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【
注
意
事
項
】

　
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
「
ハ
ー
メ
ル
ン
」
で
掲
載
中
の
作
品
を
自
動
的
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
で

す
。

　
小
説
の
作
者
、「
ハ
ー
メ
ル
ン
」
の
運
営
者
に
無
断
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
及
び
作
品
を
引
用
の
範
囲
を

超
え
る
形
で
転
載
・
改
変
・
再
配
布
・
販
売
す
る
こ
と
を
禁
じ
ま
す
。

　　【
あ
ら
す
じ
】

　
お
前
は
心
の
底
で
は
理
解
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　
そ
う
だ
ろ
う
?
　
他
に
道
な
ん
て
な
い
。

　
人
間
は
化
け
物
だ
、
化
け
物
な
ん
だ
よ
。

（『
メ
ト
ロ
　
エ
ク
ソ
ダ
ス
』
よ
り
）

　
※
史
実
に
基
く
。

　
※
拙
ブ
ロ
グ
に
同
一
内
容
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
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前
編

　　　
東
北
に
は
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
。

　
五
年
刻
み
の
、
悪
夢
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
が
。

　
こ
の
地
方
─
─
特
に
岩
手
・
青
森
・
秋
田
の
三
県
。
こ
こ
ら
に
於
け
る
農
業
は
、
五
年
間
の
う
ち
一

年
は
ま
ず
大
飢
饉
、
二
年
が
飢
饉
、
残
り
二
年
で
漸
く
の
こ
と
平
作
あ
る
い
は
豊
作
と
、
こ
ん
な
周
期

を
い
つ
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
す
定
め
に
あ
る
の
だ
と
。
呪
い
め
か
し
い
、
さ
て
も
不
名
誉
な
認
識
が
、

ほ
ん
の
百
年
以
前
ま
で
罷
り
通
っ
て
い
た
も
の
だ
。

　
理
由
は
何
か
、
い
っ
た
い
何
時
の
頃
か
ら
か
、
調
べ
る
の
も
億
劫
に
な
る
ほ
ど
古
い
古
い
こ
の
因
縁

─
─
。

　
だ
が
、
な
れ
ば
こ
そ
彼
の
地
に
は
、
他
に
見
ら
れ
ぬ
特
異
な
食
文
化
が
根
付
い
て
も
い
る
。
保
存
食

の
発
達
が
著
し
い
の
だ
。
干
し
菊
な
ど
は
、
今
で
も
青
森
の
名
産
と
し
て
名
が
高
い
。

　
秋
、
黄
菊
の
花
を
採
取
し
て
、
蒸
し
上
げ
た
あ
と
型
に
入
れ
て
天
日
に
晒
し
干
し
あ
げ
る
。
蒸
し
過

ぎ
る
と
黒
く
変
色
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
加
減
が
な
か
な
か
ど
う
し
て
難
し
い
。
慣
れ
を

要
す
る
。
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出
来
上
が
っ
た
干
し
菊
は
胡
桃
や
胡
麻
の
和
え
物
に
し
た
り
、
ひ
た
し
物
に
し
た
り
し
て
、
特
に
冬

か
ら
春
に
か
け
て
の
食
物
に
な
る
。
栄
養
価
は
意
外
と
高
い
。

「
菊
は
菊
で
も
、
東
北
の
菊
で
な
く
ち
ゃ
あ
だ
め
だ
」

　
他
所
の
土
に
生
え
た
の
は
、
苦
く
て
と
て
も
口
に
運
べ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
は
古
老
の
言
。

　
こ
の
評
価
に
は
、
長
年
喰
い
続
け
た
ゆ
え
の
、
舌
の
慣
れ
も
あ
っ
た
ろ
う
。

田
螺
た
に
し

　

も
ま
た
、
干
物
に
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
殻
を
潰
し
て
身
を
洗
い
、
入
念
に
水
を
切
っ
て
か

ら
天
日
に
晒
す
。
春
先
の
田
掻
き
前
に
採
取
す
る
の
が
一
般
的
で
、
こ
れ
を
専
門
に
売
り
歩
く
商
人
ま

で
い
た
そ
う
だ
。

叺
か
ま
す

　
出
来
上
が
っ
た
モ
ノ
は

か
布
の
袋
に
入
れ
て
、
高
所
に
つ
る
し
て
保
存
し
て
お
く
。
年
一
度
ぐ
ら

い
の
間
隔
で
干
し
な
お
し
て
や
っ
た
な
ら
、
結
構
な
時
間
経
過
に
も
耐
え
ら
れ
た
。

　
水
に
浸
し
た
だ
け
で
も
喰
え
る
し
、
乾
い
た
ま
ま
口
の
中
に
放
り
込
み
、
唾
液
で
湿
ら
せ
よ
く
咀
嚼

し
て
呑
み
込
ん
で
も
構
わ
な
い
。
腹
持
ち
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
兵
糧
と
し
て
も
好
ま
れ

た
。
一
升
程
度
を
携
え
て
出
陣
す
る
国
人
が
、
戦
国
期
に
は
多
か
っ
た
。

　
ま
こ
と
、
喰
え
る
も
の
は
何
で
も
喰
っ
て
苛
酷
な
年
を
凌
い
だ
の
で
あ
る
。

　　
が
、
し
か
し
、
如
何
に
な
り
ふ
り
構
わ
ず
足
掻
こ
う
が
。
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そ
れ
で
も
な
お
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
飢
餓
の
大
波
が
来
る
こ
と
が
あ
る
。
地
獄
の
底
が
更
に
抜
け
、

