
黒
島
伝
治
「
銅
貨
二
銭
」
と
「
豚
群
」
の
あ
い
だ

椋

棒

哲

也

は
じ
め
に

青
野
季
吉
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」（『
文
芸
戦
線
』
大
一
五
・
九
）
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
つ
い
て
、「
目
的
を
自
覚
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ

芸
術
家
が
、（
略
）
自
然
生
長
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
芸
術
家
を
、
目
的
意

識
に
ま
で
、
社
会
主
義
意
識
に
ま
で
、
引
上
げ
る
集
団
的
活
動
で
あ
る
」
と

述
べ
た
。
の
ち
に
青
野
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
再
論
」（『
文
芸
戦
線
』
昭

二
・
一
）
は
、
こ
の
目
的
意
識
論
に
対
す
る
〈
誤
解
〉
を
列
挙
し
て
お
り
、

同
時
代
の
論
壇
に
お
け
る
反
響
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
に

影
響
を
受
け
て
、
自
ら
の
作
風
が
変
わ
っ
た
と
述
懐
す
る
作
家
も
い
る
。

黒
島
伝
治
で
あ
る
。
そ
の
「
農
民
文
学
漫
筆
」（『
文
芸
市
場
』
大
一
五
・

一
〇
）
は
、
ま
る
で
目
的
意
識
論
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
作
者
が
階

級
的
立
場
に
あ
つ
て
、
農
民
の
生
活
農
民
の
精
神
を
視
、
そ
れ
を
理
解
し
て
、

表
現
を
与
へ
て
行
き
た
い
と
思
ふ
」
と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
作
品
は

「
結
局
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
一
分
野
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
、
階

級
意
識
を
反
映
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
意
欲
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た

「
僕
の
文
学
的
経
歴
」（『
文
学
風
景
』
昭
六
・
一
）
は
『
文
芸
戦
線
』
に
発

表
し
た
「
銅
貨
二
銭
」（
大
一
五
・
一
）
や
「
踏
み
台
」（
同
・
八
）
な
ど
を

シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・「
フ
イ
リ
ツ
プ
風
の
も
の
だ（
１
）と」
顧
み
た
う
え
で
、
し

か
し
そ
の
作
風
が
「
大
正
十
五
年
十
一
月
に
「
文
芸
戦
線
」
に
出
し
た
「
豚

群
」
に
到
つ
て
、
変
つ
て
き
た
。「
豚
群
」
は
、
当
時
の
、
青
野
季
吉
氏
の

「
目
的
意
識
論
」
に
影
響
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
」
と
い
う
。

先
行
研
究
も
、
黒
島
の
作
品
に
目
的
意
識
論
の
構
図
を
あ
て
が
う
。『
現

代
日
本
文
学
大
事
典
』（
昭
四
〇
・
一
一
、
明
治
書
院
）
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
」（
項
目
執
筆
者
・
小
田
切
秀
雄
）
に
つ
い
て
解
説
す
る
な
か
で
、

「「
電
報
」（『
潮
流
』
大
一
四
・
七
…
…
引
用
者
注
）「
二
銭
銅
貨
」
等
の
生

活
的
思
考
が
「
豚
群
」
や
「
渦
巻
け
る
烏
の
群
」（『
改
造
』
昭
三
・
二
…
…

同
）
等
の
社
会
主
義
文
学
へ
成
長
し
」
た
と
説
い
た
。ま
た
三
好
行
雄
「「
豚

群
」
に
つ
い
て
―
―
そ
の
周
辺
」（『
国
語
展
望
』
昭
五
〇
・
三
）
は
「
黒
島

伝
治
の
初
期
農
民
小
説
は
ま
さ
し
く
、
自
然
生
長
し
て
き
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
で
あ
っ
」
た
、
と
目
的
意
識
論
以
前
の
黒
島
文
学
を
論
じ
た
。
浜
賀
知

彦
『
黒
島
伝
治
の
軌
跡
』（
一
九
九
〇
・
一
一
、
青
磁
社
）
は
「
豚
群
」
を
、

そ
れ
以
前
の
「〈
農
村
も
の
〉
の
暗
い
受
け
身
の
世
界
か
ら
反
転
し
て
、
農

― 25 ―



民
が
自
ら
の
意
志
で
地
主
と
闘
い
勝
利
す
る
と
い
う
内
容
を
も
っ
た
作
品

で
」、
そ
れ
が
「
目
的
意
識
的
に
書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
一
つ
の
闘

い
を
行
為
し
た
養
豚
農
民
た
ち
を
と
ら
え
切
れ
て
い
な
い
感
じ
が
あ
る
」
と

黒
島
文
学
の
転
換
に
触
れ
た
。

作
家
と
先
行
研
究
は
と
も
に
、「
銅
貨
二
銭
」（
の
ち
に
「
二
銭
銅
貨
」
と

改
題
）
と
「
豚
群
」
の
あ
い
だ
の
違
い
を
、
目
的
意
識
論
と
関
連
づ
け
て
強

調
す
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
本
稿
は
疑
義
を
唱
え
た
い
。

両
者
の
相
違
は
目
的
意
識
の
有
無
に
収
斂
さ
れ
て
よ
い
の
か
。
ま
た
逆
に
両

者
の
共
通
点
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し

た
う
え
で
、
二
つ
の
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、「
銅
貨
二
銭
」
か
ら
「
二
銭
銅
貨
」
へ

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
黒
島
伝
治
の
文
学
は
、
青
野
季
吉
の
目
的
意
識
論

の
影
響
で
思
想
的
に
転
換
し
た
と
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
黒
島
文

学
は
か
つ
て
、
さ
ら
に
別
な
印
象
も
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
〈
貧
し
い
農

民
の
子
〉
神
話
と
で
も
称
す
る
べ
き
も
の
で
、
壺
井
繁
治
「
解
説
」（『
渦
巻

け
る
烏
の
群

他
三
篇
』
昭
二
八
・
二
、
岩
波
文
庫
）
の
、
黒
島
は
「
香
川

し
よ
う
ず

の
う
ま

県
小
豆
郡
苗
羽
村
の
貧
し
い
農
家
に
生
れ
た
」（
ル
ビ
原
文
マ
マ
）
と
い
う

紹
介
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
に
触
れ
て
南
雲
道
雄
「
黒
島
傳
治
論

そ

の
初
期
の
性
格
に
つ
い
て
」（『
農
民
文
学
』
一
九
七
〇
・
一
二
）
は
、
黒
島

が
「「
貧
農
出
身
の
作
家
で
、
し
た
が
っ
て
彼
の
初
期
の
作
品
は
主
と
し
て

貧
農
の
生
活
が
題
材
」
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
い
い
方
は
あ
る
程
度
作
品

に
既
成
概
念
を
与
え
る
と
と
も
に
内
容
を
も
規
制
し
、
悪
く
す
れ
ば
作
品
そ

の
も
の
を
歪
め
か
ね
な
い
」
と
懸
念
を
示
し（
２
）た。
ま
た
猪
俣
貞
敏
「
黒
島
伝

治
の
軌
跡
」（『
か
な
が
わ
高
校
国
語
の
研
究
』
昭
四
八
・
五
）
も
次
の
よ
う

に
い
う
。

こ
れ
ま
で
の
黒
島
研
究
の
大
方
は
、壺
井
繁
治
の
「
貧
し
い
農
民
の
子
」

と
い
う
紹
介
の
上
に
よ
り
か
か
り
す
ぎ
て
、
そ
れ
と
黒
島
が
農
民
の
熱

い
同
情
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
を
短
絡
さ
せ
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
り

