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「
権

狐
」
成

立

試

論

は

じ

め

に

作
品
名
を
I
「
権
狐
」
と
漢
字
の
み
で
表
記
し
て
あ
る
の
は
新
見
南
吉
自
身
の

「
な
ま
原
稿
」
の
段
階
で
あ
っ
て
、
当
作
品
が
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
昭
和
七
年
一

月
号
に
発
表
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
同
誌
編
集
者
鈴
木
三
重
吉
に

よ
っ
て
、
「
ご
ん
狐
」
と
い
う
仮
名
混
り
の
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
も
は
や
周
知
の
事
柄
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
南
吉
自
身
の

「
な
ま
原
稿
」
と
『
赤
い
鳥
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
を
見
比
べ
る
と
、
鈴

本
三
重
吉
は
作
品
名
の
表
記
の
み
で
な
く
様
々
な
点
に
つ
い
て
も
、
南
吉
の
原

稿
に
加
筆
訂
正
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
興
味
深
い
が
、
い
ま
、
「
権

狐
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
私
は
、
さ
し
あ
た
り
、
南
吉
の

「
な
ま
原
稿
」
成
立
に
到
る
ま
で
の
段
階
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
く
思
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
作
品
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
南
吉
自
身
の

「
な
ま
原
稿
」
の
方
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

一

先
す
、
権
狐
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
部
分
に
着
目
し
た
い
。

そ
の
頃
、
中
山
か
ら
少
し
離
れ
た
山
の
中
に
、
権
狐
と
云
ふ
狐
が
ゐ
ま

安

藤

重

和

(
国
語
教
室
)

し
た
。
権
狐
は
一
人
ぼ
っ
ち
の
小
さ
な
狐
で
、
い
さ
さ
ぎ
の
I
ぱ
い
繁
っ

た
所
に
、
洞
を
作
っ
て
、
そ
の
中
に
住
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
夜
で

も
昼
で
も
、
洞
を
出
て
来
て
悪
戯
ば
か
り
し
ま
し
た
。
畑
へ
行
っ
て
、
芋

を
掘
っ
た
り
、
菜
種
殼
に
火
を
つ
け
た
り
、
百
姓
家
の
背
に
つ
る
(
吊
)

し
て
あ
る
唐
辛
子
を
と
っ
て
来
た
り
し
ま
し
た
。

こ
の
描
写
を
実
際
の
野
狐
の
生
態
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
権
狐
の
住
処
が
中

山
か
ら
「
少
し
離
れ
た
」
だ
け
の
山
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
里
近
く

の
山
に
住
む
こ
と
の
多
い
狐
の
生
態
に
合
致
し
て
い
る
。
狸
が
山
の
奥
の
方
に

住
む
こ
と
が
多
い
の
に
比
べ
て
、
こ
の
点
は
対
照
的
で
あ
る
。
私
の
住
む
愛
知

県
西
加
茂
郡
藤
岡
町
北
一
色
地
区
は
猿
投
山
の
東
の
麓
に
位
置
し
、
狐
保
護
地

に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
近
辺
で
狐
が
目
撃
さ
れ
た
話
は
二
十
年
ほ
ど
以

前
に
は
よ
く
耳
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
「
権
狐
は
一
人
ぼ
っ
ち
の
小
さ

な
狐
で
」
と
あ
る
が
、
そ
の
権
狐
が
「
畑
へ
行
っ
て
、
芋
を
掘
っ
」
て
い
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
時
期
的
に
は
八
月
下
旬
以
降
薩
摩
芋
が
実
る
こ
ろ
の
話
と
み

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
少
々
問
題
が
出
て
く
る
。
R
・
バ
ロ
ー

ズ
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

唯
一
の
真
の
意
味
で
の
家
族
生
活
は
、
仔
ギ
ツ
ネ
た
ち
が
巣
穴
に
い
る

間
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
、
母
と
仔
の
関
係
で
あ
る
と
思
う
。
雄
ギ

二
十
三

-
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安 藤 重 和

ツ
ネ
は
、
仔
ギ
ッ
ネ
の
生
後
一
週
間
内
は
、
食
物
を
た
ま
に
供
給
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
雌
ギ
ッ
ネ
と
食
物
を
与
え
る
責
任
を
分
担

す
る
こ
と
は
な
い
。
仔
ギ
ツ
ネ
た
ち
に
食
物
を
与
え
た
り
、
遊
ん
だ
り
す

る
の
は
雌
ギ
ッ
ネ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
さ
え
数
週
間
で
終
わ
り
、