秋と
き

無
間
の
闇
を
果
て
し
な
く
落
下
し
続
け
る
よ
う
な
絶
望
の

。
不
可
抗
力
的
に
、
そ
れ
は
確
か
に
あ
っ

た
の
だ
。

　死
者
　
６
４
６
９
８
名

　
他
領
退
散
者
　
３
３
３
０
名

　
空
家
　
１
０
５
４
５
軒

　　
天
明
の
大
飢
饉
に
於
い
て
、
南
部
藩
が
被
っ
た
損
害
で
あ
る
。

　
当
時
、
南
部
の
総
人
口
は
三
十
万
前
後
と
目
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
ざ
っ
と
五
分
の
一
を
失
っ
た
勘
定

に
な
る
だ
ろ
う
。

　
悲
惨
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
。

　
潰
滅
的
─
─
存
亡
の
危
機
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
悪
夢
の
ま
さ
に
最
中
に
、
東
北
を
歩
い
た
文
人
が
い
る
。

南
谿
な
ん
け
い

　
彼
の
名
前
は
橘

。
本
業
は
医
者
で
あ
り
、
京
都
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。

　
そ
の
京
都
に
も
、
東
北
地
方
地
獄
変
の
噂
は
盛
ん
に
流
入
し
て
い
た
と
い
う
。「
五
穀
は
尽
き
、
草
木

の
根
も
葉
も
藁
さ
え
も
、
あ
る
い
は
犬
猫
牛
馬
鼠
鼬
に
至
る
ま
で
、
糧
に
な
り
得
る
限
り
の
も
の
は
と
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う
の
昔
に
獲
り
尽
く
し
、
住
民
は
も
は
や
互
い
の
肉
を
喰
ら
い
合
う
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い
る
」、
と
。

（
ま
さ
か
。
─
─
）

　
に
わ
か
に
は
信
じ
か
ね
る
話
で
あ
っ
た
。

　
噂
は
し
ょ
せ
ん
噂
、
実
態
か
ら
五
割
増
し
で
語
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

　
が
、
南
谿
、
後
に
紀
行
文
た
る
『
東
西
遊
記
』
を
草
し
て
曰
く
、

　　
予
が
奥
州
に
入
り
し
は
午
年
（
筆
者
註
、
天
明
六
年
）
の
春
な
れ
ば
、
も
は
や
国
豊
か
に
食
も
足
る

べ
く
思
ひ
し
に
、
卯
年
（
天
明
三
年
）
の
飢
饉
京
都
に
て
聞
し
に
百
倍
の
事
に
し
て
、
人
民
大
か
た
其

餓
死
し
尽
し
て
、
南
部
津
軽
の
荒
涼
な
る
、
誠
に
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
事
ど
も
な
り
。

　　
ど
う
で
あ
ろ
う
、
肩
を
落
と
し
て
、
疲
れ
た
顔
で
、

「
わ
し
の
予
想
は
甘
す
ぎ
た
。
前
評
判
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
あ
れ
を
、
あ
ん
な
光
景
を
、
天
は
な
に
ゆ
え

許
す
の
か
─
─
」

　
痛
惜
す
る
彼
の
姿
が
ま
ざ
ま
ざ
と
、
目
蓋
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
は
な
い
か
。

　　
南
谿
は
秋
田
か
ら
岩
手
に
入
っ
た
。
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入
っ
て
早
々
、
髑
髏
や
手
足
の
骨
が
路
傍
に
散
乱
す
る
こ
と
夥
し
く
、
そ
の
白
さ
が
い
や
に
鮮
や
か

に
目
に
つ
い
た
と
い
う
。

現
世
う
つ
し
よ

（

の
光
景
か
、
こ
れ
が
）

脳
あ
た
ま

「
異
や
う
な
る
も
の
」
に
直
面
し
た
シ
ョ
ッ
ク
で

の
中
心
が
痺
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
の
も
最
初
だ
け
。

「
顔
を
そ
む
け
て
通
り
過
つ
る
」
よ
う
な
可
愛
げ
は
、
す
ぐ
南
谿
か
ら
失
わ
れ
た
。

　　
一
里
々
々
進
み
行
く
ほ
ど
に
甚
枯
骨
多
く
、
朝
の
間
は
五
つ
見
し
ひ
る
す
ぎ
て
十
四
、
五
も
見
し
と

い
ふ
ほ
ど
に
、
そ
の
翌
日
は
二
、
三
十
も
見
つ
れ
、
又
翌
日
は
五
、
六
十
も
あ
り
と
い
ふ
に
ぞ
。

　　
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
遭
遇
す
る
骨
の
数
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
わ
し
は
い
つ
、
賽
の
河
原
に
迷
い
込
ん
だ
か
）

　
そ
の
あ
た
り
の
草
む
ら
か
ら
鬼
が
飛
び
出
し
て
来
な
い
の
が
、
い
っ
そ
不
自
然
に
思
わ
れ
た
。

　
と
に
か
く
、
死
骸
を
い
ち
い
ち
恐
れ
て
い
て
は
当
時
の
東
北
は
一
歩
だ
っ
て
歩
け
な
い
。

　
南
谿
は
慣
れ
た
。
杖
で
し
ゃ
れ
こ
う
べ
を
突
っ
つ
い
て
多
角
的
に
観
察
し
、

　　
火
葬
せ
し
髑
髏
と
違
ひ
生
骨
の
事
な
れ
ば
、
牙
歯
も
全
く
備
り
、
婦
人
の
頭
あ
り
、
小
児
の
頭
あ
り
、

委く
は

老
人
荘
者
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
見
わ
け
つ
く
べ
く
、
肩
肘
其
外
腰
眼
等
の
骨
の
模
様
逐
一
に