は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
い
わ
ば
壺
井
の
黒
島
神
話
、
貧
農
の

子
の
呪
縛
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
に
必
要
だ
し
、
黒

島
の
人
柄
も
そ
の
点
を
お
さ
え
な
い
と
片
手
落
ち
に
な
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

前
掲
三
好
「「
豚
群
」
に
つ
い
て
」
は
黒
島
の
生
家
を
「
貧
農
と
は
い
え

ぬ
が
、決
し
て
裕
福
で
は
な
い
農
家
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。

そ
の
う
え
で
「
銅
貨
二
銭
」
末
尾
の
母
親
の
嘆
き
を
（
後
述
）、「
息
子
に
人

並
み
の
こ
と
を
し
て
や
れ
な
か
っ
た
貧
し
さ
へ
の
怨
念
に
他
な
ら
ぬ
」
と
説

い
た
。〈
貧
し
い
農
民
の
子
〉
で
あ
る
黒
島
だ
か
ら
、
そ
の
作
品
も
貧
農
に

同
情
的
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う
解
釈
上
の
短
絡
を
危
惧
し
た
南
雲
や
猪
俣
は

正
し
い
。
し
か
も
の
ち
に
詳
細
な
調
査
に
よ
り
黒
島
の
生
家
の
「
生
活
は
楽

で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
判
断
す
る
、
佐
藤
和
夫
「
黒
島
傳
治

ノ
ー
ト
」（『
親
和
国
文
』
昭
五
九
・
一
二
）
が
発
表
さ
れ
る
。
こ
の
論
考
は
、

黒
島
の
生
家
の
よ
う
に
不
動
産
・
田
畑
・
共
同
網
を
持
ち
醤
油
会
社
に
勤
務ママ

す
る
「
の
を
土
地
で
は
羽
織
漁
師
と
呼
び
、
小
豆
島
苗
羽
地
区
で
ラ
ン
ク
ず

け
す
れ
ば
準
上
流
で
あ
る
」
と
い
う
地
元
教
育
委
員
会
教
育
長
の
意
見
な
ど

に
基
づ
い
て
、「
作
品
に
登
場
す
る
世
界
を
そ
の
ま
ま
傳
治
の
現
実
と
解
釈

し
、
貧
農
出
身
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
作
品
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
大
き

な
誤
り
と
す
べ
き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。こ
れ
に
よ
り
〈
貧
し
い
農
民
の
子
〉

神
話
は
す
で
に
止
め
を
刺
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
ま
た
右
の
よ
う
な
色
眼
鏡
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で
黒
島
文
学
を
眺
め
な
い
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
〈
農
民

の
貧
し
さ
〉
と
い
う
主
題
あ
り
き
で
作
品
を
読
み
解
く
こ
と
を
控
え
、
別
の

切
り
口
を
探
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
作
品
の
概
要
を
確
認
し
て
ゆ
こ
う
。「
銅
貨
二
銭
」
は
前
述
の

と
お
り
『
文
芸
戦
線
』（
大
一
五
・
一
）
初（
３
）出で
あ
る
。
の
ち
に
「
二
銭
銅

貨
」
と
改
題
、
単
行
本
『
豚
群
』（
昭
二
・
一
〇
、
春
陽
堂
）
に
収
録
さ
れ

た
。
作
品
は
大
ま
か
に
起
承
転
結
の
構
成
を
と
る
。
つ
ま
り
、

起
…
…
六
歳
の
藤
二
が
母
に
独
楽
の
緒
を
ね
だ
り
、
母
は
短
い
緒
を

買
っ
て
二
銭
を
倹
約
す
る
。（
一
）

承
…
…
父
母
が
藤
二
に
牛
の
番
を
命
じ
、
藤
二
は
牛
部
屋
の
柱
に
緒
を

か
け
、
引
っ
ぱ
っ
て
伸
ば
そ
う
と
す
る
。（
二
）

転
…
…
藤
二
は
牛
部
屋
で
倒
れ
て
い
た
。父
が
牛
を
六
尺
棒
で
な
ぐ
る
。

（
三
の
１
・
２
）

結
…
…
母
は
牛
に
踏
ま
れ
て
死
ん
だ
藤
二
を
思
い
、
二
銭
の
始
末
を
後

悔
す
る
。（
三
の
３
）

と
い
う
具
合
だ
。
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
〇
枚
程
度
。
な
お
右
の
う

ち
括
弧
内
の
漢
数
字
は
章
番
号
を
、算
用
数
字
は
一
行
空
き
の
区
分
を
表
す
。

作
中
に
は
「
母
は
、
何
事
に
も
こ
せ
〳
〵
す
る
方
だ
つ
た
。
一
つ
は
苦
し
い

家
計
が
原
因
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
語
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
作
は
母
の
「
あ

ん
な
短
い
独
楽
の
緒
を
買
ふ
て
や
ら
な
ん
だ
ら
よ
か
つ
た
の
に
！

二
銭
や

こ
し
仕
末
を
し
た
つ
て
な
ん
ち
や
に
な
り
や
せ
ん
！
」（
引
用
は
初
出
に
よ

る
。
以
下
特
に
断
り
な
け
れ
ば
同
じ
）
と
い
う
台
詞
で
幕
を
閉
じ
る
か
ら
、

貧
し
さ
ゆ
え
に
子
ど
も
の
玩
具
を
買
う
金
銭
を
倹
約
し
、
そ
れ
が
遠
因
と
な

り
子
ど
も
を
亡
く
し
た
悲
劇
に
読
め
る
。

し
か
し
「
藤
二
」
の
死
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
も
う
少
し
複
雑
だ
。
竹
本
賢

治
「
黒
島
伝
治
『
二
銭
銅
貨
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
山
の
教
室
か
ら
―
―
」

（『
日
本
文
学
』
一
九
五
四
・
五
）
は
、
あ
る
研
究
会
で
の
討
議
で
、
子
ど

も
を
抑
圧
し
て
い
る
も
の
は
「
封
建
的
家
族
制
度
及
び
家
父
長
制
で
あ
り
、

（
略
）
子
ど
も
た
ち
は
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
も
言
い
出
し
得
な
い
状
態
に

お
か
れ
、
こ
れ
が
習
慣
化
し
て
い
る
と
い
う
結
論
が
で
」
た
と
い
う
。「
家

父
長
制
」
は
大
げ
さ
で
も
、
な
る
ほ
ど
作
中
に
は
「
藤
二
」
が
母
と
一
二
、

三
歳
年
長
の
兄
「
健
吉
」
に
圧
倒
さ
れ
て
、
新
し
い
独
楽
を
断
念
す
る
場
面

が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
な
お
の
こ
と
、「
皆
の
よ
れ
短
い
」
緒
に
我
慢
な
ら

な
い
「
藤
二
」
は
、
短
い
緒
を
引
っ
ぱ
っ
て
延
ば
す
―
―
。
年
長
者
に
よ
る

抑
圧
を
事
件
と
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
も
な
い
だ
ろ

う
。一

方
で
緒
を
買
う
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る
論
考
も
あ
る
。

前
掲
南
雲
「
黒
島
傳
治
論
」
は
、「
独
楽
の
緒
な
ど
は
自
分
で
綯
う
も
の
で

あ
っ
て
、
貧
農
の
感
覚
な
ら
ば
買
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
、
さ
ら

に
、

全
く
の
貧
農
で
あ
る
な
ら
ば
、
緒
を
買
う
こ
と
自
体
に
躊
躇
が
あ
る
筈

で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
買
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
か
ら