そ
の
後
徐
々
に
離
れ
て
ゆ
く
。
仔
ギ
ツ
ネ
た
ち
は
し
だ
い
し
だ
い
に
独
立

し
て
ゆ
き
、
雌
ギ
ツ
ネ
の
訪
れ
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
仔
ギ
ッ
ネ
の
遊

び
の
活
気
が
増
大
す
る
。
こ
の
活
気
は
、
私
か
示
唆
し
た
よ
う
に
、
八
月

か
ら
九
月
の
初
め
に
、
同
腹
の
仔
ど
も
た
ち
の
う
ち
の
何
頭
か
を
放
逐
す

る
効
果
を
十
分
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
同
腹
仔
の

う
ち
の
何
頭
か
は
、
彼
ら
が
別
々
の
道
を
行
く
よ
う
に
な
る
交
尾
の
季
節

ま
で
、
一
緒
に
い
る
よ
う
で
あ
私
。

雌
ギ
ッ
ネ
が
、
彼
女
の
仔
ギ
ツ
ネ
た
ち
を
訪
れ
て
い
る
際
に
、
仔
ギ
ッ

ネ
が
年
長
著
で
あ
る
母
親
に
向
か
っ
て
威
嚇
し
よ
う
と
す
る
時
で
さ
え
、

成
獣
は
仔
ギ
ツ
ネ
た
ち
に
対
し
て
は
、
真
の
攻
撃
を
示
さ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
仔
ギ
ツ
ネ
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
成
獣
は
、
仔
ギ
ッ
ネ
を
傷

つ
け
な
い
と
い
う
抑
制
を
失
う
よ
う
で
あ
る
。
成
獣
の
攻
撃
的
意
図
は
、

お
そ
ら
く
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
仔
ギ
ツ
ネ
と
の
各
出
会
ご
と
に
増
大
し
、

つ
い
に
は
、
後
著
は
、
晩
夏
に
そ
の
雌
の
地
域
か
ら
出
て
い
く
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

又
、
同
氏
は
、
仔
ギ
ツ
ネ
の
誕
生
を
「
三
月
初
め
」
と
さ
れ
、
生
後
「
二
十

五
週
頃
」
「
成
獣
の
大
き
さ
に
な
る
が
体
重
は
満
た
な
い
」
と
さ
れ
て
い
5

つ
ま
り
八
月
未
頃
に
は
「
成
獣
の
大
き
さ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
勿

論
、
氏
の
報
告
は
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ト
ー
グ
リ
ー
ン
近
辺
で
の
観
察
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
野
狐
の
生
態
と
の
間
に
は
地
域
差
が
存
在
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
北
一
色
地
区
在
住
で
有
能
な
猟
師
と
し
て
知
ら
れ
野
性

動
物
の
具
体
的
生
態
に
も
詳
し
い
生
田
光
義
氏
に
、
野
狐
の
生
態
に
つ
い
て
質

二
十
四

問
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
①
狐
の
出
産
は
三
月
頃
で
あ
る
こ
と
、
②
仔
狐
の
成
長

は
極
め
て
速
く
七
月
頃
に
は
親
と
殆
ど
同
じ
大
き
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、

③
八
月
中
旬
頃
に
は
狐
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
単
独
で
行
動
し
て
い
る
こ
と
、

な
ど
の
教
え
を
得
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
時
期
的
に
多
少
の
ズ
レ
は
あ
る
に
せ

よ
、
R
・
バ
ロ
ー
ズ
氏
の
報
告
と
大
き
く
食
い
違
う
点
は
た
い
し
て
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
八
月
下
旬
以
降
の
時
点
で
は
、
殆
ん
ど
の
狐
が
単
独
生
活
を

し
て
い
る
わ
け
で
、
特
に
権
狐
だ
け
が
「
一
人
ぼ
っ
ち
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
「
一
人
ぼ
っ
ち
」
と
い
う
表
現
は
、
他
の
大
部
分
の
狐
が
「
一
人
ぼ
っ

ち
」
で
は
な
く
複
数
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
用
い
ら
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
、
全
て
の
成
獣
は
単
独
生
活
著
で
あ
り
、
そ
の

年
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
仔
狐
も
相
当
数
が
単
独
生
活
に
移
っ
て
い
る
。
生
田

