
わ
が
国
は
古
く
か
ら
火
災
の
多
い
国
で
あ
る

が
、
戦
後
は
と
く
に
火
災
件
数
、
損
害
額
が
増
加

し
た
。
こ
れ
に
は
種
々
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
一
つ
は
人
件
費
の
高
騰
や
、
住
宅
不
足

に
ょ
る
急
激
な
需
要
に
対
し
て
は
プ
レ
ハ
ブ
化
が

必
要
で
、
こ
の
傾
向
に
マ
ッ
チ
し
た
材
料
と
し
て

合
成
樹
脂
材
料
が
建
築
材
料
と
し
て
多
用
さ
れ
た

九
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
火
災
事
故
の
大
き
な
特
徴

の
一
つ
は
数
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
火
災
と
は
異
な
り
、
合
成

樹
脂
材
料
は
着
火
が
容
易
で
、
燃
焼
時
に
多
量
の

熱
や
煙
、
有
害
ガ
ス
を
発
生
す
る
九
め
で
あ
る
。

こ
の
た
め
の
安
全
対
策
の
一
つ
と
し
て
材
料
の
難

燃
化
は
極
め
て
重
要
で
、
か
つ
急
を
要
す
る
問
題

と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
九
0

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
可
燃
性
材
料
の
鷲
化
に
関

す
る
研
究
は
木
材
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
行
な
わ

れ
て
い
た
が
、
合
成
樹
脂
材
料
に
つ
い
て
は
研
究

歴
も
浅
く
実
用
化
の
域
に
達
し
た
材
料
は
塩
化
ビ

ニ
ー
ル
な
ど
の
極
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
種
の
り
ン
や
ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
を
可
燃
性
材

料
に
混
入
す
れ
ぱ
獣
化
で
き
る
こ
と
は
す
で
に

知
ら
れ
て
い
九
が
、
自
己
消
火
性
(
着
火
源
を
除

く
と
自
然
に
消
炎
す
る
こ
と
)
と
す
る
に
は
相
当

な
量
を
必
要
と
し
た
。
多
量
に
難
燃
剤
を
混
入
す

れ
ば
材
料
の
機
械
的
強
度
や
耐
光
、
耐
候
性
な
ど

が
劣
化
し
材
料
自
体
の
特
性
が
損
な
わ
れ
本
来
の

目
的
と
す
る
用
途
に
は
適
さ
な
く
な
る
。
そ
こ
で

よ
り
少
量
で
十
分
な

効
果
を
発
揮
す
る
難

燃
剤
が
望
ま
れ
て
い

九
わ
け
で
あ
る
。
前

置
き
が
長
く
な
っ
た

究

が
こ
れ
が
私
の
難
燃

剤
と
取
組
む
よ
う
に

な
っ
九
一
つ
の
動
機

で
あ
っ
た
。
さ
て
一

般
に
物
質
が
燃
焼
す

る
の
は
日
蒸
発
燃
焼

(
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど

に
見
ら
れ
る
蒸
発
に

よ
る
燃
焼
)
、
⇔
分
解
燃
焼
(
熱
分
解
に
ょ
つ
て

発
生
す
る
ガ
ス
に
ょ
る
燃
焼
)
、
国
表
面
燃
焼
(
炭

火
が
い
こ
る
状
態
で
固
体
表
面
の
燃
焼
)
に
区
別

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
合
成
樹
脂
材
料
の
燃
焼
は
主

と
し
て
分
解
燃
焼
で
、
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
る
熱

に
ょ
っ
て
材
料
の
一
部
が
熱
分
解
を
受
け
て
分
解

生
成
物
と
な
り
、
こ
の
う
ち
可
燃
性
ガ
ス
は
空
気

の
供
給
を
受
け
可
燃
性
混
合
気
と
な
る
。
こ
こ
に

発
火
源
が
あ
る
と
有
炎
燃
焼
を
起
す
。
こ
の
際
発

生
す
る
燃
焼
熱
は
未
分
解
部
分
を
熱
分
解
す
る
と

い
う
繰
返
し
に
ょ
っ
て
燃
焼
は
継
続
す
る
。
こ
の

た
め
熱
分
解
速
度
分
解
生
成
物
の
種
類
お
よ

び
材
料
の
熱
伝
導
度
や
空
気
と
分
解
生
成
物
の
混

合
過
程
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
因
子
が
組
合
さ
つ
て

燃
焼
の
難
易
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
消
火
と
い
う
手
段
は
こ
の
燃
焼
の
過
程