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
、
作

者
の
意
図
は
あ
く
ま
で
二
銭
の
金
を
「
仕
末
」
す
る
こ
と
か
ら
起
っ
た

悲
劇
を
描
い
た
の
で
あ
っ
て
、
買
え
な
い
ほ
ど
の
貧
し
さ
の
悲
劇
で
は

な
い
。
極
論
す
れ
ば
、
母
親
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
発
生
し
た
悲
劇
で
あ

る
と
い
え
な
く
は
な
い
。

と
い
う
。作
中
で
は
規
格
品
の
緒
の
価
格
が
一
〇
銭
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
「
藤
二
」
が
与
え
ら
れ
た
も
の
は
「
他
の
よ
り
は
一
尺
ば
か
り
短

い
」、
二
銭
安
い
商
品
だ
。
買
わ
ず
と
も
よ
い
一
〇
銭
の
商
品
に
手
を
伸
ば
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し
な
が
ら
二
銭
を
惜
し
む
と
い
う
、
い
わ
ば
矛
盾
は
、
あ
る
い
は
「
母
親
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
」
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
南
雲
は
無
用
の

購
買
を
看
過
し
て
き
た
先
行
研
究
の
死
角
を
突
い
て
い
る
。
作
品
に
表
れ
た

買
う
行
為
自
体
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
悲
劇
が
「
母
親

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
発
生
し
た
」
可
能
性
に
、
私
た
ち
が
思
い
至
ら
な
い
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
作
品
（
の
加
筆
）
が
、
母
の
「
仕
末
」
を
無
理

か
ら
ぬ
も
の
に
見
せ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊

母
が
二
銭
を
「
仕
末
」
す
る
様
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

緒
は
幾
十
条
も
揃
え
て
同
じ
長
さ
に
切
つ
て
あ
つ
た
。
そ
の
中
に
一
条

だ
け
他
の
よ
り
は
一
尺
ば
か
り
短
い
の
が
あ
つ
た
。
ス
ン
を
取
つ
て
切

つ
て
行
つ
て
、
最
後
に
足
り
な
く
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
／
「
な
ん
ぼ

ぞ
な
？
」
／
「
一
本
、
十
銭
よ
な
。
そ
の
短
い
分
な
ら
八
銭
に
し
と
い

て
あ
げ
ま
さ
。」
／
「
八
銭
に
…
…
」
／
「
へ
え
。」
／
「
そ
ん
な
ら
、

こ
の
短
い
ん
で
よ
ろ
し
い
ワ
。」
／
そ
し
て
母
は
、
十
銭
渡
し
て
一
銭

銅
貨
二
ツ
【
↓
二
銭
銅
貨
を
一
ツ
】
釣
銭
に
貰
つ
た
。
な
ん
だ
か
、
二

銭
儲
け
た
や
う
な
気
が
し
て
嬉
し
か
つ
た
。

【
↓

】
は
単
行
本
収
録
の
さ
い
の
改
変
を
表
す
。
そ
れ
が
読
解
に
及
ぼ

す
影
響
は
後
述
す
る
。
と
こ
ろ
で
母
が
渡
し
た
貨
幣
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も

の
の
う
ち
、
同
時
代
人
に
想
像
さ
れ
る
蓋
然
性
の
高
い
も
の
は
十
銭
白
銅
貨

（
直
径
二
二
�一
七
㎜
・
重
量
三
�七
五
ｇ
）
で
あ
る
。
大
正
九
年
か
ら
一
五

年
に
は
五
�三
億
枚
が
発
行
さ
れ（
４
）た。
一
方
で
「
釣
銭
に
貰
つ
た
」
貨
幣
は
、

同
時
代
に
お
い
て
は
桐
一
銭
青
銅
貨
（
直
径
二
三
�〇
三
㎜
・
重
量
三
�七
五

ｇ
）
が
想
像
さ
れ
る
は
ず
だ
。
大
正
五
年
か
ら
一
三
年
に
は
一
二
�六
四
億

枚
が
発
行
さ
れ（
５
）た。
こ
こ
で
母
が
「
二
銭
儲
け
た
や
う
な
気
が
」
す
る
の
は

も
ち
ろ
ん
、
雑
貨
店
の
女
主
人
に
、
規
格
品
は
一
本
で
一
〇
銭
だ
が
、
一
尺

短
い
も
の
な
ら
八
銭
で
よ
い
、
と
短
い
緒
を
選
ぶ
こ
と
で
期
待
も
し
な
い
二

銭
と
い
う
価
額
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
だ
。
初
出
で
描
か
れ
た
貨
幣
の
や
り
取

り
は
、
一
〇
銭
と
二
銭
と
い
う
価
額
自
体
の
そ
れ
だ
と
読
み
と
れ
る
。

し
か
し
単
行
本
収
録
の
さ
い
の
加
筆
で
当
該
場
面
の
印
象
は
変
わ
り
、
題

名
も
「
銅
貨
二
銭
」
か
ら
「
二
銭
銅
貨
」
に
改
ま
る
。
こ
れ
を
俎
上
に
載
せ

る
先
行
研
究
を
二
三
見
て
お
こ
う
。
稲
垣
達
郎
「
黒
島
伝
治
の
輪
郭
」（『
日

本
文
学
』
一
九
五
四
・
九
）
は
、
銅
貨
と
い
う
貨
幣
価
値
の
軽
少
度
の
う
え

に
「
一�

個�

と
い
う
こ
と
で
、
軽
少
度
を
い
っ
そ
う
深
く
具
象
し
よ
う
と
し
た

も
の
と
お
も
わ
れ
る
」（
傍
点
原
文
マ
マ
）
と
作
家
の
意
図
を
汲
む
。
平
野

謙
「
解
説
」（『
昭
和
文
学
全
集
５３

昭
和
短
篇
集
』
昭
三
〇
・
二
、
角
川
書

店
）
は
、「「
た
つ
た
銅
貨
二
銭
の
た
め
に
」
と
い
ふ
主
題
を
生
か
す
た
め
に

は
、
原
題
の
方
が
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
思
へ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
森
山
重

雄
「
黒
島
伝
治
論
―
―
そ
の
文
学
形
成
と
農
民
小
説
―
―
」（『
文
学
』
一
九

七
三
・
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
推
量
す
る
。

大
き
な
二
銭
銅
貨
が
か
な
り
の
値
打
を
も
っ
て
い
た
時
代
の
話
で
あ

る
。
作
者
が
「
銅
貨
二
銭
」
を
「
二
銭
銅
貨
」
と
改
題
し
た
理
由
は
、

二
銭
銅
貨
の
重
み
と
値
打
を
知
っ
て
い
た
大
正
時
代
の
感
覚
を
重
視
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
者
の
う
ち
稲
垣
と
森
山
は
、
価
額
の
小
さ
さ
や
改
訂
後
の
「
二
銭
銅
貨

を
一
ツ
」
と
い
う
記
述
に
同
時
代
の
感
覚
へ
の
訴
求
を
見
て
い
る
。
そ
し
て

森
山
が
い
う
「
二
銭
銅
貨
の
重
み
」
と
は
物
理
的
な
重
さ
の
こ
と
で
あ
る
。

二
銭
銅
貨
（
直
径
三
一
�八
一
㎜
、
重
量
一
四
�二
六
ｇ
）
は
、
明
治
六
年
か
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ら
一
七
年
ま
で
二
�七
八
億
枚
が
発
行
さ
れ
た
。
桐
一
銭
青
銅
貨
の
発
行
枚