光
義
氏
は
こ
の
頃
以
降
に
、
同
腹
の
仔
狐
を
含
め
て
も
狐
が
複
数
行
動
し
て
い

る
様
子
を
目
撃
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
或
い
は
同
腹

の
仔
狐
が
連
れ
立
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
一
人
ぼ
っ
ち
」
と
い
う
表

現
は
不
審
で
あ
る
。

又
、
権
狐
を
「
小
さ
な
狐
」
で
あ
る
と
描
写
し
て
い
る
点
も
気
に
な
る
。
こ

の
時
期
に
は
、
既
に
、
仔
狐
は
親
狐
の
大
き
さ
に
等
し
く
な
っ
て
い
る
は
す
で

あ
る
。

南
吉
の
作
品
に
『
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
』
と
い
う
童
話
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

親
子
の
狐
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
季
節
は
雪
の
降
る
冬
に
設
定
さ
れ
て
い

る
・
実
際
に
は
、
冬
に
親
狐
と
仔
狐
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
な
ど
あ
り

得
な
い
。
南
吉
は
、
野
生
の
狐
の
生
態
に
つ
い
て
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
の
で
は

な
い
か
。
狐
の
親
と
仔
が
い
っ
離
散
す
る
か
と
か
仔
狐
の
成
長
が
如
何
に
急
速

で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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「権狐」成立試論

狐
が
「
洞
」
に
住
ま
う
こ
と
や
、
夜
だ
け
で
な
く
「
昼
で
も
」
行
動
す
る
点

に
は
、
実
際
の
狐
の
生
態
を
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
R
・
バ
ロ
ー
ズ
氏
の

報
告
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
今
、
権
狐
の
「
悪
戯
」
の
内
容
に
着
目

し
よ
う
。

先
す
、
「
畑
へ
行
っ
て
、
芋
を
掘
っ
た
り
」
と
あ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
一

般
に
は
肉
食
動
物
と
さ
れ
て
い
る
狐
が
、
農
家
の
鶏
を
盗
ん
で
い
く
話
は
よ
く

耳
に
す
る
け
れ
ど
も
、
「
芋
を
掘
る
」
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
、
生
田
光
義
氏
に
拠
る
と
、
山
に
近
接
し
た
畑
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
薩

摩
芋
を
狐
が
掘
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
実
際
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
部
分

は
狐
の
生
態
を
反
映
さ
せ
た
描
写
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
が
、

そ
れ
に
続
く
描
写
、
つ
ま
り
「
菜
種
殻
に
火
を
つ
け
た
り
、
百
姓
家
の
背
に
つ

る
(
吊
)
し
て
あ
る
唐
辛
子
を
と
っ
て
来
た
り
し
ま
し
た
」
の
部
分
が
、
全
く

の
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い

な
い
狐
の
芋
掘
り
行
為
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
余
程
狐
の
生
態
に
詳
し
い

の
か
と
思
う
と
、
そ
の
直
後
に
全
く
デ
タ
ラ
メ
の
描
写
が
続
く
と
い
う
こ
の
奇

妙
な
現
象
に
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二

次
に
、
兵
十
が
川
で
漁
を
し
て
い
る
場
面
を
検
討
し
よ
う
。
「
或
秋
」
に
、

「
二
、
三
日
雨
が
降
り
っ
づ
い
て
」
「
雨
が
あ
が
る
と
、
権
狐
は
す
ぐ
洞
を
出
」

て
、
「
背
戸
川
の
堤
に
来
ま
し
た
」
と
あ
り
、
続
い
て
「
背
戸
川
は
い
つ
も
水

の
少
な
い
川
で
す
が
、
二
、
三
日
の
雨
で
、
水
が
ど
っ
と
増
し
て
ゐ
ま
し
た
。

黄
く
濁
っ
た
水
が
、
い
つ
も
は
水
に
つ
か
っ
て
ゐ
な
い
所
の
芒
や
、
萩
の
本
を

横
に
倒
し
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
川
下
へ
流
れ
て
行
き
ま
し
た
」
と
増
水
の
様
子

が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
兵
十
は
、
そ
の
増
水
中
の
川
の
中
へ
入
っ
て
、

「
腰
か
ら
下
を
川
水
に
ひ
た
し
な
が
ら
」
漁
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
な
り
危

険
を
伴
う
漁
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
権
狐
は
雨
が
あ
が
る
の
を
待
ち
か
ね
る

よ
う
に
し
て
背
戸
川
の
方
へ
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
既
に
兵

十
が
川
の
中
で
漁
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
急
な
流
れ
の
中
で
「
腰
」
ま
で
水