し
け
れ
ば
、
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能よ
く

医
者
の
稽
古
也
。

　　
医
術
の
達
人
は
た
と
え
骨
だ
け
で
あ
ろ
う
と
も
、
生
前
の
生
活
習
慣
や
持
病
の
有
無
を
見
透
す
と
い

う
。

　
経
験
を
積
む
に
は
も
っ
て
こ
い
の
環
境
じ
ゃ
あ
な
い
か
、
と
。

　
ほ
と
ん
ど
や
け
く
そ
の
よ
う
な
心
境
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
地
獄
め
ぐ
り
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
な
の
だ
。

　　
外
が
浜
を
目
指
し
て
北
上
す
る
う
ち
、
一
泊
し
た
女
鹿
澤
村
の
あ
る
宿
で
、
南
谿
は
つ
い
に
「
窮
極
」

と
出
逢
う
。

「
最
初
は
皆
、
道
に
行
き
倒
れ
た
死
体
の
肉
を
切
り
取
っ
て
喰
っ
て
お
り
ま
し
た
」

「
人
肉
食
」

カ
ニ
バ
リ
ズ
ム

　
人
道
に
於
け
る
最
大
の
禁
忌
、

の
実
態
を
。

「
し
か
し
な
に
ぶ
ん
衰
弱
の
果
て
に
死
ん
だ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。
水
っ
気
も
失
せ
た
、
そ
ん
な

肉
が
美
味
い
わ
き
ゃ
な
い
。
生
き
て
る
や
つ
を
率
先
し
て
殺
し
だ
す
ま
で
、
そ
う
長
く
は
か
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
、
は
い
」

　
人
間
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
れ
ば
何
で
も
や
ら
か
す
、
本
当
に
限
界
は
無
く
な
る
の
だ
と
。

　
想
像
を
絶
し
き
っ
た
そ
の
有
り
様
を
、
厭
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
る
破
目
に
な
る
の
だ
。
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後
編

　　…
卯
年
（
筆
者
註
、
天
明
三
年
）
飢
饉
に
及
び
、
五
穀
既
に
尽
て
千
金
に
も
一
合
の
米
も
得
る
事
能
は

ず
、
草
木
の
根
葉
其
外
藁
糠
或
は
、
犬
猫
牛
馬
鼠
鼬
に
至
る
ま
で
、
力
の
及
程
は
取
尽
し
て
食
尽
し
て
、

後
に
は
道
路
に
行
倒
、
み
ち
み
ち
た
る
死
人
の
肉
を
切
取
食
ふ
事
に
な
り
け
る
に
、
是
も
日
久
し
く
饑

て
、
自
然
と
死
し
た
る
人
の
肉
ゆ
え
、
既
に
腐
た
る
同
然
に
て
、
其
味
甚
あ
し
く
、
生
き
た
る
人
を
う

ち
殺
し
食
ふ
は
味
も
美
な
れ
ば
、
弱
り
た
る
人
は
殺
し
て
食
ふ
も
多
か
り
し
な
り
。

　　
宿
の
主
人
は
訥
々
と
語
っ
た
。
ま
る
で
腹
の
底
に
溜
ま
っ
た
「
何
か
」
を
、
少
し
づ
つ
千
切
り
捨
て

で
も
す
る
か
の
よ
う
に
。

　
そ
れ
も
仕
方
な
い
─
─
話
す
内
容
が
内
容
で
あ
る
。

「
こ
の
近
く
に
も
家
人
ば
た
ば
た
と
死
に
続
け
、
と
う
と
う
父
と
息
子
だ
け
に
な
っ
た
家
と
い
う
の
が

ご
ざ
い
ま
し
て
な
」に

た
に
た

・
・
・
・

　
こ
ん
な
こ
と
を

笑
み
崩
れ
な
が
ら
喋
れ
る
や
つ
が
居
た
な
ら
ば
、
そ
ち
ら
の
方
が
不
気
味

で
あ
ろ
う
。
人
間
性
に
欠
陥
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
筆
者
な
ら
、
そ
ん
な
野
郎
が
経
営
し
て
い
る
宿
屋
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な
ん
ぞ
で
夜
を
明
か
す
気
に
は
と
て
も
な
れ
な
い
。

　
南
谿
も
、
そ
こ
は
同
様
だ
っ
た
ら
し
い
。
石
を
呑
ん
だ
よ
う
に
重
苦
し
い
主
人
の
貌
に
、
彼
は
む
し

ろ
好
意
を
抱
い
た
。

「
窮
す
れ
ば
通
ず
、
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
父
親
が
、
あ
る
日
ひ
と
つ
の
計
策
を
案
じ
た
の
で
す
」

「
ほ
う
、
策
を
」

「
へ
え
。
策
と
い
っ
て
も
、
碌
な
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
」

　
南
谿
は
続
き
を
促
し
た
。

　
聞
い
て
み
る
と
、
本
当
に
碌
な
話
で
は
な
い
。

　　
父
親
は
ま
ず
、
拳
を
振
り
上
げ
隣
家
の
戸
板
を
乱
打
し
た
。
朽
木
の
よ
う
に
黒
ず
ん
で
、
静
脈
の
浮

き
も
ま
た
甚
だ
し
い
腕
だ
っ
た
。

「
何
じ
ゃ
い
」

　
ぐ
わ
ら
り
と
戸
が
開
か
れ
る
。

　
隣
人
の
姿
も
、
負
け
ず
劣
ら
ず
凄
ま
じ
い
。
頬
の
肉
が
ご
っ
そ
り
落
ち
て
、
落
ち
窪
ん
だ
眼
窩
の
底

で
、
黄
ば
ん
だ
目
玉
が
ぎ
ょ
と
ぎ
ょ
と
と
、
胡
乱
な
具
合
に
揺
れ
て
い
た
。

「
さ
て
も
御
互
い
に
空
腹
な
る
こ
と
な
り
」

　
か
す
れ
声
で
切
り
出
し
た
。
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幽
鬼
に
相
応
し
い
音
色
で
あ
っ
た
。