数
や
発
行
期
間
も
参
照
す
る
と
、
同
時
代
に
十
銭
白
銅
貨
を
渡
し
て
二
銭
銅

貨
の
釣
り
銭
を
も
ら
う
蓋
然
性
は
低
い
。
だ
か
ら
こ
そ
初
出
の
記
述
は
「
一

銭
銅
貨
二
ツ
」
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
桐
一
銭
青
銅
貨
を
二
銭
銅
貨
に
改
め

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
、
面
積
は
約
二
倍
、
重
量
も
約
四
倍
と
い
う
変
化
を
見

過
ご
し
て
よ
い
は
ず
が
な
い
（
図
１
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
・
重
さ

に
対
す
る
同
時
代
の
感
覚
を
、
た
と
え
ば
江
戸
川
乱
歩
「
二
銭
銅
貨
」（『
新

青
年
』
大
一
二
・
四
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
中
人
物
「
松
村
武
」
の

言
葉
を
引
こ
う
。

『
俺
は
、
昨
日
君
が
湯
へ
行
つ
た
後
で
、
あ
の
二
銭
銅
貨
を
弄
ん
で
ゐ

る
内
に
、
妙
な
こ
と
に
は
、
銅
貨
の
ま
は
り
に
一
本
の
筋
が
つ
い
て
ゐ

る
の
を
発
見
し
た
ん
だ
。
こ
い
つ
は
を
か
し
い
と
思
つ
て
、
調
べ
て
居

る
と
、
な
ん
と
驚
い
た
こ
と
に
は
、
あ
の
銅
貨
が
二
つ
に
割
れ
た
ん
だ
。

見
給
へ
こ
れ
だ
。』
／
彼
は
、
机
の
抽
斗
か
ら
、
そ
の
二
銭
銅
貨
を
取

出
し
て
、
恰
度
、
宝
丹
の
容
器
を
開
け
る
様
に
、
ネ
ヂ
を
廻
し
な
が
ら
、

か

ら

上
下
に
開
い
た
。
／
『
こ
れ
、
ね
、
中
が
空
虚
に
な
つ
て
ゐ
る
。
銅
貨

で
作
つ
た
何
か
の
容
器
な
ん
だ
。
な
ん
と
精
巧
な
細
工
ぢ
や
な
い
か
。』

（
ル
ビ
原
文
マ
マ
）

こ
の
あ
と
一
枚
の
紙
片
が
銅
貨
の
中
か
ら
出
て
く
る
。
円
周
に
沿
っ
て
二

つ
に
切
り
わ
け
、
中
を
掘
っ
た
う
え
に
ネ
ジ
山
を
設
け
て
周
り
に
紙
片
を
入

れ
る
―
―
こ
の
硬
貨
は
突
飛
な
想
像
を
作
家
に
許
す
ほ
ど
の
大
き
さ
と
厚
み

を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
同
時
代
の
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
、
改

題
し
た
「
二
銭
銅
貨
」
は
読
ま
れ
る
。
母
の
手
に
載
っ
た
硬
貨
の
大
き
さ
と

重
み
を
読
者
が
想
起
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
感
は
示
さ
れ
、「
二
銭
儲
け

た
や
う
な
気
が
し
」
た
と
い
う
母
の
感
慨
を
無
理
か
ら
ぬ
も
の
に
読
ま
せ
る

だ
ろ
う
。「
始
末
」
の
不
自
然
さ
は
弱
め
ら
れ
て
、
本
当
ら
し
さ
が
演
出
さ

れ
る
。
つ
ま
り
黒
島
は
「
銅
貨
二
銭
」
を
「
二
銭
銅
貨
」
へ
改
変
す
る
さ
い

に
、
藤
二
の
悲
劇
を
受
け
い
れ
易
い
よ
う
に
同
時
代
の
読
者
に
働
き
か
け
る

べ
く
、
感
覚
描
写
を
巧
み
に
用
い
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
工
夫
は
、

「
豚
群
」
に
お
い
て
も
表
れ
る
。

二
、「
豚
群
」
と
靴
音

既
出
の
よ
う
に
「
豚
群
」
は
『
文
芸
戦
線
』（
大
一
五
・
一
一
）
初
出
で

あ
る
。
こ
の
作
品
へ
の
好
評
と
不
評
が
半
ば
す
る
同
時
代
に
対
し
て
、
太
平

洋
戦
争
後
の
評
価
は
お
お
む
ね
高
い
。
ま
ず
同
時
代
評
を
見
て
ゆ
く
。
強
い

て
い
え
ば
欠
点
は
あ
る
が
「「
豚
群
」
は
傑
作
で
あ
る
」（
伊
藤
永
之
介
「
十

一
月
の
創
作
」『
文
芸
時
代
』
大
一
五
・
一（
６
）二）
と
か
、
黒
島
は
「
こ
の
作

品
に
よ
つ
て
真
の
意
味
の
農
民
文
学
の
好
型
を
示
し
て
く
れ
た
」（
林
房
雄

「
豚
群
…
…
黒
島
伝
治
」『
文
芸
戦
線
』
大
一
五
・
一
二
）
と
か
、「
豚
群
」

や
「
砂
糖
泥
棒
」（『
文
芸
市
場
』
大
一
五
・
一
二
）
に
よ
り
「
い
か
に
小
作

農
民
の
実
際
生
活
が
惨
め
で
あ
り
、
虐
げ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
我
々
は
知
る
」

（
中
野
正
人
「
左
翼
文
壇
の
新
人
」『
解
放
』
昭
二
・
一
）
な
ど
の
言
葉
が

あ
る
。
一
方
で
作
品
の
結
末
が
不
評
を
買
う
。
小
作
料
の
代
わ
り
に
豚
を
差

し
押
さ
え
よ
う
と
す
る
地
主
に
対
抗
し
て
、小
作
農
た
ち
が
豚
を
野
に
放
つ
。

そ
し
て
作
品
は
、
彼
ら
は
「
ど
う
に
も
せ
ら
れ
な
か
っ
た
」「
や
つ
た
ゞ
け
、

や�

り�

得�

だ
つ
た
の
で
あ
る
（
傍
点
原
文
マ
マ
）」
と
い
う
言
葉
で
幕
と
な
る

の
だ
が
、
こ
れ
に
苦
言
を
呈
す
る
同
時
代
評
が
あ
る
。「
豚
群
」
か
ら
「
橇
」

（『
文
芸
戦
線
』
昭
二
・
九
）
に
到
り
「
観
よ
う
に
よ
つ
て
は
い
か
に
も
そ

マ
マ

の
当
時
の
宣
伝
文
挙
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
や
う
な
、
些
か
の
意
識
化
が
ほ
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の
め
い
た
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
私
は
『
豚
群
』
の
結
末
が
少
し
あ
き
足

ら
な
か
つ
た
」
と
い
う
前
田
河
広
一
郎
「『
豚
群
』
を
評
す
」（『
文
芸
戦
線
』

昭
二
・
一
二
）。
ま
た
「
豚
群
」
の
労
働
者
の
反
抗
は
児
戯
に
類
す
る
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
ー
ト
の
反
抗
意
識
が
、
こ
の
程
度
の

一
時
の
痛
快
さ
で
充
た
さ
れ
る
と
す
れ
ば
寂
し
い
」
と
い
う
片
上
伸
「
日
本

プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
の
三
四
の
作
品
」（『
中
央
公
論
』
昭
三
・
一
）。
豚
群