に
つ
か
る
よ
う
な
形
で
漁
を
す
れ
ば
、
下
手
を
す
れ
ば
自
分
が
流
さ
れ
て
し
ま

う
の
に
、
何
故
、
兵
十
は
漁
を
急
ぐ
の
か
。
も
っ
と
水
量
が
減
っ
て
、
安
全

に
漁
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
待
て
ば
よ
い
の
に
。
そ
う
私
の
よ
う
な
素
人

は
考
え
て
し
ま
う
。
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
北
一
色
地
区
在
住
で
、

川
魚
の
採
り
方
に
詳
し
い
生
田
晃
朗
氏
や
福
岡
猛
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

く
れ
た
。
川
魚
は
雨
降
り
が
近
付
く
と
餌
を
食
べ
る
こ
と
を
ピ
タ
リ
と
や
め
巣

の
中
へ
も
ぐ
っ
て
空
腹
の
ま
ま
雨
が
あ
が
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
雨
が
あ
が
る
と
、
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
巣
か
ら
出
て
来
て
、
猛
然
と
餌
を

あ
さ
り
始
め
る
。
だ
か
ら
、
増
水
は
し
て
い
て
も
雨
あ
が
り
の
方
が
魚
が
よ
く

採
れ
る
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
兵
十
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
兵
十
が
漁
を
し
て
い
る
場
面
の
背
後
に
は
川
魚
を
採
る
際
の

こ
の
よ
う
な
実
地
の
専
門
的
知
識
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

点
に
も
気
を
付
け
よ
う
。

三

で
は
、
次
に
、
兵
十
が
「
は
り
き
り
網
」
で
捕
え
た
「
太
い
う
な
ぎ
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
水
口
憲
哉
氏
は
「
ウ
ナ
ギ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

(
海
か
ら
)
川
に
入
っ
た
レ
プ
ト
セ
フ
ァ
ル
ス
(
ウ
ナ
ギ
の
仔
魚
-
安

藤
注
)
は
、
ま
も
な
く
体
背
面
が
黒
変
し
、
十
五
、
六
セ
ン
チ
に
な
る
と

鱗
が
で
き
は
じ
め
る
。
淡
水
域
に
入
っ
た
こ
れ
ら
の
ウ
ナ
ギ
は
、
エ
ビ
、

カ
ニ
類
お
よ
び
貝
類
な
ど
を
、
特
に
夜
間
活
発
に
食
っ
て
大
き
く
な
る
。

雄
は
五
十
七
、
八
セ
ン
チ
く
ら
い
ま
で
で
あ
る
が
、
雌
は
そ
れ
以
上
に
な

二
十
五
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り
、
干
曲
川
で
約
百
三
十
セ
ン
チ
、
体
重
五
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
大
ウ
ナ

ギ
(
オ
オ
ウ
ナ
ギ
A
.

m
a
r
m
o
r
a
t
a
と
は
異
な
る
)
が
採
捕
さ
れ
た
記

録
も
あ
る
。
な
お
陸
地
の
奥
深
く
の
川
や
沼
に
ま
で
遡
上
す
る
の
は
雌
が

多
く
、
雄
は
河
口
近
く
に
と
ど
ま
り
生
活
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

淡
水
域
で
六
年
～
十
二
年
く
ら
い
た
つ
と
成
熟
し
、
産
卵
の
た
め
海
に

下
り
は
じ
め
る
。
秋
の
初
め
頃
か
ら
下
る
こ
れ
ら
の
ウ
ナ
ギ
を
、
下
り
ウ

ナ
ギ
と
呼
び
、
こ
の
と
き
の
雄
に
は
著
し
い
婚
姻
色
が
見
ら
れ
4
.

川
の
上
流
域
に
ま
で
遡
上
す
る
の
は
雌
が
多
く
、
雌
は
雄
よ
り
も
大
き
く
な

る
ら
し
い
が
、
そ
れ
ら
は
「
秋
の
初
め
頃
」
か
ら
川
を
下
る
と
い
う
。
で
は
、

川
で
ウ
ナ
ギ
を
捕
獲
で
き
る
時
期
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
平
凡
社
発
行
の
『
世

界
大
百
科
事
典
』
は
、

ウ
ナ
ギ
と
り
は
五
月
か
ら
十
月
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
と
く
に
梅
雨
期
と