を
あ
る
段
階
で
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て

具
体
的
に
は
日
不
燃
性
の
材
料
(
石
綿
、
粘
土
な

ど
)
を
複
合
材
と
し
て
加
え
九
り
、
積
層
材
と
し

て
用
い
て
熱
の
伝
導
を
抑
制
す
る
。
⇔
材
料
そ
の

も
の
を
熱
に
対
し
て
安
定
と
す
る
。
国
不
燃
性
の

ガ
ス
を
発
生
し
た
り
、
材
料
の
熱
分
解
機
構
を
変

え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
可
燃
性
ガ
ス
の
発
生
を
抑
制

す
る
薬
剤
を
添
加
す
る
。
四
有
炎
燃
焼
は
可
燃
性

ガ
ス
の
気
相
で
の
酸
素
と
の
反
応
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
酸
化
反
応
を
何
ら
か
の
形
で
制
御
す
る
よ
う

な
薬
剤
を
添
加
す
る
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
一
⇔
の
方
法
は
材
料
そ
れ
自
体
を
本
質
的
に
改
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質
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
材
料
の
持
ち
味
を
十

分
活
か
し
た
難
燃
化
法
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で

国
四
に
よ
る
方
法
と
し
て
り
ン
や
ハ
ロ
ゲ
ン
な
ど

の
元
素
を
含
む
化
合
物
を
対
象
に
、
こ
れ
ら
の
元

素
が
ど
の
よ
う
な
形
で
結
合
し
た
化
合
物
が
よ
り

有
効
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
研
究
を
始
め

た
。

リ
ン
化
合
物
と
い
っ
て
も
そ
の
数
は
膨
大
で
、

す
べ
て
に
つ
い
て
そ
の
効
果
を
比
較
検
討
す
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
。
従
っ
て
代
表
的
な
も
の
に
つ

い
て
比
較
し
た
と
こ
ろ
あ
る
種
の
結
合
を
も
つ
た

化
合
物
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
九
0
 
と
こ

ろ
が
、
こ
の
有
効
な
難
燃
剤
も
万
能
で
は
な
く
相

手
が
変
る
と
そ
の
効
果
は
半
減
す
る
。
こ
れ
は
合

成
樹
脂
材
料
と
一
口
に
い
っ
て
も
そ
の
種
類
は
多

、

成
分
も
違
え
ぱ
熱
分
解
温
度
、
分
解
生
成
物

くな
ど
す
べ
て
が
違
う
。
こ
れ
を
一
つ
の
難
燃
剤
で

始
末
し
よ
う
と
い
う
こ
と
自
体
が
無
理
で
、
当
然

と
云
え
ぱ
当
然
な
話
で
あ
る
。
こ
の
解
決
策
と
し

て
は
相
手
に
合
っ
た
薬
剤
を
見
出
す
し
か
な
い
0

そ
こ
で
ま
た
試
行
錯
誤
が
始
ま
る
。
一
方
実
験
室

で
は
一
応
の
成
果
が
得
ら
れ
た
難
燃
剤
で
も
、
実

際
の
火
災
で
は
同
様
な
評
価
が
得
ら
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
何
故
な
ら
ぱ
燃
焼
は
外
的
条
件
に
よ
っ

て
著
し
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
現
象

の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
燃
焼
も
数
多

く
の
因
子
か
相
互
に
関
係
し
あ
っ
た
高
温
高
速
の

複
雑
な
化
学
反
応
で
、
こ
の
現
象
を
解
明
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
雛
化
、
不

燃
化
と
云
う
問
題
も
一
朝
一
夕
に
な
し
得
る
こ
と

の
で
き
な
い
命
題
の
一
つ
で
あ
る
。

難
燃
剤
の
開
発
と
関
連
し
て
私
の
興
味
を
ひ
い

九
の
は
り
ン
化
合
物
の
特
性
を
利
用
し
た
有
機
合

成
化
学
反
応
で
あ
る
。
有
機
り
ン
化
合
物
と
云
え

ば
窒
素
イ
オ
ウ
化
合
物
と
比
べ
な
ん
と
な
く
縁
遠

い
存
在
に
思
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は

古
く
す
で
に
十
九
出
紀
の
初
頭
に
は
じ
ま
っ
て
お

り
、
現
在
で
は
前
述
の
難
燃
剤
を
は
じ
め
と
し
て

農
薬
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ス
の
可
塑
剤
、
触
媒
な
ど

と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ど
存
知
の
よ
う

に
り
ン
は
窒
素
と
共
に
周
期
律
表
で
は
第
五
族
に

属
す
る
元
素
で
あ
る
。
従
っ
て
窒
素
化
合
物
と
は

類
似
の
反
応
を
す
る
。
し
か
し
時
に
は
非
常
に
異

な
っ
た
挙
動
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
酸

素
、
イ
オ
ウ
、
塩
素
な
ど
と
の
親
和
性
が
大
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
含
む
化
合
物
か
ら
比
較