　「
我
家
に
も
既
に
家
内
み
な
み
な
死
う
せ
し
に
、
御
覧
の
如
く
今
は
男
子
一
人
の
み
残
れ
り
、
是
も
殊
の

外
に
か
つ
へ
れ
ば
、
二
、
三
日
の
間
に
は
死
す
べ
し
、
と
て
も
死
に
ゆ
く
も
の
い
た
づ
ら
に
せ
ん
よ
り

は
、
息
あ
る
間
に
打
殺
し
食
せ
ん
と
お
も
へ
ど
も
、
さ
す
が
に
親
の
恩
愛
手
づ
か
ら
う
ち
殺
す
に
し
の

其
許
そ
こ
も
と

び
ず
此
故
に

に
頼
申
候
。
我
子
を
打
殺
し
給
は
ら
ば
、
其
御
礼
に
は
肉
半
分
を
贈
申
べ
し
」

　　
が
、
続
け
ざ
ま
に
持
ち
出
し
た
、「
本
題
」
の
凄
ま
じ
さ
と
き
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
息
子
も
ど
う
せ

救
か
ら
ぬ
、
近
々
死
ぬ
に
決
ま
っ
と
る
。
な
ら
ば
い
っ
そ
早
め
に
殺
し
て
味
が
落
ち
る
の
を
防
ぐ
べ
き

だ
が
、
流
石
に
人
情
が
そ
れ
を
許
さ
ぬ
。
わ
し
の
代
り
に
、
ど
う
か
こ
の
作
業
を
や
っ
て
く
れ
。
報
酬

は
肉
の
半
分
だ
─
─
。

　
幽
鬼
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
。

挙こ
ぞ

　
冥
府
の
獄
吏
、
牛
頭
馬
頭
ど
も
も

っ
て
お
ぞ
け
を
ふ
る
い
か
ね
な
い
こ
の
要
請
に
、
し
か
し
隣
人

は
大
喜
び
し
た
と
い
う
か
ら
堪
ら
な
か
っ
た
。
末
法
の
光
景
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
は
さ
っ
そ
く
鉈
を
手
に
取
り
、「
獲
物
」
の
下
へ
馳
せ
向
か
う
。
消
耗
し
、
既
に
意
識
が
朦
朧
と
し

て
い
る
少
年
に
、
抗
う
術
な
ど
あ
る
筈
も
な
く
。

　
た
だ
一
打
ち
で
、
息
子
は
死
ん
だ
。
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（
こ
れ
で
ま
た
、
暫
く
の
間
は
喰
い
つ
な
げ
よ
う
）

　
ほ
っ
と
胸
を
撫
で
下
ろ
す
隣
人
。
罪
悪
感
な
ど
身
体
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
厘
毫
た
り
と
て
見
付
か

ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
当
に
う
ま
い
話
で
あ
っ
た
と
口
の
端
を
三
日
月
に
吊
り
上
げ
た
と
こ

ろ
で
─
─
そ
の
顔
面
が
、
二
つ
に
割
れ
た
。

「
ひ
ゃ
っ
、
ひ
ゃ
っ
」

ま
さ
か
り

・
・
・
・

　
音
も
な
く
忍
び
寄
っ
た
父
親
が
、
後
頭
部
に

を
ぶ
ち
込
ん
だ
の
だ
。
隣
人
の
頭
部
は
、
柘

榴
よ
ろ
し
く
あ
っ
さ
り
砕
け
た
。

　
死
体
が
、
二
つ
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
見
下
ろ
す
父
親
の
顔
は
、
つ
い
数
秒
前
ま
で
隣
人
が
浮
か
べ
て

い
た
そ
れ
と
、
寸
分
違
わ
ず
同
一
で
あ
る
。

（
馬
鹿
め
、
ま
ん
ま
と
か
か
り
お
っ
た
わ
）

こ
れ
・
・

　
彼
の
目
的
は
、
最
初
か
ら

に
あ
っ
た
の
だ
。
隣
人
に
息
子
を
殺
さ
せ
た
の
は
、
人
情
の
抵
抗
に

遭
っ
た
か
ら
で
は
断
じ
て
な
い
。
ひ
と
仕
事
終
え
た
あ
と
の
気
の
緩
み
、
致
命
的
な
意
識
の
隙
を
欲
し

が
っ
た
か
ら
に
相
違
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
我
が
子
を
生
餌
に
使
っ
た
。

　
い
や
、
人
に
よ
っ
て
は
飢
え
が
募
る
と
頭
の
中
が
へ
ん
に
冴
え
冴
え
と
し
て
く
る
も
の
だ
。

　
こ
う
な
る
と
も
う
、
理
性
な
ど
ま
っ
た
く
当
て
に
な
ら
な
い
。
平
素
で
あ
れ
ば
彼
自
身
、「
鬼
畜
の
所

業
」
と
蔑
ん
だ
で
あ
ろ
う
行
為
で
も
、
鼻
唄
ま
じ
り
に
平
気
の
平
左
で
や
っ
て
の
け
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
父
親
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
人
間
だ
っ
た
。
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彼
が
如
何
に
周
到
だ
っ
た
か
は
、
な
ん
と
こ
の
惨
劇
を
説
明
す
る
に
、「
隣
家
の
も
の
餓
た
る
あ
ま
り