夏
の
夜
が
よ
り

と
述
べ
て
い
る
が
、
生
田
晃
朗
氏
は
毎
年
数
十
匹
の
ウ
ナ
ギ
を
捕
獲
さ
れ
る
経

験
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
教
示
さ
れ
た
。

四
月
に
葦
の
若
い
芽
が
出
る
頃
か
ら
、
川
で
ウ
ナ
ギ
を
釣
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
但
し
、
ウ
ナ
ギ
釣
針
で
釣
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
八
月
十
日

頃
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
は
ウ
ナ
ギ
が
悪
阻
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
、

餌
に
食
い
つ
か
な
く
な
る
の
で
釣
針
は
使
え
な
い
。
し
か
し
、
巣
の
中
に

い
る
ウ
ナ
ギ
を
追
い
出
し
て
網
を
用
い
て
捕
獲
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
ウ
ナ
ギ
が
川
に
い
る
の
は
せ
い
ぜ
い
九
月
い
っ
ぱ
い
の
こ
と
で

あ
り
そ
れ
以
後
は
川
で
ウ
ナ
ギ
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
海
へ
下
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

生
田
晃
朗
氏
が
こ
こ
で
「
ウ
ナ
ギ
が
悪
阻
の
よ
う
な
状
態
に
な
」
る
と
言
わ

れ
た
の
は
、
水
口
憲
哉
氏
が
、
川
の
上
流
へ
遡
上
す
る
の
は
「
雌
」
が
多
い
、

と
言
わ
れ
た
こ
と
と
符
節
を
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
「
秋
の
初
め
頃
か

二
十
六

ら
」
ウ
ナ
ギ
は
海
へ
下
り
始
め
る
の
で
、
秋
に
入
れ
ば
、
川
に
い
る
ウ
ナ
ギ
は

ど
ん
ど
ん
減
少
す
る
。
ウ
ナ
ギ
漁
は
非
能
率
的
な
も
の
と
な
り
、
秋
に
ウ
ナ
ギ
漁

を
す
る
人
は
、
私
の
周
辺
に
は
殆
ど
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
生
田
晃
朗
氏
も
ウ

す
ギ
漁
は
八
月
上
旬
ま
で
で
や
め
ら
れ
る
と
い
う
。

だ
か
ら
、
兵
十
が
増
水
し
た
川
で
漁
を
し
て
い
た
の
が
、
ウ
ナ
ギ
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
が
わ
し
い
。
兵
十
が
「
は
り
き
り
網
」
を
用

い
て
漁
を
し
て
い
た
の
で
、
釣
針
で
あ
っ
た
ら
釣
れ
る
は
す
の
な
い
秋
ウ
ナ
ギ

が
、
他
の
魚
と
一
緒
に
た
ま
た
ま
捕
獲
で
き
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
又
、

逆
に
、
権
狐
が
「
兵
十
の
お
っ
母
」
の
葬
式
の
あ
っ
た
日
の
夜
、
穴
の
中
で
考

え
た
よ
う
に
、
「
兵
十
の
お
っ
母
は
、
床
に
ふ
せ
っ
て
ゐ
て
、
鰻
が
喰
べ
た
い

と
云
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
兵
十
は
、
は
り
き
り
網
を
持
ち
出
し
て
、
鰻

を
と
ら
ま
へ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
病
気
の
「
お
っ
母
」

が
「
鰻
が
喰
べ
た
い
」
と
実
際
に
言
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
兵
十
は
如
何
に
非

能
率
的
で
あ
ろ
う
と
秋
ウ
ナ
ギ
を
捕
獲
十
べ
く
「
は
り
き
り
網
」
を
持
ち
出
し
た

の
に
相
違
な
い
。
だ
が
、
「
兵
十
の
お
っ
母
」
が
鰻
を
喰
べ
た
い
と
言
っ
た
に

違
い
な
い
、
と
い
う
の
は
権
狐
の
心
内
語
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
、
兵
十
の
漁
の
目
的
が
ウ
ナ
ギ
に
あ
っ
た
か
、
魚
全
做
に
あ
っ
た
か
は
不

明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
目
的
は
と
も
あ
れ
、
結
果
に
お
い
て
は
、

秋
ウ
ナ
ギ
が
釣
針
で
は
な
く
「
は
り
き
り
網
」
で
捕
獲
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
又
、
捕
獲
さ
れ
た
ウ
ナ
ギ
が
「
太
い
鰻
」
と
描
写