的
容
易
に
こ
れ
ら
を
奪
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
0

こ
れ
が
り
ン
化
合
物
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
な

つ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
特
性
言
倒
く
利
用
す
れ

ぱ
よ
り
効
率
よ
く
目
的
と
す
る
化
合
物
を
合
成
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
化
学
変
化
を
対
象

と
す
る
の
も
私
の
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。
紙
面
の

都
合
で
詳
し
く
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
従
来
の
方

法
で
は
廻
り
く
ど
い
過
程
を
経
て
合
成
さ
れ
て
い

た
化
合
物
も
有
機
り
ン
化
合
物
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
段
階
で
容
易
に
合
成
す
る
こ
と
も
可
能

と
な
っ
た
。
ま
た
強
酸
や
強
塩
基
を
用
い
て
高
温

下
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
化
合
物
も
、
こ
の
り
ン
化

合
物
を
用
い
る
と
、
中
性
の
条
件
F
室
温
に
近
い

非
常
に
緩
和
な
条
件
下
で
も
収
率
よ
く
つ
く
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
0

わ
れ
わ
れ
合
成
屋
は
、
目
的
と
す
る
物
質
を
効

率
よ
く
、
か
つ
選
択
的
に
つ
く
る
方
法
を
開
発
す

る
こ
と
に
あ
る
。
有
機
合
成
化
学
全
般
か
ら
み
れ

ぱ
私
の
仕
事
な
ど
極
く
限
ら
れ
た
一
分
野
の
こ
と

で
あ
る
が
、
人
類
に
と
っ
て
ょ
り
価
値
の
高
い
、

よ
り
役
に
立
つ
も
の
が
一
つ
で
も
多
く
つ
く
る
こ

と
が
で
き
れ
ぱ
と
念
じ
つ
っ
遅
々
で
は
あ
る
が
日

夜
研
究
に
励
ん
で
い
る
。
(
大
学
工
学
部
教
授
)
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フ
,
、
ー
ぐ
一
、
の
一
言
う
よ
う
に
、
日
常
言
語
の
世
界
と
敷
衍
し
九
。
詩
の
美
学
に
音
楽
を
求
め
る
こ
と
号
化
さ
れ
て
種
々
の
結
合
や
連
合
を
形
成
す
る
に

で
は
、
雨
が
降
っ
て
い
る
と
言
い
九
い
な
ら
ぱ
、
は
、
こ
の
よ
う
に
切
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
至
る
雑
多
な
音
の
群
れ
か
ら
の
分
離
が
こ
こ
ー

雨
が
降
っ
て
い
る
と
言
え
ぱ
よ
い
0
 
子
供
に
傘
を
同
時
に
甚
談
解
を
生
む
詩
観
で
も
あ
る
詩
の
成
立
す
る
こ
の
楽
音
{
連
続
的
六
連
合
を
連

持
っ
て
行
く
よ
う
に
説
得
す
る
の
に
、
両
親
が
い
音
楽
性
と
は
何
か
。
単
に
詩
句
の
韻
律
や
調
ネ
的
て
体
系
を
つ
く
る
。
わ
れ
わ
れ
1
既
1
都
合
の
よ

れ
ぱ
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
詩
人
を
必
要
と
し
な
コ
ン
ソ
ナ
ン
ス
の
問
題
な
ら
ぱ
、
作
詩
法
の
問
し
こ
と
に
計
量
の
道
具
で
あ
る
器
具
を
用
い
て
、

な
い
0
 
課
題
は
ど
く
簡
単
な
問
い
か
ら
始
ま
る
の
題
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
事
夷
一
定
に
そ
れ
ら
を
生
ぜ
め
る
手
段
を
見
出

