成
を
と
り
あ
げ
て

い
る
こ
と
は
正
し
か
っ
た
。
治
安
維
持
法
の
犠
牲
と
な
っ
た
作
家
た
ち
が
、

転
向
の
動
機
を
、
め
い
め
い
の
個
人
的
性
格
の
問
題
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア

と
勤
労
大
衆
と
の
間
に
あ
る
思
想
的
ギ
ャ
ッ
プ
　
　
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の

観
念
性
と
い
う
理
由
づ
け
で
、
作
品
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
を
提
出

し
た
こ
と
は
誤
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
告
白
、
傷
魂
の
歌
と
す
る
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に
と
ど
ま
ら
ず
、
せ
め
て
は
当
時
の
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
負
わ
さ

れ
て
い
る
社
会
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
悲
劇
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
に

つ
い
て
心
か
ら
の
遺
憾
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
ん
に
ち
の
同
感
を

誘
う
。

「
冬
を
越
す
蕾
」
の
き
び
し
い
季
節
は
、
も
う
日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
、
す

ぎ
て
か
え
ら
な
い
一
つ
の
悪
季
節
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
日
本
の
人
民
が
進
ん
で
ゆ
く
歴
史
の
道
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
単

純
だ
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
。
民
主
主
義
革
命
と
そ
の
文
学
と
は
、
日
本
の

全
人
民
の
、
民
主
的
な
人
間
革
命
を
こ
そ
、
広
汎
で
重
大
な
任
務
と
し
て
で

き
る
限
り
の
熱
意
で
達
成
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
的
で
、
人

間
的
な
社
会
進
歩
に
対
す
る
善
意
を
、
普
通
の
市
民
的
標
準
の
意
志
と
肉
体
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の
堅
忍
と
で
保
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
民
主
社
会
を
ま
ず
つ
く
る

こ
と
が
、
と
く
に
日
本
で
は
ま
じ
め
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現

代
の
非
人
間
的
な
も
の
と
の
た
た
か
い
が
、
そ
の
た
た
か
い
に
立
っ
て
い
る

英
雄
た
ち
の
た
め
に
だ
け
あ
る
も
の
だ
と
は
、
よ
も
や
考
え
ら
れ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
。

　
日
本
の
侵
略
戦
争
は
と
め
ど
な
く
拡
大
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
「
非
常

時
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
と
文
化
を
抹
殺
し
は
じ
め
て
横
光
利
一
の
「
高
邁
」

の
力
よ
わ
さ
を
あ
ら
わ
し
、
「
自
由
な
自
意
識
」
の
存
在
は
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
明
瞭
に
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
日
本
の
文
化
知
識
人
の
間
に
、
文
化
擁

護
の
欲
求
が
湧
い
た
。

　
一
九
三
五
年
に
京
大
に
お
こ
っ
た
瀧
川
教
授
事
件
を
動
機
と
し
て
「
学
芸
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自
由
同
盟
」
が
組
織
さ
れ
、
一
九
三
六
年
に
は
小
松
清
に
よ
っ
て
、
そ
の
前

年
の
夏
、
パ
リ
に
開
か
れ
た
文
化
擁
護
の
た
め
の
「
国
際
作
家
大
会
」
と
、

そ
の
成
果
で
あ
る
同
じ
名
の
連
盟
の
誕
生
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
三

四
年
八
月
、
モ
ス
ク
ワ
で
第
一
回
文
化
擁
護
国
際
作
家
大
会
が
も
た
れ
た
と

き
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
と
し
て
出
席
し
て
い
た
人
々
の
報
告
か
ら
刺
戟
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　
パ
リ
の
文
化
擁
護
の
大
会
ニ
ュ
ー
ス
は
、
混
迷
停
滞
し
き
っ
て
い
た
当
時

の
日
本
の
文
化
人
、
文
学
者
に
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
希
望
を
与
え

た
。
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
そ
の
能
動
精
神
、
そ
の
行
動
性
と
い
う
観