さ
れ
て
い
る
点
も
見
過
す
べ
き
で
な
い
。
海
へ
下
る
寸
前
の
秋
ウ
ナ
ギ
は
大
き

く
育
ち
肥
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
秋
に
お
け
る
ウ
ナ
ギ
捕
獲

の
実
地
の
知
識
が
背
景
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

四

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
「
権
狐
」
と
い
う
作
品
の
中
に
は
、
一
般
の
人
の

-
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知
ら
な
い
実
地
に
即
し
た
知
識
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
描
写
が
散
見
さ
れ

る
。
肉
食
動
物
と
さ
れ
て
い
る
狐
が
実
際
に
は
薩
摩
芋
を
掘
っ
て
食
べ
る
こ
と

な
ど
殆
ど
の
人
は
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
雨
あ
が
り
の
増
水
し
た
川
の

方
が
魚
が
よ
く
採
れ
る
こ
と
や
、
秋
ウ
ナ
ギ
は
釣
針
で
は
な
く
「
網
」
で
採
る

の
だ
と
い
う
こ
と
も
知
る
人
は
少
な
か
ろ
う
。
こ
う
い
う
知
識
を
、
南
吉
は
ど

こ
か
ら
人
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
薩
摩
芋
の
実
る
頃
に
は
大
部
分
の
野
狐
が

単
独
生
活
を
し
て
い
る
は
す
な
の
に
、
そ
の
頃
の
権
狐
を
こ
と
さ
ら
「
一
人
ぼ
っ

ち
」
と
特
筆
し
て
紹
介
し
て
平
然
と
し
て
い
る
南
吉
に
、
そ
う
し
た
実
地
に
即

し
た
知
識
が
豊
富
で
あ
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
の

は
、
『
権
狐
』
の
冒
頭
部
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

茂
助
爺
は
、
若
い
時
、
猟
師
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
私
か
次
に
お
話
す
る

の
は
、
私
か
小
さ
か
っ
た
時
、
若
衆
倉
の
前
で
茂
助
爺
か
ら
き
い
た
話
な

ん
で
す
。

「
猟
師
だ
っ
た
」
茂
助
爺
か
ら
き
い
た
話
と
い
う
な
ら
、
実
地
に
即
し
た
知

識
が
こ
の
話
の
背
景
に
散
見
す
る
理
由
も
わ
か
る
。
猟
師
に
は
、
猟
だ
け
で
な

く
漁
に
も
造
詣
の
深
い
人
が
多
い
。
私
に
ウ
ナ
ギ
の
生
態
や
捕
獲
法
を
詳
し
く

教
え
て
下
さ
っ
た
生
田
晃
朗
氏
も
、
実
は
、
冬
に
な
る
と
猟
銃
を
か
つ
い
で
猪

を
追
っ
か
け
る
猟
師
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
権
狐
」
と
い
う
作
品
は
、
新
見

南
吉
が
独
自
に
I
か
ら
創
り
あ
げ
た
作
品
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

右
の
引
用
部
を
も
含
め
て
南
吉
の
創
作
と
解
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
敢
え
て
そ

の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
見
当
ら
な
い
と
思
う
。

五

で
は
、
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た
話
」
は
「
権
狐
」
と
同
様
の
内
容
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
第
三
段
落
の
最
後

の
部
分
に
注
目
し
た
い
。

そ
し
て
権
狐
は
も
う
悪
戯
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
「
赤
い
鳥
」
に
発
表
さ
れ
た
段
階
で
は
削
除
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
が
、
「
権
狐
」
の
成
立
を
考
え
る
際
に
は
非
常
に
重
要
な
セ
ン
テ

ン
ス
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
第
一
段
落
の
初
め
の

方
に
、
「
そ
し
て
、
夜
で
も
昼
で
も
、
洞
を
出
て
来
て
悪
戯
ば
か
り
し
ま
し
た
」

と
あ
る
セ
ン
テ
ン
ス
と
明
ら
か
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
間
へ
、
第
二
段
落
の
未
尾
近
く
に
あ
る
「
あ
ん
な
悪
戯

を
し
な
け
り
ゃ
よ
か
っ
た
な
I
」
と
い
う
セ
ン
テ
ン
ス
を
介
在
さ
せ
て
見
る
と

よ
い
。
「
悪
戯
ば
か
り
し
ま
し
た
」
―
「
あ
ん
な
悪
戯
を
し
な
け
り
ゃ
よ
か
っ

た
な
I
」
―
「
そ
し
て
権
狐
は
も
う
悪
戯
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
」
、
つ
ま
り
、