を
野
山
に
放
っ
て
快
哉
を
叫
ぶ
こ
と
は
残
念
で
あ
り
、「
黒
島
氏
が
か
う
し

た
戦
術
を
作
品
の
中
で
駆
使
し
た
こ
と
を
以
て
、
や
つ
つ
け
た
だ
け
得
だ
と

考
へ
る
こ
と
は
蓋
し
酷
な
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
」
と
い
う
池
田
寿
夫
「
黒

島
伝
治
論
」（『
大
学
左
派
』
昭
三
・
七
）
な
ど
。

戦
後
に
も
同
様
の
評
が
見
ら
れ
る
。
畑
中
康
雄
・
伊
東
信
・
龍
田
肇
「
黒

島
伝
治
の
文
学
」（『
文
化
評
論
』
昭
三
八
・
一
一
）
は
、「
こ
こ
に
は
闘
争

の
連
続
性
が
な
い
。
こ
す
っ
か
ら
い
百
姓
が
地
主
に
対
し
て
ゴ
ネ
得
す
る
、

そ
ん
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
結
び
で
あ
る
」
と
述
べ（
７
）た。
一
方
で
好
評
も

見
え
る
。「
地
主
小
作
制
度
の
支
配
を
不
当
な
も
の
と
は
っ
き
り
判
断
し
、

こ
れ
と
の
闘
い
を
正
当
だ
と
確
信
し
て
い
て
ゆ
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
」（
小
田

切
秀
雄
「
解
説
」『
土
と
ふ
る
さ
と
の
文
学
全
集
５

反
骨
の
路
線
』
昭
五

一
・
二
、
家
の
光
協
会
）。「
不
当
な
強
制
に
対
す
る
た
た
か
い
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
」（
佐
藤
静
夫
「
解
説
」『
橇
・
豚
群
』
一
九
七
七
・
五
、
新
日
本

出
版
社
）
な（
８
）ど。
つ
ま
り
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
農
民
運
動
は
ど
の
よ
う

に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
た
批
判
が
あ
り
、
し
か
し
争

議
と
い
う
題
材
自
体
は
評
価
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
描
か
れ
た
抵
抗
の

内
容
は
問
題
と
な
る
が
、
争
議
の
描
き
方
の
良
否
は
さ
し
て
重
要
視
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
細
田
民
樹
「『
橇
』
を
評
す
」（『
文
芸
戦
線
』
昭
三
・

一
〇
）
と
い
う
同
時
代
評
が
提
示
す
る
観
点
は
少
し
異
質
な
も
の
と
な
る
。

二
人
の
人
物
の
対
話
で
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
の
評
は
、「『
豚
群
』
は
い
ゝ
作

だ
。
所
謂
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
の
公
式
を
破
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
成
功
し
て

る
。
へ
ん
な
ユ
ー
モ
ア
も
よ
く
生
き
て
ゐ
た
ね
」
と
い
う
讃
辞
に
加
え
て
、

黒
島
の
初
期
作
品
に
は
「
技
巧
尊
重
癖
に
」
魅
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、「
豚
群
」
で
も
「
何
故
豚
を
放
つ
か
」、「
少
し
読
み
進
ま
な
い
と
読
者

に
は
解
ら
な
い
ね
」
と
い
う
注
意
も
述
べ
た
。
こ
の
意
見
が
、
題
材
で
あ
る

争
議
の
描
き
方
に
私
た
ち
を
注
目
さ
せ
る
。「
へ
ん
な
ユ
ー
モ
ア
」
と
は
、

そ
し
て
黒
島
の
技
巧
と
は
何
か
。「
豚
を
放
つ
」
事
情
は
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
の
か
。
ま
ず
作
品
の
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

「
銅
貨
二
銭
」
と
同
じ
く
、
作
品
は
起
承
転
結
の
構
成
で
組
み
立
て
ら
れ

る
。

起
…
…
小
作
料
に
関
わ
る
事
情
か
ら
豚
飼
い
に
専
念
す
る
健
二
が
、
豚

の
解
き
放
ち
に
つ
い
て
考
え
る
。（
一
）

承
…
…
醤
油
屋＝

地
主
が
、
小
作
料
を
負
け
て
も
ら
お
う
と
い
う
小
作

農＝

従
業
員
に
暇
を
出
し
、
か
つ
小
作
料
の
代
わ
り
に
豚
の
差
し
押
さ

え
を
企
む
が
、
小
作
農
に
も
豚
を
解
き
放
つ
と
い
う
合
意
が
あ
る
。
だ

が
自
小
作
農
の
宇
一
は
裏
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。（
二
）

転
…
…
洋
装
の
執
達
吏
が
来
る
が
、
豚
は
野
に
放
た
れ
、
豚
群
が
野
に

満
ち
る
。（
三
の
１
・
２
）

結
…
…
裏
切
り
者
の
豚
は
飢
え
て
斃
れ
、
争
議
の
主
謀
者
は
や�

り�

得�

に

終
わ
る
。（
四
の
１
・
２
）

原
稿
用
紙
二
〇
枚
程
度
。漢
数
字
と
算
用
数
字
の
扱
い
は
既
述
の
と
お
り
。

本
作
の
構
成
上
の
特
徴
は
、
豚
を
放
つ
理
由
が
「
少
し
読
み
進
ま
な
い
と
読

者
に
は
解
ら
な
い
」
こ
と
、
語
り
が
情
報
を
小
出
し
に
す
る
こ
と
だ
。「
健

二
」
が
豚
の
解
き
放
ち
を
考
え
る
一
章
で
は
詳
し
い
事
情
が
示
さ
れ
ず
、
そ
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れ
は
二
章
の
前
半
に
お
い
て
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
続
く
後
半
で
醤
油
屋
に

よ
る
解
雇
、
つ
ま
り
地
主
と
小
作
農
の
関
係
の
決
裂
が
回
想
形
式
で
語
ら
れ

る
。
よ
う
や
く
す
べ
て
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
掲
細
田

「『
橇
』
を
評
す
」
が
触
れ
る
一
章
と
二
章
の
分
か
り
づ
ら
さ
は
、
技
巧
を

活
か
す
た
め
の
そ
れ
で
、
語
る
べ
き
情
報
を
伏
せ
る
こ
と
で
読
者
の
興
味
を

惹
き
つ
け
る
狙
い
が
あ
ろ
う
。
一
章
と
二
章
は
「
少
し
読
み
進
」
む
と
解
る

の
で
あ
り
、「
読
者
に
は
解
ら
な
い
」
疵
は
む
し
ろ
三
章
に
認
め
ら
れ
る
。

豚
が
野
に
放
た
れ
る
過
程
こ
そ
が
分
か
り
づ
ら
い
の
だ
。

そ
も
そ
も
農
民
た
ち
は
「
一
勢
に
豚
を
小
屋
か
ら
野
に
放
つ
こ
と
に
申
合

せ
て
ゐ
た
」
の
だ
が
、
い
ざ
執
達
吏
が
村
へ
入
っ
て
き
た
時
、
村
の
半
数
が

豚
を
出
さ
な
い
。「
こ
れ
ぢ
や
い
か
ん
！
」
と
「
健
二
」
た
ち
は
「
丘
の
細

道
を
家
ご
み
の
方
へ
馳
せ
降
り
て
行
」
く
。
こ
こ
で
語
り
の
焦
点
は
執
達
吏

た
ち
に
転
じ
ら
れ
て
、
彼
ら
の
差
し
押
さ
え
失
敗
の
挿
話
が
始
ま
る
。
結
局

「
夥
た
ゞ
し
い
」
数
の
豚
が
放
た
れ
る
が
、
こ
の
あ
い
だ
「
健
二
」
た
ち
が

ど
の
よ
う
に
活
躍
し
た
の
か
、
読
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
の
行