だ
。
い
っ
た
い
詩
と
は
何
か
、
と
。
即
ち
わ
れ
わ

れ
は
な
ぜ
詩
の
言
葉
に
感
動
す
る
の
か
、
そ
の
感

動
を
呼
び
醒
す
詩
の
作
用
は
ど
の
よ
う
な
仕
組
を

も
っ
て
い
る
の
か
、
日
常
喜
と
詩
的
言
語
の
違

い
は
何
か
、
と
。
し
か
し
設
問
の
簡
単
さ
に
較
べ

て
回
答
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

ミ
N
}
一
凪
ヨ
小
は
「
語
に
主
導
権
を
委
ね
る
」
作

業
に
刻
苦
す
る
と
こ
ろ
に
詩
人
の
使
命
を
見
九
。

既
に
百
年
近
く
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
以
来

い

わ
ゆ
る
象
徴
主
義
及
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
近
代

詩
は
、
そ
の
美
学
の
中
に
詩
と
は
何
か
の
問
い
を

内
在
せ
し
め
九
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
詩
を
構
造

せ
し
め
る
も
の
は
い
っ
九
い
何
か
。
冨
紅
一
曾
券
尓

は
、
例
え
ぱ
、
詩
人
が
花
と
い
う
と
き
、
あ
ら
ゆ

る
花
東
に
不
在
の
花
が
、
「
音
楽
の
よ
う
に
立
上

る
」
と
一
言
っ
た
。
同
時
代
に
ぐ
円
一
曾
弗
は
「
何

よ
り
も
先
ず
音
楽
を
」
と
願
望
し
、
二
十
世
紀
の

ぐ
円
家
q
 
は
さ
ら
に
「
音
楽
か
ら
そ
の
富
を
奪
う
」

詩
は
音
感
と
し
て
快

適
で
あ
る
べ
き
だ
と

す
る
感
覚
的
現
象
の

念

純
化
の
目
論
み
と
の

皮
相
な
解
釈
も
あ
っ

た
。
ぐ
円
辰
選
の
所
論

を
綿
密
に
読
め
ぱ
誤

解
の
余
地
な
ど
少
し

も
な
い
。

そ
れ
に
は
先
ず
音

楽
と
は
何
か
を
問
わ

な
く
て
は
な
ら
な

聴
覚
は
自
然
の

)
0

し

雑
然
と
し
九
音
を
把
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
総

体
か
ら
単
純
な
音
を
聞
き
分
け
る
。
ぐ
鳥
是
は

そ
れ
を
聴
覚
の
働
き
と
い
う
よ
り
悟
性
の
し
か
ら

し
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
耳
に
ょ
っ
て
認
知
さ
れ
、
符

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
楽
音
と
騒
音
を
識
別

し
、
秩
序
と
無
秩
序
を
区
分
し
、
純
枠
と
不
純
粋

を
選
別
す
る
ま
で
感
覚
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
0
 
ぐ
伊
一
腎
イ
は
、
豆
白
符
が
聞
え

て
き
た
な
ら
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
一
発
端
の
感
覚

を
持
ち
、
特
殊
な
期
待
感
が
課
せ
ら
れ
る
し
の

に
、
椅
子
が
倒
れ
た
り
、
繋
が
咳
を
す
る
と
、

「
何
か
し
ら
中
断
の
印
象
を
覚
え
る
」
と
一
言
っ
た
。

事
情
は
明
か
で
は
な
い
か
。
音
楽
の
効
用
は
通
常

の
心
的
生
活
が
織
り
な
す
偶
有
性
を
突
如
廃
し
、

感
覚
の
昂
揚
の
持
続
を
人
為
的
に
現
出
せ
し
め

る
点
に
あ
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
音
楽
の
も
つ
富
で

あ
る
。
ぐ
N
一
腎
イ
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
産
ま
し

め
る
こ
と
を
詩
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

音
と
意
味
の
同
時
共
存
態
で
あ
る
言
葉
と
い

う
、
頗
る
歪
曲
可
能
な
粗
雑
な
手
段
に
ょ
っ
て
、

感
動
と
い
う
特
権
的
な
心
的
状
態
を
人
為
的
に
作

り
出
し
、
日
常
の
偶
有
的
な
心
的
状
態
を
突
き
崩
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し
、
意
志
に
ょ
っ
て
さ
え
出
入
り
で
き
な
い
世
界
実
用
的
道
具
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
、
非
実
用
的
あ
る
。

在
築
き
、
そ
こ
を
暫
時
閉
ぢ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
な
製
作
を
実
現
す
る
手
段
と
な
り
、
実
用
的
な
秩
こ
の
よ
う
に
実
な
る
言
語
外
現
実
を
持
九
ず
、