悪
戯
ば
か
り
し
て
い
た
権
狐
が
兵
十
に
対
す
る
悪
戯
を
反
省
し
て
そ
れ
を
契
機

に
全
做
的
に
悪
戯
を
し
な
く
な
る
話
と
し
て
、
第
一
段
落
か
ら
第
三
段
落
ま
で

で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
構
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
第
三
段
落
末

尾
で
第
一
段
落
に
始
ま
る
話
は
一
件
落
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
四
段
落
以
降
は
、
一
旦
落
着
し
た
話
の
後
日
譚
の
如
き
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
権
狐
が
兵
十
に
対
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
償
い
の
行
動
と
し
て

の
栗
や
き
の
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
兵
十
に
権
狐
の
行
為
と
知
っ
て
も
ら
え
る
か

否
か
と
い
う
主
題
が
新
た
に
設
定
さ
れ
、
話
が
続
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
段
落
以
降
、
権
狐
の
造
型
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
第
三
段
落
に
お
い

て
は
、
鰻
を
と
っ
て
来
た
償
い
に
、
鰯
売
り
か
ら
盗
ん
だ
鰯
を
兵
?
の
家
に
投

げ
こ
ん
だ
後
の
場
面
で
、
「
権
狐
は
、
何
か
好
い
事
を
し
た
様
に
思
へ
ま
し
た
」

と
あ
り
、
権
狐
は
償
い
の
行
為
を
す
る
こ
と
自
体
に
充
足
感
を
覚
え
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
そ
の
行
為
者
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
相
手
の
兵
十
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
願
望
は
特
に
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
償
い
自

体
が
目
的
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
償
い
の
行
為
を
通
し
て
兵
十
と
の
心

の
交
流
を
は
か
ろ
う
と
い
う
気
持
ま
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
権
狐
が
兵
十
の

二
十
七
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家
に
鰯
を
投
げ
込
ん
だ
ば
か
り
に
兵
十
が
鰯
屋
に
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
た
と

知
っ
た
後
の
場
面
で
も
、

権
狐
は
、
そ
-
と
納
屋
の
方
へ
ま
は
っ
て
、
納
屋
の
入
口
に
、
持
っ
て

来
た
栗
の
実
を
置
い
て
洞
に
帰
り
ま
し
た
。
次
の
目
も
次
の
日
も
す
っ
と

権
狐
は
栗
の
実
を
拾
っ
て
来
て
は
、
兵
十
が
知
ら
ん
で
る
ひ
ま
に
、
兵
十

の
家
に
置
い
て
来
ま
し
た
。
栗
ば
か
り
で
は
な
く
、
き
の
こ
や
薪
を
持
つ

て
行
っ
て
や
る
事
も
あ
り
ま
し
た
。

と
あ
り
、
「
そ
I
と
」
と
か
「
兵
十
が
知
ら
ん
で
る
ひ
ま
に
」
と
か
の
語
に

よ
っ
て
、
栗
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
て
い
る
の
が
自
分
の
行
為
た
る
こ
と
を
兵
十

に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
気
持
な
ど
別
段
無
さ
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

だ
が
、
第
四
段
落
で
の
権
狐
は
違
う
。
兵
十
の
家
へ
栗
や
き
の
こ
を
運
ん
で

い
る
の
を
「
神
様
の
し
わ
ざ
」
と
さ
れ
た
時
の
権
狐
の
反
応
を
見
よ
う
。

権
狐
は
、
つ
ま
ん
な
い
な
と
思
ひ
ま
し
た
。
自
分
が
栗
や
き
の
こ
を
持
つ

て
行
っ
て
や
る
の
に
、
自
分
に
は
お
礼
言
わ
な
い
で
、
神
様
に
お
礼
を
云

ぶ
な
ん
て
。
い
っ
そ
神
様
が
な
け
り
ゃ
い
い
の
に
。
権
狐
は
神
様
が
う
ら

め
し
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
権
狐
は
明
ら
か
に
栗
や
き
の
こ
を
運
ん
で
い
る
の
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を

兵
十
に
知
っ
て
も
ら
い
た
く
思
っ
て
い
る
。
又
、
「
自
分
に
は
お
礼
言
わ
な
い

で
云
々
」
の
部
分
を
見
る
と
、
栗
や
き
の
こ
を
兵
十
の
家
へ
持
参
す
る
の
は
兵

十
に
対
し
て
ひ
ど
い
悪
戯
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
罪
滅
ぼ
し
の
為
で
あ
り
、