動
が
ま
る
で
描
か
れ
な
い
か
ら
で
、
次
に
彼
ら
が
物
語
の
前
面
に
現
れ
る
の

は
「
や
つ
と
丘
の
上
へ
引
つ
か
へ
し
て
、
雑
草
の
間
で
一
と
息
つ
い
」
た
場

面
に
お
い
て
で
あ
る
。
硬
軟
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
が
村
の
中
で
運
動
し
た
こ

と
は
確
実
で
、
そ
の
あ
と
で
「
一
と
息
つ
い
」
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
依
然

と
し
て
「
健
二
」
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
活
動
に
よ
り
豚
が
野
に
放
た
れ
た
の

か
は
不
明
だ
。
一
方
で
執
達
吏
た
ち
の
悪
戦
苦
闘
に
照
明
が
当
た
る
。
封
印

（
差
し
押
さ
え
）
に
入
っ
た
最
初
の
小
屋
で
豚
は
柵
の
中
に
い
た
。
だ
が
洋

装
の
「
彼
等
の
靴
音
に
び
つ
く
り
し
て
」
外
へ
出
て
し
ま
う
。「
こ
の
豚
ど

も
を
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
」
た
執
達
吏
は
追
い
か
け
る

が
、「
豚
は
な
ほ
向
う
へ
馳
せ
逃
げ
」
る
。
二
軒
目
の
小
屋
に
豚
は
い
ず
、

が
ら
空
き
。
三
軒
目
に
は
子
豚
を
は
ら
ん
だ
雌
豚
が
、
一
匹
横
た
わ
っ
て
い

る
ば
か
り
。
彼
ら
は
そ
こ
で
初
め
て
の
封
印
を
し
て
外
に
出
た
と
こ
ろ
が
、

野
に
は
豚
群
が
満
ち
て
い
た
。「
健
二
」
た
ち
が
豚
追
い
放
ち
に
暗
躍
す
る

な
か
で
、
執
達
吏
は
右
往
左
往
す
る
こ
と
で
農
民
た
ち
が
反
抗
す
る
た
め
の

時
間
を
稼
い
で
や
り
、
あ
ま
つ
さ
え
豚
を
逃
が
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
し
ま
い
に
「
腹
立
て
怒
つ
て
大
切
な
ズ
ボ
ン
や
ワ
イ
シ
ヤ
ツ
が
汗
と
土

で
汚
れ
る
の
も
忘
れ
て
、
無
暗
に
豚
を
ぶ
ん
殴
り
だ
し
た
」。
彼
ら
の
悪
戦

苦
闘
が
滑
稽
な
印
象
を
与
え
る
理
由
の
一
端
は
、
そ
の
洋
装
に
あ
る
。
ハ
イ

カ
ラ
な
恰
好
で
町
か
ら
村
へ
や
っ
て
来
た
役
人
た
ち
が
、
ほ
う
ほ
う
の
体
で

帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
痛
快
さ
。
結
局
豚
が
放
た
れ
る
過
程
の
分
か
り
づ
ら
さ

は
、
執
達
吏
た
ち
の
ど
た
ば
た
喜
劇
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
こ
で
、

こ
の
喜
劇
が
「
靴
音
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

＊

黒
島
伝
治
の
文
学
に
お
い
て
「
靴
音
」
の
一
語
は
重
い
。
彼
の
靴
に
関
す

る
感
慨
を
、
黒
島
伝
治
遺
稿
／
壺
井
繁
治
編
『
軍
隊
日
記
―
―
星
の
下
を

―
―
』（
一
九
五
五
・
一
、
理
論
社
）
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
黒
島

は
大
正
八
年
一
二
月
「
一
日
、
姫
路
歩
兵
第
十
聯
隊
第
十
中
隊
第
四
班
に
入

営
」
し
た
。
軍
靴
の
支
給
を
受
け
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
が
黒
島
を
苦
し
め
た
。

翌
月
一
五
日
の
記
述
を
引
く
。「
靴
を
は
い
て
い
る
と
足
も
冷
い
。
そ
れ
に
、

足
に
あ
わ
な
い
ぶ
さ
い
く
な
靴
な
の
で
痛
い
。
も
う
二
十
日
も
前
か
ら
足
に

も
凍
傷
が
し
て
は
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
ほ
か
翌
月
五
日
に
も
、
各
自
の
支

給
品
を
連
隊
長
が
検
査
す
る
の
に
備
え
て
、「
銃
、
剣
、
被
服
、
毛
布
、
銃

の
手
入
道
具
、
靴
、
襦
袢
な
ど
片
っ
ぱ
し
か
ら
完
全
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
。
黒
島
の
軍
隊
に
対
す
る
嫌
悪
の
い
く

ぶ
ん
か
に
、
靴
が
関
わ
る
も
の
と
想
像
で
き
る
。
な
お
反
戦
的
な
内
容
で
知

ら
れ
る
「
橇
」（『
文
芸
戦
線
』
昭
二
・
九
）
の
末
尾
近
く
に
、
兵
士
の
行
軍

を
描
い
た
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。「
銃
も
、
靴
も
、
そ
し
て
身
体
も
重

か
つ
た
。
兵
士
は
、
雪
の
上
を
倒
れ
さ
う
に
な
り
な
が
ら
、
あ
て
も
な
く
、

ふ
ら
〳
〵
歩
い
た
。
彼
等
は
自
分
の
死
を
自
覚
し
た
」
と
か
、「
空
腹
と
、

過
労
に
疲
憊
の
極
に
達
し
た
彼
等
が
、
あ
て
も
な
く
ふ
ら
つ
い
て
ゐ
た
。
靴

は
重
く
、
寒
気
は
腹
の
芯
に
ま
で
し
み
通
つ
て
来
た
」
な
ど
の
記
述
だ
。
雪

中
行
軍
の
困
難
を
語
る
う
え
で
、
靴
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
黒

島
文
学
に
靴
が
登
場
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
疎
か
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
足
に
あ
わ
な
い
ぶ
さ
い
く
な
」
粗
悪
品
に
見
舞
わ
れ
た
と
い

う
、
黒
島
の
不
運
を
思
う
一
方
で
、
別
の
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
足
に
あ
わ
な
い
」「
痛
い
」
靴
の
悲
喜
劇
は
複
数
の
資
料
に
表
れ
て
い
る

か
ら
、
そ
れ
は
同
時
代
に
散
見
さ
れ
た
事
態
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。

た
と
え
ば
無
署
名
「
非
衛
生
的
な
見
栄
坊
の
細
い
靴

日
本
人
の
為
め
に

『
靴
』
の
講
演
を
す
る

整
形
学
者
ロ
ー
エ
ン
嬢
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大

一
〇
・
一
一
・
二
・
朝
）
は
、「
靴
は
穿
い
た
時
は
踵
が
ピ
ツ
タ
リ
と
靴
の

底
に
つ
い
て
靴
の
中
で
動
か
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い

う
同
嬢
の
談
話
を
紹
介
す
る
。
彼
女
は
、
特
に
女
学
生
の
靴
に
「
踵
が
高
く

て
足
が
バ
ク
〳
〵
す
る
や
う
な
の
を
見
か
け
ま
す
が
」、
こ
れ
は
足
に
悪
い

と
い
う
。
ま
た
無
署
名
「
衛
生
的
な
靴
を
選
べ

大
切
な
歩
き
方
の
心
得
」

（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
一
二
・
一
二
・
一
五
・
朝
）
に
表
れ
る
「
ミ
ス
・