此
の
子
を
う
ち
こ
ろ
し
食
は
ん
と
せ
し
ゆ
え
に
、
仇
を
報
ぜ
り
」
─
─
空
腹
の
あ
ま
り
錯
乱
し
、
獣
に

堕
ち
て
家
の
息
子
を
殺
し
や
が
っ
た
不
届
き
者
を
成
敗
し
た
。
雄
々
し
く
仇
を
討
っ
た
の
だ
と
、
一
場

の
美
談
に
仕
立
て
上
げ
、
盛
ん
に
吹
聴
し
て
廻
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
何
を
こ
の
、
白
々
し
い
）

　
む
ろ
ん
、
こ
ん
な
作
り
話
を
真
に
受
け
る
ほ
ど
村
人
た
ち
は
お
め
で
た
く
な
い
。

　
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
誰
も
彼
も
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
だ
。
ひ
ど
く
疲
れ
切
っ
て
も

い
る
。
父
親
を
糾
弾
す
る
だ
け
の
気
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
輩
な
ど
、
一
人
た
り
と
て
居
ら
な
ん

だ
。

　
斯
く
し
て
彼
は
公
然
と
、
二
人
の
肉
を
手
に
入
れ
る
。

　
塩
漬
け
に
し
た
そ
れ
に
よ
り
、
一
ヶ
月
ほ
ど
は
凌
げ
た
よ
う
だ
。

　
が
、
天
明
の
大
飢
饉
そ
の
も
の
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
死
ん
だ
。
十
万
を
超

え
る
死
体
の
山
、
そ
れ
を
構
成
す
る
名
前
も
な
い
一
粒
に
な
っ
た
。

　（
地
獄
だ
。
…
…
）

　
死
体
に
は
な
れ
っ
こ
の
南
谿
も
、
こ
れ
に
は
戦
慄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
胸
糞
の
悪
さ
に
、
胃
が
逆
立
ち
し
て
黄
水
が
こ
み
上
げ
そ
う
だ
っ
た
。
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今
に
い
た
り
東
北
の
事
を
思
ひ
出
せ
ば
、
心
中
測
然
と
し
て
気
分
あ
し
く
な
る
事
を
覚
ふ
。
只
此
所

に
記
せ
る
は
百
分
が
一
な
り
。

　　
残
す
と
こ
ろ
の
九
十
九
を
、
南
谿
は
つ
い
に
生
涯
記
し
て
い
な
い
。

12  後編



外
伝

　　　
橘
南
谿
が
訪
れ
た
と
き
、
黒
川
村
で
は
ち
ょ
う
ど
池
の
一
つ
が
売
り
に
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

「
い
く
ら
だ
ね
」

「
五
百
両
で
さ
ァ
」

「
…
…
」

　
─
─
馬
鹿
げ
て
い
る
。

　
と
、
こ
こ
が
黒
川
村
で
さ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
南
谿
も
あ
き
れ
た
に
相
違
な
い
。

　
そ
れ
だ
け
の
金
を
積
ん
だ
な
ら
、
良
田
が
い
っ
た
い
何
枚
買
え
る
か
。
考
え
る
だ
に
愚
か
し
い
ほ
ど

の
額
だ
っ
た
。
し
か
も
当
の
池
と
き
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
、
田
ん
ぼ
一
枚
ぶ
ん
に
も
満
た
な
い
、
小
池
と

呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
規
模
で
は
な
い
か
。

洟は
な

　
本
来
な
ら
ば

も
ひ
っ
か
け
て
も
ら
え
ぬ
ど
こ
ろ
か
、

無
礼
な

め

「
お
の
れ
我
を

る
か
貴
様
」

　
取
引
す
る
気
が
無
い
の
な
ら
無
い
と
は
っ
き
り
言
え
ば
い
い
、
そ
れ
を
な
ん
だ
、
迂
遠
な
皮
肉
を
か
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ま
し
や
が
っ
て
、
ど
ん
な
つ
も
り
だ
こ
の
野
郎
、
曲
っ
た
性
根
を
叩
き
直
し
て
欲
し
い
か
よ
─
─
と
。

　
挑
発
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
喧
嘩
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
発
言
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
し
か
し
、
く
ど
い
よ
う
だ
が
こ
こ
は
黒
川
村
な
の
だ
。

　
自
然
じ
ね
ん
と
原
油
の
湧
き
出
す
、
日
本
最
古
の
油
田
地
帯
な
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
も
戦
国
時
代
も
室
町
時
代
も
鎌
倉
時
代
も
す
っ
と
ば
し
、
平
安
時
代
さ
え
超
え
て
、
古
色

蒼
然
神
さ
び
た
奈
良
・
飛
鳥
朝
の
む
か
し
か
ら
。
こ
の
地
に
棲
ま
う
人
々
は
油
と
水
の
分
離
法
を
心
得

て
、
そ
の
成
果
物
を
時
の
朝
廷
に
献
上
し
、
恭
順
の
意
を
顕
し
て
い
た
。

　
そ
の
あ
た
り
の
消
息
は
、
橘
南
谿
訪
問
の
、
こ
の
江
戸
時
代
中
期
に
於
い
て
も
さ
し
て
変
わ
ら
ず
。

村
人
た
ち
は
「
カ
グ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
シ
ダ
を
束
ね
た
道
具
で
以
っ
て
採
油
を
行
い
、
一
つ
の
池
か
ら

毎
日
お
よ
そ
二
升
ば
か
り
の
油
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
い
い
商
売
に
な
る
の
だ
。

『
東
遊
記
』
か
ら
南
谿
自
身
の
言
葉
を
引
く
と
、

　…
さ
れ
ば
此
辺
の
人
は
、
他
国
に
て
田
地
山
林
な
ど
を
持
て
家
督
と
す
る
如
く
、
此
池
一
つ
も
て
る
人

は
、
毎
日
五
貫
拾
貫
の
銭
を
得
て
、
殊
に
人
手
も
あ
ま
た
入
ら
ず
、
実
に
永
久
の
よ
き
家
督
な
り
。
此

ゆ
ゑ
に
池
の
売
買
甚
だ
貴
し
。
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ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
。