元
来
、
兵
十
か
ら
の
「
お
礼
」
な
ど
を
期
待
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
さ
え
失
念
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
悪
戯
の
償
い
で
あ
っ
た
は
す
の
行

為
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
兵
十
と
の
心
の
交
流
を
求
め
る
が
故
の
行
為
へ
と
、

す
り
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
第
一
段
落
か
ら
第
三
段
落
ま
で
で
一
つ
の
ま
と

ま
り
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
、
話
の
主
題
や
権
狐
の
造
型
に
第
四
段
落
以
降
変

二
十
八

化
か
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
は
、

恐
ら
く
、
南
吉
が
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た
話
」
の
段
階
で
は
、
今
の
第
三
段
落

の
部
分
ま
で
の
話
の
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ

の
部
分
に
、
今
の
第
四
段
落
以
降
の
内
容
を
書
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
権

狐
」
と
い
う
作
品
を
作
り
上
げ
た
の
が
新
見
南
吉
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
勿
論
、
「
権
狐
」
の
第
三
段
落
以
前
の
部
分
が
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た

話
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
は
す
は
な
く
、
雜
見
南
吉
に
よ
っ
て
手
が
入
れ
ら
れ
て

い
る
に
相
違
な
い
。
例
え
ば
、
第
一
段
落
の
初
め
の
方
で
、
権
狐
の
悪
戯
の
具

体
的
説
明
と
し
て
、
「
畑
へ
行
っ
て
、
芋
を
掘
っ
た
り
」
と
野
狐
の
生
態
に
即

し
た
説
明
を
し
て
あ
る
部
分
は
恐
ら
く
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た
話
」
の
段
階
で

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
続
く
部
分
、
即
ち
「
菜
種
殼
に
火
を

つ
け
た
り
、
百
姓
家
の
背
に
つ
る
(
吊
)
し
て
あ
る
唐
辛
子
を
と
っ
て
来
た
り

し
ま
し
た
」
と
い
う
、
野
狐
の
生
態
に
明
ら
か
に
反
し
て
い
る
部
分
は
、
南
吉

が
適
当
に
追
加
し
て
し
ま
っ
た
部
分
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
大
き
く
見
れ
ば
、

第
三
段
落
以
前
の
話
は
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た
話
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
成

立
し
て
い
る
が
故
に
、
全
部
で
五
段
落
か
ら
成
る
話
が
、
前
の
方
の
三
段
落
の

み
で
I
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
他
な
い
よ
う
に
思
う
。

結
局
、
「
茂
助
爺
か
ら
聞
い
た
話
」
の
段
階
で
は
、
悪
戯
ば
か
り
す
る
権
狐

が
悪
戯
を
悔
い
改
め
る
と
い
う
単
純
な
内
容
で
あ
っ
た
も
の
を
、
二
人
ぼ
っ

ち
の
小
さ
な
狐
」
で
あ
る
権
狐
が
、
「
お
っ
母
」
を
亡
く
し
て
「
俺
と
同
じ
様

に
一
人
ぼ
っ
ち
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
と
の
間
に
、
孤
独
な
著
同
志
の
心

の
交
流
を
求
め
最
後
は
悲
劇
に
終
わ
る
複
雑
な
話
に
南
吉
が
作
り
変
え
て
い
っ

た
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
際
、
第
三
段
落
の
末
尾
に
南
吉
が
書
き
記
し
て
し

ま
っ
た
、
「
そ
し
て
権
狐
は
も
う
悪
戯
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
セ
ン

テ
ン
ス
は
第
一
段
落
以
降
の
話
の
流
れ
が
こ
こ
で
一
件
落
着
し
た
こ
と
を
示
し
、

第
三
段
落
か
ら
第
四
段
落
へ
の
話
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
が
故
に
、
鈴
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木
三
重
吉
が
「
赤
い
鳥
」
に
こ
の
作
品
を
掲
載
す
る
際
に
削
除
し
た
の
で
あ
る

と
思
う
。
こ
の
削
除
は
重
要
で
、
こ
の
削
除
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
の
完
成
度
は

高
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

六

以
上
、
「
権
狐
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
述
べ

て
み
た
が
、
思
わ
ぬ
誤
り
が
あ
ろ
う
か
と
恐
れ
る
。
諸
賢
の
御
教
導
を
乞
う
こ

と
切
で
あ
る
。

(
昭
和
六
二
年
九
月
ニ
八
日

受
理
)

二
十
九
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