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私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
何
と
沢
山
の
本
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
ど
っ
さ
り

本
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
読
む
時
間
も
金
も
限
ら
れ
て
お
り
、
何
か
の
形
で
ま
と
ま
っ

た
系
統
を
立
て
て
、
ご
く
毎
日
の
生
活
の
滋
養
に
な
る
よ
う
な
工
合
に
本
を
選
び
、
そ
れ
を
ポ
ツ
ポ
ツ
と

読
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

　
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ウ
を
し
て
深
く
感
じ
る
こ
と
は
、
た
だ
月
二
三
冊
の
新
刊
の
本
を
と
り
あ
げ
て
い
っ

て
見
て
も
、
読
者
の
本
を
読
ん
で
ゆ
く
一
貫
し
た
方
法
と
い
う
も
の
に
対
し
て
は
、
大
し
て
貢
献
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
月
と
来
月
と
は
こ
れ
ま
で
の
い
わ
ば
し
き
た

り
を
変
え
て
、
一
つ
ち
ょ
っ
と
し
た
試
み
を
し
て
見
た
い
と
思
う
。
何
年
の
間
で
も
読
者
に
役
に
立
つ
よ

う
な
読
書
プ
ラ
ン
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
即
興
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
し
ら
え
て
見
た
い
。

　
従
来
か
ら
も
、
日
本
は
家
族
を
中
心
に
お
い
た
風
習
の
国
で
あ
る
。
そ
の
家
族
を
単
位
と
し
た
社
会
の

生
活
の
中
で
、
ま
た
家
族
の
生
活
そ
の
も
の
の
中
で
女
は
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
、
今
日
ま
で
の
歴
史
を

生
き
つ
づ
け
て
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
昨
今
は
、
日
本
の
女
と
家
庭
の
結
び
つ
き
、
母
と
し
て
の
女

が
女
の
最
上
の
生
き
方
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
が
強
め
ら
れ
て
来
て
い
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は

新
聞
で
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
若
い
女
が
戦
時
の
必
要
の
た
め
に
工
場
へ
出
て
働
い
て
い
る
数
は
お
び
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た
だ
し
い
も
の
に
な
っ
て
来
て
い
る
し
、
女
の
生
理
に
害
が
あ
る
と
い
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
女
の
鉱
山

の
地
下
労
働
へ
も
女
が
ま
た
今
は
入
る
こ
と
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
経
済
の
事
情
が
入
り
く
ん
で
来
る
に

つ
れ
て
、
親
子
、
夫
婦
、
兄
妹
の
家
族
内
の
関
係
も
い
ろ
い
ろ
と
複
雑
に
な
っ
て
来
て
い
て
、
私
た
ち
が

真
に
人
間
ら
し
い
心
持
で
、
家
族
の
生
活
を
守
り
、
高
め
、
美
し
い
も
の
に
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
今
日

た
だ
自
分
ひ
と
り
の
気
の
持
ち
よ
う
だ
け
で
は 

屡  

々 

し
ば
し
ば

破
綻
す
る
現
実
の
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
。
女
と

生
れ
た
か
ら
に
は
、
女
と
し
て
十
分
花
咲
き
、
実
を
も
結
ん
だ
生
涯
を
ど
ん
な
に
私
た
ち
は
望
ん
で
い
る

だ
ろ
う
。
女
に
生
れ
て
残
念
だ
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
し
っ
か
り
し
た
女
の
ひ
と
の
口
か
ら
も
れ
る
よ

う
な
世
の
中
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
う
い
う
実
際
が
あ
る
と
す
れ
ば
若
い
女
の
世
代
は
狡
く

そ
れ
か
ら
自
分
一
人
だ
け
の
身
を
か
わ
し
て
し
ま
わ
ず
、
女
全
体
の
関
係
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
堅
忍

に
勇
ま
し
く
そ
れ
を
着
実
な
方
法
で
、
ま
し
に
し
て
ゆ
く
た
め
に
毎
日
の
努
力
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
と
思
う
。

「
家
族
制
度
全
集
」
と
い
う
叢
書
が
東
京
河
出
書
房
か
ら
出
さ
れ
は
じ
め
た
。
法
学
博
士
穂
積
重
遠
、
中

川
善
之
助
両
氏
の
責
任
監
輯
で
、
各
巻
第
一
部
史
論
篇
、
第
二
部
法
律
篇
（
各
一
円
六
十
銭
）
全
部
で
五

巻
十
冊
の
予
定
で
あ
る
。
内
容
は
婚
姻
。
離
婚
。
親
子
。
家
。
相
続
。
各
巻
を
な
し
て
い
ず
れ
も
、
今
日

に
至
る
ま
で
の
社
会
の
歴
史
の
発
達
の
面
か
ら
の
史
論
と
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
の
法
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律
の
解
説
と
が
さ
れ
て
い
る
。
第
三
巻
親
子
ま
で
が
出
版
さ
れ
た
。
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
で
あ