念
が
よ
ろ
こ
び
迎
え
ら
れ
て
、
間
も
な
く
雑
誌
『
行
動
』
が
う
ま
れ
、
舟
橋

聖
一
、
豊
田
三
郎
そ
の
他
の
人
々
が
、
能
動
精
神
の
文
学
を
と
な
え
は
じ
め
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た
。

　
一
方
で
は
、
前
年
ヴ
ェ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
に
日
本

代
表
と
し
て
出
席
し
た
島
崎
藤
村
が
、
大
会
の
反
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
高
ま
っ

た
雰
囲
気
か
ら
、
彼
独
特
の
用
心
ぶ
か
さ
で
日﹅
本﹅
の﹅
立﹅
場﹅
を
守
っ
て
か
え
っ

て
来
て
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
創
立
に
着
手
し
は
じ
め
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。

ま
た
他
の
一
面
で
は
、
こ
れ
も
日
本
に
独
特
な
治
安
維
持
が
化
物
の
眼
を
見

は
っ
て
、
日
本
に
お
こ
っ
た
能
動
精
神
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
反
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
文
化
擁
護
の
運
動
が
、
実
践
的
な
力
を
も
た
な
い
よ
う
に
と
監

視
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
事
情
に
加
え
て
、
文
化
の
擁
護
、
新
し
い

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
提
唱
し
は
じ
め
た
人
々
自
身
が
、
そ
の
心
理
に
、
つ
よ

い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
・
文
学
の
運
動
忌
避
の
要
因
を
ひ
そ
め
て
い
た
か
ら
、
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一
つ
一
つ
、
曲
り
角
へ
出
る
ご
と
に
、
こ
の
運
動
に
は
階
級
性
が
な
い
こ
と
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
再
建
で
は
な
い
こ
と
、
階
級
意
識
を
も
つ
人
は

ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ

ム
に
対
し
て
文
化
を
擁
護
し
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
向
っ
て
能
動
で

あ
ろ
う
と
す
る
人
々
が
、
自
身
の
文
化
を
抑
圧
し
、
運
動
を
骨
ぬ
き
と
す
る

自
分
の
国
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
と
の
た
た
か
い
は
、
極
力
回
避
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
何
と
い
う
呪
う
べ
き
矛
盾
で
あ
っ
た

ろ
う
。
当
時
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
、
ど
ん

な
に
野
蛮
兇
猛
で
あ
る
か
を
十
分
理
解
せ
ず
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
範
囲
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
だ
け
の
力
で
防
衛
で
き
る
か
の
よ
う
に
考
え
た
。

そ
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
う
ち
つ
づ
く
戦
争
と
理
性
殺
戮
の
年
々
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に
、
日
本
の
文
化
と
文
学
に
の
こ
さ
れ
た
も
の
は
荒
廃
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
軍
部
と
軍
国
主
義
教
育
は
前
線
で
、
日
本
人
民
が
そ
れ
を
自
分
た

ち
の
行
為
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
感
じ
る
ほ
ど
の
惨
虐
が
行
わ

れ
た
。
敵
と
い
う
関
係
に
お
か
れ
た
他
の
国
の
人
々
に
対
し
て
。
ま
た
日
本

軍
の
兵
士
た
ち
に
対
し
て
。
（
こ
の
記
録
は
一
九
四
九
年
に
な
っ
て
す
こ
し

ず
つ
発
表
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
）

　
一
九
四
八
年
ご
ろ
か
ら
、
日
本
に
お
こ
っ
て
い
る
平
和
と
自
由
と
独
立
の

た
め
の
広
く
大
き
い
戦
線
は
、
十
数
年
前
の
、
こ
の
文
化
擁
護
の
運
動
の
経

験
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
と
っ
て
い
る
。
こ
ん
に
ち
、
平
和
擁
護
と
独
立

の
た
め
に
自
身
の
立
場
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
人
々
の
な
か
に
は
、
か
つ