こ
と
は
、
甚
だ
困
難
な
作
業
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
序
と
全
く
無
関
係
な
事
物
の
秩
序
を
創
出
す
る
に
虚
な
る
潜
在
性
に
生
き
る
詩
的
嘉
は
、
透
朋
な

至
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
楽
音
が
階
調
素
材
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
、
硬
質
の
抵
抗
物
と

、
わ
ナ
し

音
楽
家
に
と
っ
て
は
音
階
は
既
に
作
ら
れ
て
あ
を
伴
い
つ
っ
連
な
る
と
き
、
あ
る
感
覚
的
秩
序
を
な
る
。
九
た
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
外
に
客
観
的
に

り
、
和
声
学
は
既
に
完
壁
で
あ
る
。
音
楽
家
は
自
産
み
出
す
よ
う
に
、
事
物
の
関
係
の
新
九
な
体
系
存
在
す
る
物
質
と
は
異
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
ょ
っ

己
の
感
覚
を
実
現
に
導
く
の
に
必
要
な
正
確
に
定
が
編
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
常
言
語
と
詩
的
て
諄
ま
れ
る
過
程
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い

義
さ
れ
九
充
分
の
手
段
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
嘉
は
、
そ
れ
が
同
じ
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
機
能
し
九
か
っ
て
そ
れ
ら
の
受
容
に
つ
ぃ
て
は
意
識
的

期
待
と
注
意
の
器
官
で
あ
る
聴
覚
に
対
し
、
自
己
す
る
世
界
の
次
元
は
全
く
別
で
あ
る
と
い
わ
な
く
な
細
心
の
対
決
が
必
要
で
あ
る
。
詩
人
を
し
て
作

て
は
な
ら
な
い
。
冨
伽
=
典
ヨ
小
が
「
語
に
主
導
権
品
を
構
成
せ
し
め
た
行
為
の
細
部
、
即
ち
詩
句
の

の
課
題
を
受
取
る
よ
う
強
い
れ
ぱ
よ
い
。

そ
れ
に
較
べ
、
詩
人
に
あ
っ
て
は
、
手
段
が
粗
を
委
ね
る
」
と
い
っ
九
と
き
、
そ
れ
は
、
楽
音
の
一
つ
一
つ
を
丹
念
に
凝
視
し
つ
っ
、
体
験
を
通

雑
で
あ
る
だ
け
に
、
音
楽
家
の
考
慮
以
上
に
詩
の
一
単
位
が
そ
の
連
鎖
の
組
合
せ
に
ょ
っ
て
種
々
な
じ
、
さ
ら
に
は
新
た
に
必
要
な
知
見
の
中
で
知
覚

製
作
に
刻
苦
が
必
要
と
な
る
。
実
用
的
用
途
か
メ
ロ
デ
ィ
を
創
出
し
う
る
の
と
同
様
長
の
意
し
得
た
同
種
の
も
の
の
形
相
の
イ
メ
ー
ジ
の
細
目

ら
、
本
質
的
に
非
実
用
的
な
作
品
を
実
現
す
る
手
味
作
用
の
潜
在
的
な
可
能
性
§
§
系
に
、
詩
を
、
可
能
な
限
り
そ
れ
に
重
ね
る
こ
と
に
ょ
っ

て
、
意
識
の
中
に
詩
を
顕
在
せ
し
め
な
け
れ
ば
な

段
を
引
出
す
九
め
に
は
、
音
楽
家
の
楽
音
配
艦
の
的
言
語
の
自
立
的
価
値
を
見
九
の
で
あ
る
。

創
意
が
無
限
に
詩
人
の
憧
憬
に
な
る
の
だ
。
詩
思
え
ぱ
諸
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
事
物
の
存
在
ら
な
い
。
即
ち
、
詩
の
理
解
は
、
音
楽
に
無
条
件

で
0
曾
一
ゆ
が
製
作
ヤ
0
区
m
 
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
は
、
わ
れ
わ
れ
個
人
個
人
に
ぱ
ら
ば
ら
に
対
面
し
に
耳
を
と
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
品
に
把
え
ら
れ
れ

こ
と
で
あ
る
が
、
製
作
と
は
そ
の
作
業
の
完
成
時
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
の
間
、
ぱ
把
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
作
品
を
渇
望
す
る
よ

」
に
作
品
が
客
体
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
及
び
わ
れ
わ
れ
と
事
物
の
間
を
結
び
つ
け
る
有
機
う
繰
り
込
ま
れ
る
状
態
に
身
を
置
く
こ
と
に
始
ま