り
、
一
般
の
読
者
を
考
え
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
家
族
、
家
庭
の
あ
り
よ
う
を
眺
め
、

理
解
す
る
た
め
に
有
益
な
全
書
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
巻
婚
姻
の
史
論
篇
の
内
容
は
、
婚
姻
史
概
説
。

自
然
法
的
婚
姻
及
び
離
婚
論
。
日
本
結
婚
風
俗
史
。
一
夫
一
婦
論
。
妾
。
婦
人
と
政
治
。
婦
人
の
国
際
的

保
護
。
妻
の
所
得
の
保
護
。
ソ
ヴ
ェ
ト
の
婚
姻
法
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
縁
問
題
。
結
婚
優
生
学
。
こ

れ
ら
の
各
項
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
執
筆
し
て
い
る
。
第
二
巻
法
律
篇
は
、
婚
姻
法
概
論
か
ら
は
じ
ま

っ
て
、
妻
の
無
能
力
（
法
律
上
）
。
内
縁
。
国
際
婚
姻
法
。
最
後
に
民
法
改
正
要
綱
解
説
と
し
て
、
穂
積

重
遠
博
士
が
序
言
及
び
婚
姻
を
執
筆
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
民
法
改
正
要
綱
は
昭
和
二
年
政
府
が
臨
時
法

制
審
議
会
を
設
け
て
、
我
々
に
日
常
関
係
あ
る
民
法
の
う
ち
、
親
族
、
相
続
法
の
改
正
案
を
審
議
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
日
ご
ろ
結
婚
と
い
う
も
の
を
主
と
し
て
対
手
の
有
無
に
よ
っ
て
話
し
て
い
る
が
、
日
本
の

親
族
法
は
、
男
満
三
十
年
、
女
満
二
十
五
年
に
達
す
る
ま
で
は
、
婚
姻
を
す
る
の
に
父
母
が
法
律
上
の
同

意
を
示
さ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
子
の
婚
姻
を
承
諾
し
な
い
こ
と
は
全
く
親
の
自

由
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
先
日
も
新
聞
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
息
子
の
妻
の
入
籍
を
親
が
許
さ
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
息
子
の
戦
死
と
孫
の
出
生
で
か
え
っ
て
父
母
の
歎
き
が
深
い
と
い
う
よ
う
な
実
例
が
生
じ
る
。
改
正

案
で
は
、
子
が
婚
姻
を
す
る
の
は
年﹅
齢﹅
を﹅
問﹅
わ﹅
ず﹅
、
父
母
、
祖﹅
父﹅
母﹅
の
同
意
が
い
る
こ
と
に
な
り
、
未
成

5



年
者
が
そ
れ
に
反
し
た
婚
姻
を
す
る
と
、
父
母
、
祖
父
母
が
取
消
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
元
は

男
三
十
歳
女
二
十
五
歳
以
後
は
婚
姻
は
自
主
的
に
さ
れ
た
が
、
改
正
案
に
よ
れ
ば
例
え
四
十
の
男
と
三
十

歳
の
女
と
が
結
婚
す
る
に
も
、
父
母
祖
父
母
ま
で
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
従
来

の
親
族
法
で
は
、
父
母
が
同
意
す
る
し
な
い
は
父
母
の
絶
対
の
自
由
で
あ
っ
た
が
、
改
正
案
で
は
、
相
当

の
理
由
な
く
て
は
反
対
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
。

　
妻
が
日
本
で
は
法
律
上
無
能
力
で
あ
り
未
成
年
者
や
禁
治
産
者
（
精
神
異
状
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
）

と
同
様
独
立
の
人
格
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
実
に
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
女
の
悲
劇
、
自
殺
を
生

ん
で
来
て
い
る
。
改
正
案
は
こ
の
妻
の
無
能
力
と
夫
婦
の
財
産
制
を
改
め
、
代
り
に
「
婚
姻
の
効
力
」
に

よ
っ
て
、
「
妻
の
能
力
は
適
当
に
之
を
拡
張
す
る
こ
と
」
を
提
案
し
て
い
る
が
、
や
は
り
妻
が
法
律
上
有

す
る
能
力
の
範
囲
は
、
適
当
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
、
限
り
と
ど
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
本
の
性
質
と
し
て
、
細
か
い
実
例
や
插
話
は
入
っ
て
い
な
い
か
ら
、
い
わ
ば
か
た
い
本
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
以
上
の
よ
う
な
一
つ
の
例
を
見
て
も
、
私
た
ち
女
が
、
日
本
で
、
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
と
い
う
現
実
の
条
件
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
子
で
あ
り
妻
で
あ
る
と
は
い