　
今
も
昔
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
は
巨
万
の
富
を
齎
す
ら
し
い
。

　　
南
渓
は
ま
た
、
同
じ
く
新
潟
県
内
で
、
天
然
ガ
ス
の
発
火
現
象
を
も
目
撃
し
て
い
る
。

　

火
井
か
せ
い

そ
れ
・
・

　
と
い
う
よ
り
も
、
順
番
的
に
は
こ
ち
ら
が
先
だ
。
如
法
寺
村
の

こ
そ
が
す
な
わ
ち

で
、
黒

川
村
か
ら
南
西
に
、
だ
い
た
い
６
５
㎞
ほ
ど
の
地
点
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ぶ
ん
旅
の
出
発
地

点
の
京
に
近
い
こ
と
に
な
る
。

　
以
下
、
再
び
『
東
遊
記
』
の
文
章
か
ら
該
当
部
分
を
拝
借
す
る
と
、

　…
此
村
に
自
然
と
地
中
よ
り
火
も
え
出
る
家
二
軒
あ
り
、
百
姓
庄
右
衛
門
と
い
ふ
者
の
家
に
出
る
火

も
っ
と
も
大
な
り
。
三
尺
四
方
ほ
ど
の
囲
炉
裏
の
西
の
角
に
ふ
る
き
挽
臼
を
据
ゑ
た
り
、
其
挽
臼
の
穴

に
箒
の
柄
程
の
竹
を
一
尺
余
に
切
り
て
さ
し
込
有
り
、
其
竹
の
口
へ
常
の
火
を
と
も
し
て
触
る
れ
ば
、

忽
ち
竹
の
中
よ
り
火
出
で
、（
中
略
）
此
火
有
る
ゆ
ゑ
に
庄
右
衛
門
家
に
は
、
む
か
し
よ
り
油
火
は
不
用
、

家
内
隅
々
ま
で
も
昼
の
如
し
。

　　
噴
出
口
に
石
臼
を
据
え
、
節
を
抜
い
た
竹
を
刺
し
、
パ
イ
プ
代
わ
り
に
用
い
る
こ
と
で
そ
の
切
り
口

15



に
火
を
燈
す
。

　
な
ん
と
も
は
や
、
日
本
的
な
道
具
立
て
の
眺
め
で
あ
っ
た
。

「
こ
れ
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
こ
の
よ
う
に
?
」

　
南
谿
の
疑
問
に
、

「
正
保
二
年
三
月
と
、
そ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
る
」

返
答
こ

た

　
淀
み
な
い
口
ぶ
り
で
、
当
代
の
庄
右
衛
門
は

え
て
の
け
た
。

「
正
保
と
い
う
と
、
家
光
公
が
、
た
し
か
ま
だ
」

「
へ
え
、
百
と
四
十
二
年
前
に
な
り
ま
す
な
」

（
な
ん
と
、
そ
れ
ほ
ど
む
か
し
か
ら
。
…
…
）

　
流
石
に
目
を
見
張
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
改
め
て
火
に
視
線
を
向
け
る
。
我
な
が
ら
現
金
と
知
り
つ
つ
も
、
謂
れ
を
知
る
以
前
よ
り
光
芒
が
増

し
た
よ
う
だ
っ
た
。

　
つ
い
で
な
が
ら
正
保
二
年
は
西
暦
換
算
で
一
六
四
五
年
。

　
二
〇
二
二
年
現
在
か
ら
観
測
す
る
と
、
三
七
七
年
前
に
相
当
す
る
。

　　
如
法
寺
村
の
火
井
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
葛
飾
北
斎
も
そ
の
有
り
様
を
描
き
写
し
、『
北
斎
漫
画
』
に

加
え
入
れ
る
な
ど
北
陸
屈
指
の
名
勝
と
し
て
声
威
を
い
よ
い
よ
逞
し
く
し
た
。
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明
治
十
一
年
に
は
な
ん
と
、
至
尊
─
─
天
皇
陛
下
の
ご
来
臨
に
さ
え
あ
ず
か
っ
て
い
る
。
北
陸
巡
幸

の
道
す
が
ら
、
め
で
た
く
も
鳳
駕
を
寄
せ
ら
れ
給
い
、
ご
観
覧
あ
そ
ば
さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
。

　
幸
福
な
火
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
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外
伝
・
鐵
の
徒
花

　　　
角
銭
こ
そ
は
天
明
の
飢
饉
の
遺
子
で
あ
る
。

　
人
心
も
、
治
安
も
、
経
済
も
─
─
あ
の
空
前
の
凶
作
以
来
、
す
べ
て
が
堕
ち
た
。

　
東
北
地
方
、
特
に
津
軽
の
あ
た
り
で
は
、
野
良
着
姿
の
百
姓
ま
で
が
、
蔬
菜
の
出
来
を
語
る
の
と
何

も
変
わ
ら
ぬ
顔
つ
き
で
、

「
老
人
の
肉
、
死
人
の
肉
は
不
味
く
て
か
な
わ
ん
。
ぱ
さ
ぱ
さ
し
て
い
て
味
が
な
い
。
ち
っ
と
も
力
が

つ
く
気
が
し
な
い
」

「
喰
う
な
ら
や
は
り
、
女
子
供
か
。
味
が
濃
く
て
柔
ら
か
だ
」

　
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
品
評
を
交
換
し
合
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
異
常
な
体
験
は
、
も
ち
ろ
ん
長
く
尾
を
引
い
た
。