ウ
エ
ル
ス
」
の
指
摘
も
辛
辣
だ
。

一
番
目
に
つ
き
、そ
し
て
耳
に
障
る
の
は
足
の
持
上
げ
方
の
悪
い
事
と
、

足
を
引
摺
る
事
で
す
。
そ
れ
は
日
本
人
の
足
を
引
摺
つ
て
歩
く
習
慣
が

去
ら
な
い
で
、
一
ト
歩
み
毎
に
足
を
軽
く
上
げ
る
靴
の
穿
き
方
に
慣
れ

な
い
た
め
で
せ
う
が
、外
国
で
は
か
う
し
た
歩
き
方
を
す
る
人
は
馬
鹿
、

無
精
者
と
見
做
さ
れ
ま
す
。
モ
一
つ
は
足
の
運
び
の
悪
い
事
で
、
従
つ

て
大
き
な
重
た
い
音
を
立
て
ま
す
。
こ
れ
は
踵
に
力
を
入
れ
て
歩
く
為

と
、
衛
生
的
な
形
の
靴
を
穿
か
な
い
た
め
で
す
。

類
似
の
指
摘
は
以
後
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ（
９
）る。
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と

は
、「
日
本
人
の
」
靴
は
オ
ー
バ
ー
サ
イ
ズ
で
あ
り
、
さ
ら
に
独
特
の
歩
き

方
の
た
め
に
大
き
な
音
が
す
る
、
と
い
う
像
が
流
布
し
て
い
た
可
能
性
で
あ

る
。
同
時
代
を
生
き
る
黒
島
は
、
自
身
の
体
験
も
相
ま
っ
て
、
豚
小
屋
の
床

板
に
響
く
「
靴
音
」
を
作
中
で
ご
く
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
の

だ
。な

お
作
品
に
こ
と
さ
ら
靴
が
表
れ
る
背
景
に
は
製
靴
業
の
発
展
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
靴
が
「
日
本
の
土
地
を
踏
ん
だ
の
は
明
治
初
年
。（
略
）
陸
軍
の

拡
張
と
共
に
急
速
に
発
達
し
」
た
が
、「
実
用
化
し
て
、
下
駄
の
領
域
を
侵

す
様
に
な
つ
た
の
は
震
災
前
後
か
ら
で
」（「
靴
の
歩
み

ゴ
ム
製
品
は
露
払

ひ
格
」
東
京
朝
日
新
聞
社
経
済
部
編
『
商
品
盛
衰
記
』
昭
四
・
二
、
東
京
朝

日
新
聞
社
）
あ
る
と
い
う
。震
災
後
に
洋
装
化
が
進
ん
で
（
軍
靴
に
対
す
る
）

民
衆
靴
の
需
要
が
増
え
た
の
だ
（
山
川
暁
『
ニ
ッ
ポ
ン
靴
物
語
』
一
九
八

六
・
一
〇
、
新
潮
社
）。
ま
た
震
災
後
は
（
手
縫
い
に
対
す
る
）
機
械
縫
い

の
靴
が
見
直
さ
れ
て
、（
最
新
式
の
）
グ
ッ
ド
イ
ヤ
ー
式
製
靴
機
械
の
導
入

も
広
ま
る
（
日
本
製
靴
株
式
会
社
社
史
編
纂
委
員
会
『
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｓ

日
本

製
靴
の
歩
み
』
平
二
・
一
、
日
本
製
靴
株
式
会
社
）。
ほ
か
「
皮
靴
も
震
災

前
と
今
日
を
比
す
る
と
三
割
八
分
の
需
要
増
を
示
し
て
ゐ
る
」（
無
署
名

「
ど
う
し
て
物
価
は
高
く
な
る

安
く
な
る
べ
き
靴
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
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昭
三
・
四
・
一
四
・
朝
）
こ
と
を
伝
え
る
後
年
の
記
事
も
あ（

１０
）る。
震
災
後
の

洋
装
化
と
機
械
縫
い
の
靴
の
普
及
に
よ
り
、
同
時
期
の
靴
産
業
は
需
要
と
供

給
の
両
面
で
伸
張
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
同
時
代
の
文
脈
を
「
豚
群
」
の
背
景
に
置
く
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
豚
が
び
っ
く
り
し
て
逃
げ
て
し
ま
う
「
靴
音
」
は
、
足
に
合
わ
な
い
靴
、

大
き
な
音
と
い
う
同
時
代
の
像
を
措
い
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ

ら
に
靴
を
履
い
て
洋
服
を
着
た
執
達
吏
が
町
か
ら
村
へ
入
っ
て
き
た
も
の
の

散
々
な
目
に
遭
っ
て
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
戯
画
も
、
洋
装
の
普
及
と
発
展
す

る
製
靴
業
と
い
う
背
景
が
あ
れ
ば
こ
そ
描
か
れ
る
も
の
だ
。
こ
れ
あ
れ
ば
こ

そ
、
靴
や
洋
服
を
身
に
つ
け
て
町
か
ら
き
た
小
役
人
の
本
当
ら
し
さ
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
小
役
人
が
演
ず
る
と
こ
ろ
の
滑
稽
が
、
豚
が

放
た
れ
る
過
程
の
分
か
り
づ
ら
さ
を
覆
う
な
ら
ば
、「
靴
音
」
と
い
う
聴
覚

に
訴
求
す
る
一
語
は
、
や
は
り
重
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
銅
貨
二
銭
」
と
「
豚
群
」
の
あ
い
だ
に
、
目
的
意
識
論
を
享
受
し
た
こ

と
に
よ
る
黒
島
文
学
の
変
化
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。そ
れ
は
「
豚
群
」

が
農
民
運
動
に
取
材
す
る
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
特
有
の
問
題

意
識
を
随
所
に
ち
り
ば
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
る
。
た
と
え
ば
争

議
を
裏
切
る
「
宇
一
」
が
自
分
の
田
畑
を
持
っ
て
い
る
人
物
と
し
て
現
れ
る

プ

チ

ブ

ル

こ
と
で
、
自
小
作
農
の
小
資
本
家
的
側
面
が
強
調
・
批
判
さ
れ
る
こ
と
。
小

作
農
と
争
う
村
の
地
主
が
町
の
資
本
家
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
設
定
。

こ
れ
ら
に
は
、
無
産
者
で
あ
る
小
作
農
が
境
遇
を
同
じ
く
す
る
労
働
者
と
共

闘
す
る
必
要
を
訴
え
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
い
わ
ゆ
る
公
式
が
か
い
ま

見
え
る
。
ま
た
主
人
公
「
健
二
」
は
初
め
争
議
に
傍
観
者
的
な
人
物
で
、
の

ち
中
心
人
物
へ
成
長
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
展
開
も
階
級
意
識
の

獲
得
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
要
件
に
適
う
も
の
だ
。作
中
に
は
、