か
な
る
意
味
で
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
実
が
わ
か
り
、
や
は
り
有
益
で
あ
る
と
思
う
。
女
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
の
感
想
も
、
お
の
ず
か
ら
無
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
全
書
は
、
主
と
し
て
日
本
の
歴
史
と
今
日
の
実
際
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
私
た
ち
の
興
味
は
こ
こ
か
ら
自
然
ひ
ろ
が
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
家
族
の
発
生
や
財
産
と
い
う
も
の

の
発
生
に
つ
い
て
世
界
の
人
類
が
経
て
来
た
道
が
知
り
た
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
人
類
は
い

く
つ
か
の
興
味
あ
る
研
究
を
と
げ
て
い
る
。

　
一
、
モ
ル
ガ
ン
著
（
改
造
文
庫
）
古
代
社
会
　
上
下

　
一
、
ベ
ー
ベ
ル
著
（
改
造
文
庫
）
婦
人
論

　
一
、
リ
ヤ
ー
著
（
岩
波
文
庫
）
婚
姻
の
諸
形
式

　
一
、
ラ
ッ
パ
ポ
ー
ト
著
（
改
造
文
庫
）
社
会
進
化
と
婦
人
の
地
位

　
一
、
能
智
修
彌
著
　
婦
人
問
題
の
基
礎
知
識

　
　
　
　
（
こ
れ
は
古
本
屋
で
さ
が
す
し
か
な
い
）

　
な
ぜ
有
名
な
エ
レ
ン
・
ケ
イ
女
史
な
ど
が
、
二
十
世
紀
の
初
頭
に
恋
愛
と
結
婚
を
中
心
に
婦
人
の
問
題

を
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
は
あ
る
が
、
女
の
立
場
と
し
て
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
、
パ
ン

ク
ハ
ー
ス
ト
夫
人
が
ほ
と
ん
ど
狂
熱
的
な
行
動
で
婦
人
の
参
政
権
を
要
求
し
な
け
れ
ば
い
ら
れ
な
い
気
に

な
っ
た
か
と
い
う
社
会
事
情
が
、
以
上
の
本
で
わ
か
る
。
と
く
に
後
の
二
冊
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
後
、
一

躍
し
た
世
界
の
女
の
諸
事
情
（
も
と
よ
り
日
本
を
こ
め
て
）
を
示
し
て
い
る
点
で
有
益
だ
と
思
う
。
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こ
う
い
う
人
類
の
歴
史
の
大
筋
を
一
方
に
眺
め
つ
つ
、
そ
れ
と
関
係
を
も
っ
て
古
典
か
ら
現
代
ま
で
の

文
学
作
品
を
見
渡
す
こ
と
は
た
い
へ
ん
面
白
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
文
学
史
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

脊
骨
の
中
に
社
会
の
歴
史
を
ひ
そ
め
て
今
日
ま
で
の
び
て
き
て
い
る
。
作
家
も
読
者
も
作
中
人
物
さ
え
も

そ
れ
ぞ
れ
時
代
の
歴
史
を
照
り
か
え
し
、
ま
た
そ
の
歴
史
を
交
互
に
営
ん
で
生
き
つ
づ
け
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
。
手
近
な
文
学
作
品
の
書
棚
で
私
た
ち
の
見
出
す
の
は
何
だ
ろ
う
。

　
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
全
集
は
随
分
流
布
し
た
。
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
オ
フ
ェ
リ
ヤ
。
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
マ

ク
ベ
ス
夫
人
。
「
ベ
ニ
ス
の
商
人
」
の
ポ
ー
シ
ャ
。
「
リ
ア
王
」
の
三
人
の
娘
た
ち
。
「
オ
セ
ロ
」
の
デ

ス
デ
モ
ー
ナ
。
色
と
り
ど
り
の
可
憐
さ
、
鮮
や
か
な
性
格
と
情
熱
と
才
智
と
で
、
男
の
政
治
、
経
済
の
波

瀾
、
権
謀
の
中
に
交
錯
し
て
ゆ
く
女
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
近
代
国
家
イ
ギ
リ
ス
を
盛
立
て
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
皇
の
時
代
の
社
会
の
文
学
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
学
な
ど
に
女
が
運
命
の
神
と
男
の
掠
奪
の
ま
ま
に
生
涯
を
流
転
し
た
（
ト
ロ
イ