て
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
希
望
を
奪
わ
れ
た
人
々
、
計
ら
ず
も
自
分
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た
ち
の
手
か
ら
そ
の
希
望
の
鍵
を
奪
い
と
ら
せ
た
経
験
を
も
つ
人
々
を
包
括

し
て
い
る
。

　
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
反
対
す
る
運
動
は
、
非
人
民
的
権
力
に
対
し
て
譲
歩
的

で
な
い
本
質
に
立
た
ず
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
。
文
化
を
擁
護
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
市
民
的
自
由
と
基
本
的
人
権
の
擁
護
な
し
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
、

こ
ん
に
ち
で
は
、
自
明
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
へ
の
抵
抗
、
平
和
擁
護
の
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
日
本
の

人
民
的
民
主
主
義
の
全
局
面
が
、
現
在
ど
ん
な
に
国
際
的
条
件
に
か
か
わ
り

あ
っ
て
来
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
る
。

　 

異  

国  

趣  

味 

エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム

を
通
じ
て
、
よ
り
進
ん
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
文
化
形
態

を
通
じ
て
、
民
族
の
人
民
的
文
化
の
質
が
隷
属
状
態
に
変
化
し
て
ゆ
く
危
険
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が
あ
る
場
合
、    

国      

際      

性    

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

は
、
は
っ
き
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の

個
人
主
義
に
た
つ  

世
界
人
主
義  

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

観
光
用
国
土
、
人
民
と
し
て
の
国
際
性
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
日
本
の
市
民
生
活
に
正
常
な
国
際
性
は
か
け
て
い
た
。
日
本
人

民
は
世
界
を
意
識
し
た
明
治
の
は
じ
め
に
、
も
う
世
界
を
、
競
争
の
相
手
、

負
け
て
は
な
ら
な
い
国
と
し
て
教
え
こ
ま
れ
た
。
ひ
き
つ
づ
い
て
超
国
家
主

義
の
大
東
亜
共
栄
圏
の
観
念
に
な
ら
さ
れ
た
。
こ
ん
に
ち
、
か
つ
て
の
大
東

亜
圏
の
理
論
家
の
あ
る
も
の
は
、
き
わ
め
て
悪
質
な
戦
争
挑
発
者
と
転
身
し

て
、
反
民
主
的
な
権
力
の
た
め
に
奉
仕
し
て
い
る
。

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
国
際
的
主
題
に
つ
い
て
」
は
、
そ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
あ
る
点
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
評
論
の
な
か
に
は
、
き
ょ

27



う
、
一
つ
の
参
考
と
な
る
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
「
ズ
ラ
か
っ
た
信
吉
」
の
失
敗
に
ふ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
当

時
、
わ
た
し
は
、
こ
の
作
品
の
失
敗
の
理
由
を
、
大
衆
的
な
も
の
が
た
り
形

式
に
せ
ず
小
説
と
し
た
点
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
に
な
っ
て

み
る
と
、
「
ズ
ラ
か
っ
た
信
吉
」
の
失
敗
の
原
因
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
失
敗
に
ふ
く
ま
れ
て
、
研
究
さ
れ
て
い
い
い

く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
ん
に
ち
の
民

主
主
義
文
学
運
動
の
な
か
で
さ
え
も
、
右
や
左
へ
ゆ
れ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
文
学
の
「
大
衆
性
」
「
啓
蒙
的
役
割
」
の
理
解
の
問
題
が
ひ
そ
め
ら
れ

て
い
る
し
、
各
作
家
の
特
質
に
つ
い
て
の
具
体
的
観
察
の
問
題
が
あ
り
、
創

造
活
動
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
る
啓
蒙
の
た
め
の
文
筆
活
動
の
評
価
の
問
題
も
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あ
る
。

『
戦
旗
』
が
一
九
二
九
年
ご
ろ
、
片
岡
鉄
兵
の
「
ア
ジ
太
・
プ
ロ
吉
世
界
漫

遊
記
」
を
の
せ
て
大
好
評
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
に
「
ナ
ッ
プ
」
は
、
数