「
傘
を
持
て
」
と
の
一
言
辞
は
作
品
で
は
な
い
。
的
な
紳
と
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
詩
句
の
細
片
に
自
己
の
夢
想
を

)
0

し日
常
の
実
用
的
用
途
に
供
せ
ら
れ
る
一
憂
は
い
わ
ら
の
墓
自
体
が
詩
的
言
語
に
ょ
っ
て
別
次
元
の
拡
大
し
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
多
彩
な
需
を
展
開

ぱ
透
明
で
あ
る
。
亘
未
を
突
き
抜
け
て
具
体
的
な
関
係
に
変
る
と
き
、
欠
仁
鴨
一
が
言
う
よ
う
に
、
事
し
た
如
爲
冨
一
豊
ル
の
方
法
を
思
わ
な
く
て
は
な
ら

(
女
子
大
学
助
教
授
)

言
語
外
現
実
を
指
示
し
つ
っ
、
そ
の
用
途
を
達
す
物
の
本
質
は
日
常
の
表
眉
的
な
同
意
を
越
え
た
と
な
い
。

^
れ
ぱ
消
滅
す
る
。
し
か
し
同
じ
傘
と
い
う
言
蒙
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で

、
一
=
1
一
=
1
一
=
ー
=
ー
=
一
1
=
1
一
=
1
一
=
ー
ニ
、
ー
=
一
1
三
1
=
甲
1
一
=
ー
=
一
1
一
=
ι
一
一
1
一
=
1
一
=
1
一
=
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一
=
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一
=
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一
=
ー
=
一
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=
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1
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一
体
、
西
欧
中
世
と
は
い
つ
頃
か
ら
を
言
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
古
代
と
い
え
ぱ
ま
ず
ギ
リ
シ
ャ

ロ
ー
マ
時
代
を
思
い
出
す
。
中
世
と
い
え
ば
大
伽

藍
が
目
に
浮
ぷ
。
し
か
し
、
人
々
が
生
き
る
こ
と

を
止
め
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
移
行
の
時

期
は
な
ぜ
か
霧
に
包
ま
れ
た
よ
う
に
ぽ
や
け
が
ち

で
あ
る
。
更
に
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
イ
タ
リ
ア
や

フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
確
実
に
一
世
紀
な
い
し
そ
れ
以

上
の
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

文
学
の
領
域
に
な
る
と
、
そ
う
い
っ
た
始
ま
り

の
あ
い
ま
い
さ
は
更
に
大
き
い
。
古
い
文
学
の
場

合
は
、
何
よ
り
も
現
存
す
る
作
品
を
基
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
W
 
・
 
P
 
・
カ
ー
が
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
文
学
に
つ
い
て
、
「
最
良
の
も
の
が
残
っ

九
か
ど
ぅ
か
わ
か
ら
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
範
囲

で
の
み
知
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
、
そ
の
す

べ
て
を
知
っ
て
い
る
か
の
如
く
話
せ
な
い
し
と
慎

重
な
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

中
世
英
文
学
と
い
う
時
、
一
応
ノ
ル
マ
ン
征
服

以
後
十
五
世
紀
ま
で
を
指
す
が
、
は
じ
め
の
頃
は

現
存
す
る
も
の
を
み
て
も
、
特
に
み
る
べ
き
文
学

的
作
品
は
な
く
、
文
学
的
に
な
っ
て
く
る
の
は
や

は
り
チ
ョ
ー
サ
ー
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
0

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
彼
の
力
量
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
危
険
性
も
あ
る
。
小
ノ
な
く
と

も
私
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
九
。
す
な
わ
ち
、

私
は
彼
を
自
分
の
方
へ
手
繰
り
寄
せ
て
み
て
い

た
。
現
代
の
視
点
か
ら
み
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

彼
は
ま
た
そ
れ
に
耐
え
う
る
詩
人
で
も
あ
る
の
だ

か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
中
世
は
い
つ
ま
で
も

杏
か
な
存
在
で
し
か
な
い
。
本
当
は
中
世
と
は
ど

ん
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
、
中
世
英
文
学
に
対
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
ぅ
あ
る
べ
き
か
ー
こ
の
本