の
美
し
き
ヘ
レ
ン
の
物
語
）
歴
史
か
ら
出
た
当
時
の
女
が
、
自
分
の
心
情
に
従
っ
て
よ
く
も
わ
る
く
も
動

こ
う
と
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
の
は
興
味
が
あ
る
。
し
か
し
沙
翁
の
女
は
、
経
済
に
も
政
治
に
も
大
体
か

げ
で
男
を
女
の
魅
力
と
才
覚
と
で
動
か
し
て
ゆ
く
女
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
喜
劇
な
ど

に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
女
の
姿
と
共
通
の
も
の
が
あ
っ
て
興
味
ふ
か
い
。
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ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
「
愛
の
妖
精
」
「
ア
ン
ジ
ア
ナ
」
（
岩
波
文
庫
）
は
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主

義
時
代
に
生
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
婦
人
作
家
が
、
女
に
と
っ
て
苦
し
い
結
婚
生
活
と
宗
教
と
の
負
担
に
、
情

緒
的
に
反
抗
し
つ
つ
そ
の
解
決
は
作
品
の
中
で
だ
け
可
能
な
夢
幻
境
へ
逃
避
の
形
で
ま
と
め
て
い
る
の
は

注
目
に
あ
た
い
す
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
従
妹
ベ
ッ
ト
」
「
ウ
ウ
ジ
ニ
イ
・
グ
ラ
ン
デ
」
、
モ
ウ
パ
ッ
サ

ン
の
「
女
の
一
生
」
（
以
上
岩
波
文
庫
）
な
ど
は
法
律
の
上
に
も
経
済
の
上
に
も
受
け
身
な
女
の
一
生
の

真
情
の
悲
劇
を
心
を
貫
く
如
く
描
い
て
い
る
。
「
寡
婦
マ
ル
タ
」
（
改
造
文
庫
）
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
婦
人

作
家
オ
ル
ゼ
シ
ュ
コ
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
従
来
の
女
の
教
養
が
不
幸
を
救
う
実
力

で
な
い
こ
と
、
近
代
勤
労
婦
人
発
生
の
黎
明
期
の
物
語
と
し
て
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
を
も
っ

て
い
る
。

　
イ
プ
セ
ン
の
「
ノ
ラ
、
人
形
の
家
」
は
も
う
ふ
る
い
と
一
部
に
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
ふ
る
く
な
い
解
決

へ
何
歩
私
た
ち
は
歩
み
出
し
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
処
女
地
」
「
そ
の
前
夜
」
は
歴

史
が
そ
の
解
決
の
試
み
へ
の
足
ど
り
を
示
し
て
い
る
。
ジ
イ
ド
の
「
女
の
学
校
、
ロ
ベ
ル
」
な
ど
は
若
い

人
々
に
読
ま
れ
る
が
、
こ
の
作
者
独
特
の
観
念
の
か
っ
た
扱
い
か
た
で
、
現
実
の
道
は
案
外
に
も
ア
グ
ネ

ス
・
ス
メ
ド
レ
イ
の
「
女
一
人
大
地
を
行
く
」
を
貫
い
て
発
展
し
て
出
て
来
た
と
こ
ろ
に
通
じ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

9



　
日
本
文
学
が
、
万
葉
集
時
代
、
源
氏
、
枕
草
子
そ
の
他
の
王
朝
文
学
か
ら
「
和
泉
式
部
日
記
」
「
更
級

日
記
」
「
十
六
夜
日
記
」
の
母
と
し
て
の
女
性
、
徳
川
時
代
の
「
女
大
学
」
の
中
の
女
の
戒
律
が
そ
の
反

面
に
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
に
幾
多
の
女
の
悶
え
の
姿
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
意
味
深
い
反
省
を
私
た

ち
に
与
え
る
。
夏
目
漱
石
の
文
学
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
こ
こ
ろ
」
「
そ
れ
か
ら
」
「
明
暗
」
結
婚
や

家
庭
生
活
に
お
け
る
男
女
の
生
活
態
度
の
相
異
相
剋
と
、
母
と
そ
の
母
の
子
な
ら
ざ
る
子
と
の
情
愛
の
陰

翳
、
ま
た
誤
っ
て
さ
れ
た
結
婚
の
悲
劇
を
め
ぐ
っ
て
い
る
の
は
日
本
の
社
会
の
何
を
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
地
」

　
ポ
ー
ル
・
ム
ニ
と
ル
イ
ズ
・
レ
イ
ナ
ア
と
が
主
演
し
て
い
る
映
画
の
「
大
地
」
は
中
国
を
背
景
と
し
て

製
作
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
映
画
中
の
傑
作
で
あ
っ
た
。
映
画
の
圧
倒
的
好
評
に
つ
れ
て
、
第
一
書
房
は
出
版