人
の
作
家
に
課
題
小
説
を
わ
り
あ
て
た
。
農
民
小
説
は
誰
、
労
働
者
小
説
は

誰
、
と
い
う
風
に
。
そ
し
て
、
作
者
は
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
生
活
を
ど
っ
さ
り

紹
介
し
て
い
る
か
ら
ソ
ヴ
ェ
ト
小
説
を
、
と
う
け
も
た
さ
れ
た
。
『
改
造
』

に
半
年
ほ
ど
連
載
し
て
中
絶
し
た
。
検
挙
と
い
う
外
部
か
ら
の
理
由
で
な
し

に
中
断
し
た
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。

　
い
ま
考
え
れ
ば
、
作
者
に
よ
っ
て
、
あ
れ
だ
け
多
量
・
広
汎
に
ソ
ヴ
ェ
ト

生
活
報
告
は
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
か
ら
（
選
集
第
八
、
九
巻
）

「
ナ
ル
プ
」
は
、
啓
蒙
的
な
必
要
の
た
め
に
は
、
最
も
じ
か
に
そ
の
目
的
を

29



も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
紹
介
を
集
め
、
出
版
し
、
普
及
さ
せ
る
の

が
、
能
率
的
で
あ
り
、
活
溌
な
方
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
「
ナ
ッ

プ
」
指
導
部
は
そ
う
考
え
ず
、
作
者
自
身
も
、
そ
う
い
う
標
題
小
説
が
、
は

た
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
深
く
考
え
る
力
を
も
た
ず
、
割
当
に
服
し

た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
に
関
す
る
場
合
、
社
会
主
義
建
設
の
事
業
は
現
代
大
き

い
摩
擦
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
厳
粛
な
人
類
的
事
業
で
あ
り
、
多
面
的
で

あ
り
、
当
然
矛
盾
も
も
っ
て
い
る
。
正
直
な
、
客
観
的
観
察
と
そ
の   

報     

ル
ポ
ル
タ

 

告   

ー
ジ
ュ
し
か
、
そ
こ
に
あ
る
現
実
を
つ
た
え
に
く
い
。
小
説
化
す
こ
と
は
、
危

険
を
も
っ
て
い
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
作
家
に
と
っ
て
さ
え
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
大

き
す
ぎ
る
主
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

　
一
九
四
九
年
の
こ
の
ご
ろ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
は
記 

録 

文 

学 

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

流
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行
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
国
際
的
な
題
材
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
ふ
え
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
国
際
間
の
現
実
を
正
し
く
反
映
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
誰
し
も
気
づ
い
て
い
る
。
現
在
、
最
も
歪

め
ら
れ
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
に
関
す
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
内
に
ひ
そ
ん
で
い
る
戦
争
挑
発
者
に
よ
っ
て
そ
そ

の
か
さ
れ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
現
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
在
パ
リ
そ

の
他
の
外
国
都
市
に
生
活
す
る
人
、
旅
行
し
て
い
る
人
々
の
通
信
が
、
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
の
形
を
と
り
な
が
ら
大
き
く
歪
曲
を
ふ
く
ん
で
い
る
場
合
が
少

く
な
い
。

　
ま
じ
め
に
世
界
平
和
を
希
望
し
て
い
る
日
本
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、

「
フ
ラ
ン
ス
通
信
」
で
知
ら
れ
て
い
る
瀧
沢
敬
一
が
、
世
界
平
和
の
た
め
の
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積
極
的
な
発
言
者
で
あ
る
ジ
ョ
リ
オ
・
キ
ュ
ー
リ
ー
博
士
を
政
治
的
な
嘲
弄

の
言
葉
で
通
信
に
か
い
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
平
和
を
希
う
世
界
の
良
心
に

加
え
ら
れ
た
侮
蔑
と
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
は
、
わ
た
し

た
ち
が
思
っ
て
い
る
よ
り
も
更
に
は
げ
し
く
資
本
主
義
の
権
力
は
目
的
意
識

に
み
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
九
四
九
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
九
年
八
月
〕
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