質
的
な
問
題
に
立
ち
返
っ
て
し
ま
う
。
中
世
英
文

学
が
現
代
的
文
学
批
評
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い

こ
と
を
指
摘
し
九
本
が
出
は
じ
め
た
の
も
、
ま
だ

そ
う
遠
く
な
い
。
作
品
を
自
分
の
方
へ
引
き
寄
せ

る
の
で
な
く
、
自
分
が
作
品
の
方
へ
出
か
け
、
中

世
の
森
の
中
に
分
け
入
っ
て
行
か
ね
ぱ
な
ら
な

(
い
つ
だ
っ
た
か
、
「
教
会
の
オ
ル
ガ
ン
奏
者

)
0

しは
教
会
に
出
か
け
て
行
っ
て
弾
く
と
こ
ろ
に
意
味

が
あ
る
」
と
い
っ
九
よ
う
な
こ
と
を
読
ん
だ
記
憶

が
あ
る
J

ほ
ん
の
一
例
を
あ
げ
れ
ぱ
、
い
や
し
く
も
男
性

た
る
も
の
、
心
は
泣
い
て
い
て
も
顔
は
笑
っ
て
い

な
け
れ
ぱ
、
と
考
え
る
日
本
人
に
と
っ
て
、
人
前

そ
の
チ
,
ー
サ
ー
を
し
ぱ
ら
く
読
ん
で
い
た

が
、
彼
に
出
会
っ
た
時
の
感
想
を
=
昌
で
述
べ
れ

ぱ
、
そ
れ
は
「
驚
き
し
で
あ
る
。
中
世
英
文
学
に

も
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
け
る
詩
人
が
い
た
、

と
い
う
こ
と
の
「
驚
き
」
で
あ
る
。
確
か
に
英
語

に
多
少
の
ぎ
こ
ち
な

さ
は
残
る
が
、
例
え

ば
『
ト
ロ
イ
ラ
ス
と

ク
リ
セ
イ
ダ
』
な
ど

を
読
ん
で
い
る
と
、

す
で
に
シ
エ
ー
ク
ス

ピ
ア
を
思
わ
せ
る
よ

う
な
言
い
回
し
が
何

回
か
出
て
く
る
し
、

何
よ
り
も
人
間
心
理

の
洞
察
の
鋭
さ
に
思

わ
ず
ド
キ
リ
と
さ
せ

ら
れ
る
0
 
シ
エ
ー
ク

ス
ピ
ア
と
同
様
、
彼
の
咋
品
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は

な
く
、
『
ト
ロ
イ
ラ
ス
』
も
イ
タ
リ
ア
の
ボ
ッ
カ

チ
オ
の
も
の
を
手
本
に
し
て
は
い
る
が
、
し
か

し
、
そ
れ
を
母
国
語
に
直
す
だ
け
で
な
く
、
英
文

学
の
傑
作
の
一
つ
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
出
来
た
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で
ポ
ロ
ポ
ロ
と
涙
を
流
し
て
泣
く
君
主
の
姿
は
ど