当
時
は
そ
れ
ぞ
れ
分
冊
と
し
て
発
売
し
て
い
た
パ
ア
ル
・
バ
ッ
ク
夫
人
の
「
大
地
」
「
母
」
「
息
子
た
ち
」

「
分
裂
せ
る
家
」
と
作
者
が
自
分
の
父
母
の
生
涯
を
描
い
た
二
冊
の
作
品
と
を
代
表
選
集
と
し
て
売
り
出

し
て
い
る
。
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既
刊
の
五
冊
を
読
ん
だ
感
想
と
し
て
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
が
中
国
の
生
活
を
描
い
た
こ
れ
ら
の
作
品
は
、

と
く
に
今
日
の
日
本
の
読
者
に
は
ぜ
ひ
熟
読
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
が
深
い
。
パ
ア

ル
・
バ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
。
中
国
の
奥
地
へ
入
っ
て
、
そ
こ
で
生
涯
を
終
っ
た
ア
メ
リ
カ
宣
教

師
「
闘
え
る
使
徒
」
と
し
て
彼
女
に
描
か
れ
て
い
る
父
の
娘
と
し
て
、
ず
っ
と
中
国
で
成
長
し
、
ア
メ
リ

カ
の
大
学
に
教
育
さ
れ
、
中
国
農
業
問
題
研
究
者
と
し
て
権
威
を
も
っ
て
い
た
人
の
妻
で
あ
っ
た
。

　
バ
ッ
ク
は
中
国
の
民
衆
生
活
の
日
常
の
現
実
に
身
を
も
っ
て
ふ
れ
て
い
る
。
王
龍
と
そ
の
妻
阿
蘭
と
が

赤
貧
な
農
民
と
し
て
あ
ら
あ
ら
し
い
自
然
と
闘
い
、
か
つ
社
会
の
推
移
に
つ
れ
て
偶
然
と
努
力
と
の
結
果
、

次
第
に
地
方
地
主
と
な
り
さ
ら
に
押
し
す
す
む
時
代
の
波
に
う
た
れ
て
一
族
の
あ
る
者
は
封
建
的
な
軍
閥

将
軍
に
、
あ
る
者
は
近
代
中
国
資
本
主
義
の
立
役
者
に
な
り
、
そ
の
孫
の
あ
る
者
は
急
進
的
な
道
に
進
む

王
家
の
三
代
の
歴
史
が
、
中
国
の
複
雑
な
社
会
の
相
貌
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
強
く
描
き
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
バ
ッ
ク
が
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
て
、
し
か
も
中
国
の
民
衆
が
外
国
人
の
力
に
自
分
た
ち
の
生
活
を
か
き

ま
わ
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
も
い
な
い
し
、
必
要
と
も
し
て
い
な
い
事
情
を
、
は
っ
き
り
描
き
出
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
注
目
に
価
す
る
。
中
国
に
対
す
る
諸
外
国
人
の
抱
い
て
い
る
優
先
の
偏
見
に
向
っ
て
、
中
国

民
衆
の
ハ
ー
ト
を
ひ
ら
い
て
見
せ
、
そ
こ
に
あ
る
声
の
響
き
を
つ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
大
地
」
か
ら
は
じ
ま
る
王
家
三
代
の
物
語
の
最
後
は
、
ア
メ
リ
カ
で
教
育
を
受
け
つ
つ
民
族
的
矜
持
を

失
う
こ
と
の
な
か
っ
た
中
国
の
青
年
劉
が
、
中
国
に
か
え
っ
て
自
国
の
現
実
に
幻
滅
を
感
じ
つ
つ
、
つ
い

に
そ
の
中
か
ら
立
ち
上
っ
て
、
中
国
の
民
衆
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
力
へ
の
信
頼
を
も
っ
て
生
き
は
じ
め

る
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
。

　
バ
ッ
ク
が
最
近
書
い
た
感
想
に
よ
る
と
、
今
日
の
優
秀
な
中
国
青
年
男
女
が
、
再
び
自
分
ら
の
故
国
を

見
出
し
て
い
る
諸
事
情
に
つ
い
て
、
や
は
り
ま
だ
劉
青
年
を
描
い
た
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
感

じ
る
。

　
中
国
独
特
の
伝
統
と
生
活
力
と
が
民
衆
の
う
ち
に
蔵
さ
れ
て
い
る
と
ば
か
り
わ
か
っ
て
も
、
現
実
の
中

で
そ
れ
ら
の
伝
統
と
生
活
力
と
が
、
今
日
の
ど
の
よ
う
な
彼
ら
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
、
し
か
も
ど
う
い