　
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
経
験
者
の
精
神
を
永
遠
に
、
不
可
逆
的
に
変
質
さ
せ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
既
に
人
肉
喰
い
と
い
う
、
最
大
の
禁
忌
に
触
れ
て
い
る
。

「
い
ま
さ
ら
盗
も
付
け
火
も
殺
人
も
、
な
ど
て
憚
る
べ
き
や
あ
る
」

　
奇
妙
な
心
理
作
用
だ
が
、
そ
れ
が
生
存
者
達
に
と
り
、
一
種
免
罪
符
的
な
効
果
を
発
揮
し
た
ら
し
い
。
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ど
う
せ
救
わ
れ
な
い
の
な
ら
、
先
途
は
地
獄
と
決
定
済
み
で
あ
る
の
な
ら
、
地
上
に
於
け
る
悪
業
と
い

う
悪
業
を
極
め
尽
く
し
て
逝
く
べ
き
だ
。
さ
も
な
き
ゃ
あ
、
な
に
や
ら
ひ
ど
く
損
を
す
る
、
間
尺
に
合

わ
な
い
感
が
す
る
。

　
無
敵
の
人
の
心
理
に
近
い
。

　
か
く
て
東
北
の
山
野
に
は
追
い
剥
ぎ
・
強
盗
・
殺
人
嗜
好
の
破
落
戸
ど
も
が
跳
梁
し
、
こ
こ
を
通
る

旅
人
に
極
度
の
緊
張
を
与
え
続
け
た
。

　
橘
南
渓
の
『
東
遊
記
』
に
も
、

　…
そ
の
時
、
人
を
食
ふ
事
だ
に
も
常
の
事
に
成
り
、
老
人
の
肉
、
死
人
の
肉
は
味
な
し
、
婦
人
、
小
児

の
肉
は
や
わ
ら
か
に
し
て
う
ま
し
抔
、
皆
食
ひ
覚
へ
て
評
す
る
事
に
な
れ
り
。
是
に
付
て
、
人
を
殺
す

事
、
家
を
焼
事
抔
も
た
や
す
き
事
に
覚
へ
、
況
や
人
の
物
を
奪
ひ
掠
む
る
事
は
誰
恥
る
者
も
な
く
な
れ

ば
、
其
余
風
今
に
残
り
、
盗
賊
の
沙
汰
の
み
多
く
て
、
余
抔
が
通
行
も
安
き
心
な
か
り
し
。

　　
鬼
気
と
い
う
か
、
妖
気
と
い
う
か
、
名
状
し
が
た
く
不
穏
・
不
快
な
雰
囲
気
が
ま
ざ
ま
ざ
と
書
き
記

さ
れ
て
い
る
。

　
ど
こ
か
ら
手
を
着
け
れ
ば
よ
い
の
か
さ
え
も
わ
か
ら
ぬ
惨
状
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
当
に
口
を
開
い
て
突
っ
立
っ
た
ま
ま
の
姿
で
は
、
為
政
者
た
る
の
甲
斐
が
な
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い
。

台
所
事
情

藩

財

政

　
復
興
に
向
け
、
仙
台
藩
が
動
き
は
じ
め
た
。
め
た
め
た
に
な
っ
た

の
立
て
直
し
を
図
る
べ

く
、
思
い
き
っ
た
策
に
出
る
。
独
自
貨
幣
の
鋳
造
を
幕
府
に
願
い
、
許
可
を
得
た
の
だ
。

「
五
ヶ
年
期
限
」「
流
通
は
領
内
に
限
る
こ
と
」
等
々
の
但
し
書
き
は
つ
く
も
の
の
、
兎
に
も
角
に
も
仙

可よ

台
藩
は
カ
ネ
を
つ
く
っ
て

く
な
っ
た
。

　
せ
っ
か
く
握
っ
た
権
限
で
あ
る
、
活
用
せ
ね
ば
嘘
だ
ろ
う
。

　
と
い
う
わ
け
で
彼
ら
は
大
い
に
や
っ
た
。「
仙
臺
通
寳
」
の
四
字
を
刻
ん
だ
新
貨
幣
、
角
を
丸
め
た
四

角
形
と
い
う
外
見
的
特
徴
か
ら
専
ら
「
角
銭
」
と
通
称
さ
れ
る
物
体
を
、
造
っ
て
造
っ
て
造
り
ま
く
っ

た
。

　　
こ
の
あ
た
り
で
も
う
一
度
、
橘
南
渓
の
筆
を
借
り
よ
う
。

　　
京
の
都
を
幾
千
里
、
山
河
を
踏
み
越
え
遥
々
と
、
白
河
関
の
ず
っ
と
奥
、
仙
台
平
野
に
こ
の
医
師
殿

の
草
鞋
の
跡
が
つ
い
た
際
。
奇
し
く
も
彼
の
地
の
事
情
に
あ
っ
て
は
、「
国
中
に
角
銭
み
ち
み
ち
て
」
─

酣
た
け
な
わ

─
仙
臺
通
寳
の
流
通
、

な
る
時
期
だ
っ
た
。

　
南
渓
も
ま
た
、
様
々
な
用
に
弁
ず
べ
く
、
さ
っ
そ
く
手
持
ち
の
い
く
ら
か
を
角
銭
に
変
え
た
も
の
で

あ
る
。

20  外伝・鐵の徒花



　
が
、
す
ぐ
に
後
悔
し
た
。

　
理
由
は
大
別
し
て
二
つ
。

　
一
つ
目
は
ご
く
単
純
に
、
角
銭
の
質
が
悪
い
こ
と
。

悪
敷
あ
し
き

「
此
角
銭
甚

鉄
に
て
、
破
砕
く
る
事
石
瓦
も
同
じ
様
也
」
─
─
「
財
布
に
入
れ
た
だ
け
で
壊
れ
る
」

「
百
文
を
支
払
っ
て
い
る
う
ち
に
、
二
〜
三
文
は
駄
目
に
な
る
」
と
方
々
で
批
判
さ
れ
る
ほ
ど
、
角
銭
の

壊
れ
や
す
さ
と
き
た
ら
折
り
紙
つ
き
な
も
の
だ
っ
た
。

　
耐
久
性
の
低
劣
は
、
勢
い
貨
幣
そ
れ
自
体
の
信
頼
性
の
低
下
へ
と
波
及
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
橘
南
渓
の
見
て
い
る
前
で
、
角
銭
の
価
値
は
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
た
。