う
映
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
お
い

て
は
、
そ
れ
は
高
貴
な
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と

な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ぱ
、
女

々
し
い
こ
と
、
女
々
し
い
作
品
と
い
、
2
言
葉
で
片

づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

「
汝
等
こ
こ
に
入
る
も
の
一
切
の
望
み
を
棄
て

よ
」
と
ま
で
徹
底
し
な
く
と
も
、
せ
め
て
出
来
る

だ
け
現
代
的
視
点
か
ら
自
由
に
な
っ
て
(
し
か

し
、

そ
う
あ
る
こ
と
は
何
と
難
し
い
こ
と
か
)
、

地
獄
な
ら
ぬ
中
世
の
門
に
入
る
べ
く
、
こ
こ
二
年

ぱ
か
り
中
世
英
国
宗
教
詩
を
読
み
は
じ
め
て
い

る
。
同
じ
く
中
世
に
は
世
俗
の
恋
愛
詩
も
あ
り
、

宮
廷
風
恋
愛
と
の
関
わ
り
か
ら
こ
ち
ら
の
方
に
も

興
味
は
あ
る
が
、
中
出
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の

果
し
た
役
割
の
大
き
さ
や
、
そ
れ
が
現
代
と
は
大

き
く
違
っ
て
い
る
点
の
一
っ
で
も
あ
る
こ
と
を
思

か
ら
血
の
し
た
た
り
落
ち
る
十
字
架
上
の
キ
リ
ス

ト
の
絵
と
共
に
、
視
覚
化
が
徹
底
し
て
お
り
、
こ

れ
で
も
か
、
と
言
わ
ん
ぱ
か
り
に
そ
の
詩
を
読
む

者
を
せ
き
た
て
る
。
ま
た
受
難
の
キ
リ
ス
ト
の
悲

し
み
は
マ
リ
ア
の
悲
し
み
と
合
わ
せ
考
え
る
時
、

別
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

受
胎
告
知
、
降
誕
、
受
難
の
他
に
も
、
ラ
ラ
バ
イ

と
呼
ぱ
れ
る
幼
な
子
子
エ
ス
ス
と
母
マ
リ
ア
の
会

話
詩
も
あ
る
。
こ
の
会
話
は
聖
書
で
は
偵
接
ふ
れ

て
な
い
箇
所
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
詩
人
た
ち
は
想

像
力
豊
か
に
二
人
に
語
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
日

常
の
母
子
の
情
愛
と
重
な
り
合
っ
て
親
し
み
あ
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
英
国
の
宗
教
詩
の
中
で
も

優
れ
た
も
の
は
し
ば
し
ぱ
こ
の
ラ
ラ
バ
イ
の
詩
の

中
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
グ
マ
的
で
な

く
人
間
的
感
情
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
が
、
一
般
に

中
世
英
国
宗
教
詩
の
特
徴
で
も
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
宗
教
詩
は
ど
ぅ
い
っ
た
英
語
で
書

か
れ
て
い
る
の
か
。
現
代
英
語
に
は
な
い
j
や

3
の
文
字
は
い
い
と
し
て
も
、
辞
書
を
調
べ
て

も
見
当
も
つ
か
な
い
単
語
が
出
て
く
る
。
そ
ん
な

時
は
行
か
ら
行
へ
と
す
ん
な
り
と
読
ん
で
い
け
な

く
て
じ
れ
っ
た
い
0
 
チ
,
ー
サ
ー
は
し
ぱ
し
ぱ
英

^
え
ぱ
、
宗
教
詩
も
な
お
ざ
り
に
は
出
来
な
い
。
実

際
、
こ
の
宗
教
詩
を
通
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
は

随
分
多
い
。

宗
教
詩
の
中
で
も
特
に
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と

マ
リ
ア
崇
拝
の
流
れ
と
が
重
な
り
あ
っ
た
主
題
に

つ
ぃ
て
私
は
研
究
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
受
胎

告
知
、
降
誕
、

=
=
1
一
冒
1

宗
教
詩
の
後
で
は
、
英
語
も
こ
こ
ま
で
き
た
の

)
、

か
、
と
い
う
思
い
が
し
て
く
る
。

英
語
と
し
て
も
文
学
と
し
て
も
ま
だ
拙
い
こ
れ

ら
の
宗
教
詩
は
、
主
に
無
名
の
修
道
士
た
ち
に
よ

つ
て
書
か
れ
た
。
拙
い
詩
を
書
き
な
が
ら
も
、
彼

ら
は
神
を
愛
し
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
お
う
と
日
夜
努

め
た
。
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
の
述
べ
九
よ
う
に
、
「
偉

大
な
こ
と
は
話
さ
な
い
が
、
偉
大
な
人
と
し
て
生

き
た
」
人
九
ち
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

行
き
詰
っ
た
り
、
読
む
の
に
疲
れ
た
り
す
る

と
、
私
は
よ
く
ロ
マ
ネ
ス
ク
や
ゴ
シ
ッ
ク
の
修
道

院
の
写
真
を
眺
め
る
。
深
い
沈
黙
の
支
配
す
る
世

界
。
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一
=
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=
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』
客
1
一
冨
1

受
難
1
こ
の
詩
の
場
合
は
、
傷
口
詩
の
始
ま
り
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

=
1
一
=
1
一
=
1
一
=
/
=
一
1
=
1
一
=
ー
=
、
ι
一
=
1
』
=
ー
=
一
ι
一
一
一
ι
一
=
ー
=
一
1
=
ー
=
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一

あ
あ
神
々
の
幽
寂
に
眺
め
入
る
こ
そ

ひ
と
す
ぢ
の
思
索
の
あ
と
の
報
伽
な
れ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
異
教
神
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
の
愛
が

み
ぇ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
が
も
し
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
宗
教
詩
を
読
む
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
思
い

が
け
な
い
神
の
贈
り
物
だ
ろ
う
。
ま
が
り
な
り
に

も
中
世
文
学
を
読
み
は
じ
め
て
十
五
年
程
た
つ

゛
、
、

力
こ
の
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
そ
の
難
し
さ
と
楽

し
さ
が
わ
か
り
か
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い

る
0
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学
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授
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