う
方
向
に
動
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
世
界
の
動
き
の
中
で
具
体
的
に
捕
え
な
け
れ
ば
、
中
国
の
情
熱

は
芸
術
化
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
、
バ
ッ
ク
は
周
到
な
観
察
と
同
情
と
実
感
と
を
も
っ
て
、
中
国
は
中
国
な

り
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
描
き
来
っ
た
。
中
国
は
中
国
と
し
て
ど
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う

の
が
今
日
の
問
題
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
は
や
が
て
ど
の
よ
う
な
程
度
ま
で
進
ん
だ
理
解
で
そ
こ
を
描
く
で
あ

ろ
う
か
と
期
待
さ
れ
る
。
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日
本
は
中
国
と
は
同
文
同
字
の
国
と
い
わ
れ
、
地
理
的
に
も
近
い
の
に
、
た
っ
た
一
人
の
バ
ッ
ク
の
よ

う
な
作
家
が
生
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
と
私
た
ち
を
考
え
さ
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
に

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
日
本
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
昔
な
が
ら
の
支

那
通
、
あ
る
い
は
支
那
学
者
と
い
わ
れ
た
人
々
は
支
那
の
古
典
の
世
界
に
と
じ
こ
も
っ
て
い
た
し
、
一
方

き
わ
め
て
近
代
化
し
た
中
国
と
接
触
を
も
っ
て
い
る
部
分
は
文
化
人
と
い
う
よ
り
は
政
治
、
実
業
そ
の
他

関
係
の
技
術
家
が
多
く
、
そ
の
接
触
の
調
子
は
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
二
つ
な
が
ら

芸
術
作
品
を
生
ま
せ
る
に
は
遠
い
も
の
で
あ
る
。

　
理
解
と
そ
し
て
愛
。
こ
の
二
つ
の
も
の
が
私
た
ち
人
間
に
人
間
を
描
い
た
芸
術
を
つ
く
ら
せ
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
孤
児
マ
リ
イ
」

　
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
オ
オ
ド
ゥ
ウ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
婦
人
作
家
は
、
初
め
は
仕
立
屋
で
あ
っ
た
。
モ
ー

ド
を
創
っ
て
ブ
ル
ワ
ー
ル
に
堂
々
た
る
店
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
服
飾
家
で
は
な
い
。
ほ
ん
と
の
お
針
女
、

日
給
僅
か
三
フ
ラ
ン
（
一
円
二
十
銭
足
ら
ず
）
を
得
る
た
め
に
、
あ
る
時
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
家
に
出
張
し
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た
り
、
ま
た
あ
る
時
は
、
自
家
の
小
さ
な
部
屋
　
　
ミ
シ
ン
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
に
は
マ
ネ
キ
ン
人
形
を

ず
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
ん
な
小
さ
な
部
屋
で
働
い
た
り
し
て
い
る
貧
し
い
「
女
裁
縫
師
」

で
あ
っ
た
。

　
一
八
六
四
年
、
中
部
フ
ラ
ン
ス
の
貧
し
い
家
に
生
れ
、
五
つ
位
の
と
き
母
に
死
な
れ
、
後
は
父
親
が
ぐ

れ
出
し
て
孤
児
院
で
育
っ
た
。
十
四
五
歳
か
ら
後
は
孤
児
院
か
ら
農
家
の
羊
番
娘
に
や
ら
さ
れ
、
十
九
歳

ぐ
ら
い
の
と
き
、
巴
里
へ
出
て
来
た
。
女
裁
縫
師
と
し
て
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
辛
苦
の
生
活
が
大
都
会
の
き
わ

め
て
目
立
た
な
い
一
隅
で
営
ま
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
腺
病
質
で
眼
の
弱
か
っ
た
オ
オ
ド
ゥ
ウ
は
中
年
に
い
た
っ
て
、
つ
い
に
盲
目
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
ら

裁
縫
を
す
て
ろ
と
医
者
に
宣
告
さ
れ
た
。
絶
え
ず
病
気
で
、
非
常
に
貧
し
く
、
と
き
ど
き
そ
の
日
の
パ
ン

に
さ
え
事
を
欠
く
彼
女
は
「
自
分
の
苦
難
を
少
し
で
も
忘
れ
る
た
め
、
自
分
の
孤
独
を
慰
め
る
た
め
、
自

分
自
身
の
伴
侶
に
な
る
よ
う
な
気
持
で
」
も
の
を
書
き
は
じ
め
た
。

　
偶
然
の
こ
と
か
ら
二
三
の
作
家
と
知
り
合
う
よ
う
に
な
り
、
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
作
品
の
特
別
な
魅
力
が
彼