「
初
に
は
金
壱
歩
に
角
銭
二
貫
三
百
文
を
買
い
し
に
、
毎
日
銭
相
場
下
り
て
、
後
に
は
二
貫
七
百
、
八
百
、

九
百
に
も
及
べ
り
」
─
─
こ
れ
が
二
つ
目
、
自
由
落
下
も
か
く
や
と
ば
か
り
の
、
急
速
な
値
下
が
り
ぶ

り
で
あ
る
。

「
こ
の
調
子
だ
と
、
一
ヶ
月
後
に
は
四
貫
の
ラ
イ
ン
を
割
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」

　
半
ば
本
気
で
、
南
渓
は
予
測
し
た
も
の
だ
。

　
銭
相
場
の
変
動
に
合
わ
せ
て
、
あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
が
騰
貴
し
た
。

　
従
来
四
〜
五
文
だ
っ
た
草
鞋
は
十
六
〜
七
文
、
下
手
を
す
れ
ば
二
十
文
を
放
り
出
し
て
や
っ
と
購
う

域
で
あ
り
、
か
つ
て
一
泊
百
二
十
文
を
謳
っ
た
旅
籠
は
三
百
五
十
文
払
わ
な
く
ば
床
を
貸
さ
ぬ
と
言
い

張
っ
た
。
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全
体
的
に
三
倍
程
度
の
値
上
が
り
で
あ
る
。「
替
ら
ざ
る
も
の
は
宿
継
人
馬
の
賃
銭
の
み
公
儀
の
御

定
の
通
り
也
。
此
故
に
宿
々
の
困
窮
も
亦
甚
し
」
─
─
な
ん
だ
か
『
東
遊
記
』
の
記
述
が
段
々
と
、
社

会
実
験
の
報
告
書
に
見
え
て
く
る
。

「
仙
台
侯
は
な
ん
だ
っ
て
、
態
々
こ
ん
な
粗
雑
な
銭
を
鋳
っ
た
の
か
」

　
橘
南
渓
は
首
を
か
し
げ
た
。

逆・

「
わ
し
な
ら
き
っ
と

を
す
る
」

の・

　
す
な
わ
ち
寛
永
通
寳
よ
り
も
─
─
世
間
一
般
に
流
通
し
て
い
る
「
丸
銭
」
よ
り
も
質
の
い
い

を
作

製
し
、
衆
の
輿
望
を
掻
き
集
め
、
以
っ
て
流
通
の
拡
大
を
待
つ
。
ご
く
穏
当
な
常
識
論
を
述
べ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
南
渓
の
本
領
は
医
術
で
あ
っ
て
経
済
で
は
な
い
。

　
理
論
と
実
際
の
食
い
違
い
は
世
の
常
だ
。
経
済
学
の
分
野
に
於
い
て
、
そ
の
弊
は
特
に
甚
だ
し
い
。

素
人
玄
人
の
べ
つ
な
く
、
立
て
た
予
測
は
片
っ
端
か
ら
踏
み
躙
ら
れ
る
。
常
識
な
ど
時
と
し
て
、
一
文

の
価
値
も
持
た
ぬ
ば
か
り
か
逆
に
負
債
の
タ
ネ
に
な
る
。

　
橘
南
渓
の
聡
明
さ
は
、
ど
う
や
ら
そ
の
あ
た
り
の
呼
吸
を
も
な
ん
と
な
く
察
し
て
い
た
点
だ
。

「
わ
し
な
ら
こ
う
す
る
」
の
す
ぐ
後
に
、「
さ
り
と
て
所
詮
こ
ん
な
の
は
、
素
人
の
机
上
の
空
論
だ
か
ら
」

と
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
。

不
叶

か
な
は
ざ
る

「
畢
竟
是
は
机
上
の
論
な
れ
ば
、直
に
政
を
取
る
人
の
上
に
て
は
、か
く
の
ご
と
く
な
ら
ざ
れ
ば

道

理
も
有
に
や
」
─
─
一
国
の
政
治
を
左
右
す
る
お
歴
々
と
も
あ
ろ
う
頭
脳
が
、
こ
の
程
度
の
考
え
に
逢
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着
し
て
な
い
は
ず
が
な
い
。
き
っ
と
自
分
の
よ
う
な
門
外
漢
に
は
片
鱗
さ
え
も
掴
め
な
い
、
な
に
か
深

遠
な
計
算
が
働
い
て
る
に
違
い
な
い
。
意
訳
す
る
な
ら
こ
ん
な
具
合
い
か
。
み
ご
と
な
韜
晦
の
手
腕

で
あ
っ
た
。

「
灰
色
」
こ
そ
が
安
全
地
帯
だ
。
迂
闊
に
白
黒
決
し
て
し
ま
う
と
馬
鹿
を
見
る
。
趨
勢
に
確
信
が
持
て

る
ま
で
、
自
己
の
意
見
は
適
当
に
煙
ら
せ
て
お
く
が
よ
い
。
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