ら
を
動
か
し
た
。
「
小
さ
き
町
に
て
」
「
ビ
ュ
ビ
ュ
・
ド
・
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
」
「
母
へ
の
手
紙
」
の
作
者
、

シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
も
熱
心
な
彼
女
の
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
た
め
に
さ
え
何
も
な

し
得
な
か
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
は
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
を
世
の
な
か
に
押
し
出
す
力
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
し
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た
の
は
、
こ
の
日
本
訳
に
も
序
文
の
出
て
い
る
オ
ク
タ
ア
ヴ
・
ミ
ル
ボ
オ
「
小
間
使
い
の
日
記
」
の
作
者

で
あ
る
。

　
原
名
「
マ
リ
イ
・
ク
レ
エ
ル
」
と
い
う
こ
の
作
品
は
一
九
一
一
年
に
出
版
さ
れ
、
発
表
と
同
時
に
フ
ェ

ミ
ナ
賞
を
貰
っ
た
。
彼
女
は
後
二
十
六
年
の
間
に
「
マ
リ
イ
・
ク
レ
エ
ル
の
工
房
」
そ
の
他
三
巻
の
小
説

を
書
き
、
最
後
の
作
「
光
ほ
の
か
」
を
完
成
し
て
一
九
三
七
年
二
月
に
南
仏
で
歿
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
マ
リ
イ
・
ク
レ
エ
ル
の
孤
児
院
生
活
の
描
写
か
ら
は
じ
ま
る
「
孤
児
マ
リ
イ
」
の
一
篇
は
、
堀
口
大
学

氏
の
手
に
入
っ
た
訳
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
原
文
の
味
わ
い
は
ど
の
よ
う
に
新
鮮
、
素
朴
、
簡
美
で
あ
ろ

う
か
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
よ
ん
で
み
た
く
な
る
作
品
で
あ
る
。
孤
児
院
の
仲
間
の
女
の
子
の
性
格
、
マ
リ

イ
・
エ
エ
メ
教
姉
の
か
く
さ
れ
た
激
し
い
情
緒
が
迸
る
姿
、
院
長
の
悪
意
。
実
に
よ
く
短
い
は
っ
き
り
し

た
筆
で
描
写
さ
れ
、
と
く
に
マ
リ
イ
が
ヴ
ィ
ル
ヴ
ィ
エ
イ
ユ
の
農
園
の
羊
番
娘
と
し
て
の
生
活
の
姿
は
、

四
季
の
自
然
の
う
つ
り
か
わ
り
と
労
働
の
結
び
つ
き
の
中
に
、
無
限
の
絵
、
ミ
レ
ー
の
羊
飼
い
女
な
ど
の

よ
う
な
絵
と
音
楽
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
み
ず
み
ず
し
く
落
着
い
た
筆
致
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

農
場
管
理
人
の
生
活
を
も
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
農
場
主
の
妻
デ
ロ
ア
夫
人
の
冷
血
さ
、
息
子
ア
ン
リ
イ
に
対
す
る
マ
リ
イ
の
感
情
、
こ
う
い
う
い
き
さ

つ
は
し
ば
し
ば
小
説
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
テ
ス
」
に
し
ろ
、
ブ
ロ
ン
テ
の
「
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ー
ア
」
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に
し
ろ
傑
作
と
い
わ
れ
て
い
る
文
学
作
品
は
か
つ
て
同
じ
人
生
の
局
面
を
描
い
た
が
、
オ
オ
ド
ゥ
ウ
が
描

い
て
い
る
よ
う
な
情
感
と
気
魄
と
で
は
描
か
な
か
っ
た
と
思
う
。

　
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
作
品
が
、
あ
る
内
部
的
光
明
と
透
明
さ
に
貫
か
れ
、
そ
の
美
で
読
者
を
打
つ
理
由
を
、

彼
女
の
夢
想
と
苦
悩
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
苦
悩
と
い
う
も
の
に
対

す
る
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
驚
嘆
す
べ
き
勇
気
、
不
屈
さ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
光
明
と
透
明
さ
と
が
彼
女

の
精
神
を
輝
か
し
た
の
で
あ
る
と
信
じ
る
。
苦
悩
に
面
し
て
慎
ま
し
く
、
し
か
も
沈
着
で
勤
勉
に
そ
れ
を

克
服
し
て
ゆ
く
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
人
間
的
品
位
は
、
す
で
に
小
さ
い
マ
リ
イ
の
生
き
か
た
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
閃
い
て
お
り
、
意
地
わ
る
な
院
長
に
わ
ざ
と
辛
い
農
園
へ
や
ら
れ
る
場
合
の
威
厳
に
み
ち
た
と
い
え
る

程
の
若
い
マ
リ
イ
の
立
ち
姿
に
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。

　
若
い
敏
感
な
読
者
た
ち
は
、
マ
リ
イ
が
ア
ン
リ
イ
を
見
知
り
、
心
を
ひ
か
れ
、
だ
が
破
局
に
終
る
ま
で

の
マ
リ
イ
の
心
の
推
移
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ね
う
ち
の
高
い
も
の
を
学
ん
で
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ

イ
が
デ
ロ
ア
の
息
子
で
あ
る
と
知
っ
て
、
心
か
ら
愛
す
る
エ
エ
メ
教
姉
の
話
を
し
た
こ
と
を
愧は
じ
る
心
持
、

ア
ン
リ
イ
と
の
訣
別
、
デ
ロ
ア
の
と
こ
ろ
を
逃
げ
て
来
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は
貧
し
く
よ
る
べ
な
く
お
針

女
は
し
て
い
る
が
、
決
し
て
卑
屈
で
な
い
女
の
真
情
が
溢
れ
た
ぎ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
オ
オ
ド
ゥ
ウ
が
人
生
の
苦
悩
に
対
し
て
ひ
ね
く
れ
ず
毅
然
と
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
彼
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女
を
あ
り
ふ
れ
た
女
の
悲
劇
か
ら
救
い
、
こ
の
よ
う
な
美
を
も
つ
作
品
を
も
書
か
せ
て
い
る
。

　
読
者
の
中
に
、
も
し
か
「
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
岩
波
文
庫
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
小
説
を
読
ん

だ
方
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
」
は
有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
ン
の
姪
、
ア
リ
ス
・

ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
（
一
八
七
六
年
　
一
九
一
六
年
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
や
は
り
孤
児
院
で
育
っ
た
娘
ジ
ャ

ー
シ
ャ
の
物
語
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
シ
ャ
は
「
快
活
で
、
率
直
で
、
機
智
に
と
み
、
人
生
に
対
し
て
楽
天
的

で
、
し
か
も
独
立
心
に
も
ゆ
る
魅
力
あ
る
近
代
女
性
」
と
し
て
読
者
に
愛
せ
ら
れ
る
娘
で
あ
る
。
が
、
作

者
は
、
ジ
ャ
ー
シ
ャ
を
孤
児
の
境
遇
か
ら
幸
福
で
富
裕
な
近
代
若
夫
人
に
育
て
上
げ
る
た
め
に
「
あ
し
な

が
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
ほ
と
ん
ど
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
青
年
貴
族
を
も
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
広
大
な
財

力
に
よ
る
庇
護
の
腕
の
中
で
ジ
ャ
ー
シ
ャ
の
独
立
心
も
可
愛
ら
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

「
孤
児
マ
リ
イ
」
と
こ
の
ジ
ャ
ー
シ
ャ
を
読
み
く
ら
べ
て
み
る
と
、
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
不
幸
の
解

決
が
慈
善
で
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
社
会
層
の
婦
人
作
家
の
世
の
中
の
見
か
た
と
、
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
人
生

に
処
し
て
ゆ
く
態
度
と
の
間
に
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
相
違
の
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。

　
自
分
の
努
力
で
人
生
の
扉
を
も
開
き
、
花
を
も
つ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
た
ち
現
代
の
女
に
、
欲
せ

ら
れ
る
も
の
は
オ
オ
ド
ゥ
ウ
の
雄
々
し
い
優
し
さ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
八
年
一
月
〕

17



　
　
（
一
九
四
九
年
六
月
追
記
）
「
婦
人
の
た
め
の
書
棚
」
は
一
九
四
〇
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

　
　
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
に
ま
で
拡
大
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
寸
前
で
、
書
籍
目
録
か
ら
は
、
多
く
の
貴

　
　
重
な
本
の
名
が
省
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
ん
に
ち
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
家
族
・
私
有
財
産
・

　
　
国
家
の
起
源
」
「
空
想
よ
り
科
学
へ
」
マ
ル
ク
ス
「
賃
労
働
と
資
本
」
な
ど
は
婦
人
の
常
識
の
基
礎

　
　
と
し
て
も
必
読
の
本
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
四
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年7

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
九
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年8
月
発
行

初
出
：
冒
頭
部
分
「
若
い
婦
人
の
た
め
の
書
棚
」
は
初
出
不
詳

　
　
　
「
新
女
苑
」
（
「
大
地
」
「
孤
児
マ
リ
イ
」
）

　
　
　1938

（
昭
和13

）
年1

月
号

　
　
　
「
宮
本
百
合
子
選
集
　
第
十
五
巻
」
安
芸
書
房
（
追
記
）

　
　
　1949

（
昭
和24

）
年10

月

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年5

月26

日
作
成
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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