争
議
を
行
う
こ
と
に
よ
る
不
利
益
を
我
慢
せ
よ
と
か
、
争
議
は
皆
で
一
斉
に

行
え
な
ど
農
民
運
動
に
お
け
る
教
訓
め
い
た
言
葉
も
あ
る
。
だ
が
二
つ
の
作

品
の
違
い
は
そ
れ
だ�

け�

で
は
な
い
。
先
述
の
と
お
り
、「
銅
貨
二
銭
」
に
な

い
皮
膚
感
覚
や
聴
覚
に
訴
え
る
描
写
が
、「
二
銭
銅
貨
」
や
「
豚
群
」
に
は

認
め
ら
れ
る
。
目
的
意
識
論
の
影
響
に
焦
点
を
絞
る
議
論
は
、
有
意
義
な
読

解
の
端
緒
を
多
く
取
り
こ
ぼ
し
て
き
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
二
つ
の
作
品
が
、
共
通
点
を
持
つ
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
都
会

と
田
舎
が
対
比
的
に
表
れ
る
こ
と
が
そ
れ
だ
。

ま
ず
「
銅
貨
二
銭
」
に
は
消
費
文
化
が
田
舎
に
流
入
し
て
、
暮
ら
し
を
変

え
る
様
子
が
表
れ
る
。
先
述
の
と
お
り
南
雲
は
、「
全
く
の
貧
農
で
あ
る
な

ら
ば
、
緒
を
買
う
こ
と
自
体
に
躊
躇
が
あ
る
筈
」
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
家
計

が
苦
し
い
は
ず
が
、
緒
を
綯
う
で
も
な
く
買
う
こ
と
し
か
考
え
な
い
の
は
奇

妙
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
二
銭
を
倹
約
す
る
母
親
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
読
み

と
り
う
る
一
方
で
、
必
要
性
の
低
い
も
の
で
あ
れ
「
買
う
こ
と
自
体
に
躊
躇

が
」
な
い
こ
と
に
同
時
代
の
（
さ
ら
に
現
代
に
通
ず
る
）
世
相
の
反
映
を
読

み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
村
民
郎
『
大
正
文
化
』

（
昭
五
五
・
一
、
講
談
社
）
は
大
正
時
代
に
「
大
量
消
費
時
代
の
到
来
」
を

見
る
。
そ
し
て
「
充
実
し
た
消
費
生
活
」
を
指
摘
す
る
。
瀬
崎
圭
二
『
流
行

と
虚
栄
の
生
成
―
―
消
費
文
化
を
映
す
日
本
近
代
文
学
―
―
』（
二
〇
〇
八
・

三
、
世
界
思
想
社
）
も
消
費
社
会
に
お
け
る
消
費
を
、

た
だ
単
に
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
消
耗
し
て
い
く
行
為
を
表
す
の
で
は
な

モ
ー
ド

く
、
あ
る
一
定
の
共
同
体
に
想
像
的
に
共
有
さ
れ
る
流
行
の
速
度
を
媒
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介
と
し
な
が
ら
、
そ
の
事
物
に
対
す
る
必
要
性
を
あ
ま
り
問
題
と
し
な

い
と
こ
ろ
に
現
象
す
る
商
品
の
購
入
の
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
。（
ル

ビ
原
文
マ
マ
）

と
述
べ
る
。
こ
れ
を
読
解
の
た
め
の
補
助
線
に
用
い
る
こ
と
で
、
苦
し
い

家
計
の
な
か
で
独
楽
の
緒
を
買
う
行
為
に
一
定
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
右
の
引
用
は
中
央
都
市
に
お
け
る
消
費
を
念
頭
に
置
い
た
も
の

だ
が
、
作
品
に
は
そ
の
よ
う
な
消
費
文
化
が
地
方
に
―
―
小
豆
島（

１１
）に―
―
流

入
し
て
、
田
舎
の
暮
ら
し
を
変
え
る
様
子
が
表
れ
た
わ
け
だ
。
新
し
い
独
楽

を
「
買
ふ
て
お
く
れ
！
」
と
ね
だ
る
、
そ
し
て
「
皆
の
よ
れ
短
い
」
規
格
外

の
緒
に
我
慢
が
な
ら
な
い
「
藤
二
」
と
「
緒
を
買
う
こ
と
自
体
に
躊
躇
が
」

な
い
母
の
悲
劇
は
、
消
費
文
化
の
村
落
へ
の
侵
入
が
招
い
た
も
の
で
も
あ
る

の
だ
。

ま
た
「
豚
群
」
は
町
か
ら
来
て
惨
め
に
帰
る
執
達
吏
の
足
元
に
靴
を
配
し

た
。
同
時
代
に
お
い
て
靴
は
、
そ
の
都
市
に
お
け
る
普
及
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。今

和
次
郎
・
吉
田
謙
吉
「
一
九
二
五
年
（
初
夏
）
東
京
銀
座
街
風
俗
記
録
」

（『
婦
人
公
論
』
大
一
四
・
七
）
は
、「
男
は
洋
服
六
七
に
対
し
和
服
三
三
と
」

い
う
百
分
率
が
「
一
、一
八
〇
人
を
調
べ
た
」
結
果
、得
ら
れ
た
と
い
う
（
図

２
参
照
）。
洋
装
の
足
元
を
単
純
に
靴
と
考
え
る
と
、
約
七
割
の
男
が
靴
を

履
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ほ
か
大
町
敏
子
・
名
取
ま
つ
子
調
査
／
今
和
次

郎
整
理
「
小
樽
市
大
通
（
花
園
町
）
服
装
調
査
」（『
考
現
学
採
集
』
昭
六
・

一
二
）
も
、
靴
と
下
駄
の
「
比
は
約
六
対
四
で
、
小
樽
市
の
男
子
の
間
に
は

履
物
と
し
て
靴
が
勝
ち
を
占
め
て
ゐ
る
」
と
ま
と
め
た
。
三
年
前（

１２
）の銀
座
に

お
け
る
約
七
対
三
に
対
し
て
靴
の
比
率
は
や
や
低
い
。
な
お
当
該
の
調
査
を

整
理
す
る
な
か
で
地
下
足
袋
と
わ
ら
じ
の
比
が
「
二
五
対
四
と
出
た
」
こ
と

を
今
は
、「
大
正
十
五
年
の
甲
州
の
山
間
地
の
村
に
於
け
る
採
集
で
は
、
ゴ

ム
足
袋
と
鞋
と
の
比
は
二
四
対
一
と
出
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、（
略
）
都
市

の
中
央
に
於
て
か
ゝ
る
数
字
は
尚
未
だ
内
地
と
比
し
て
余
程
旧
式
で
あ
る
」

と
評
し
た
。
本
州
か
ら
そ
の
外
へ
、
都
市
か
ら
山
間
部
へ
履
き
物
が
改
ま
る

と
い
う
像
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
町
か
ら
来
た
執
達
吏
が
立
て
る
「
靴
音
」
に

は
、
町
村
の
対
比
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
二
つ
の
作
品
が
都
会
と
田
舎
を
対
比
的
に
捉
え
る
こ
と
と
、

作
家
自
身
が
同
時
期
（
大
一
四
・
一
〇
〜
昭
二
・
五
）
に
雑
誌
「「
地
方
」

の
編
集
に
参
画
し
て
い
た
こ
と
」
が
確
か
で
あ
る
（
高
橋
春
雄
「
黒
島
伝
治

と
雑
誌
「
地
方
」
の
こ
と
」『
文
学
的
立
場
』
昭
四
五
・
一
二
）
こ
と
は
無

縁
で
は
な
い
だ
ろ（

１３
）う。
作
中
に
靴
が
表
れ
る
場
合
と
同
じ
く
、
黒
島
文
学
に

お
い
て
は
都
会
と
田
舎
の
対
比
も
、
そ
れ
が
た
だ
偶
然
に
あ
る
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
。
両
者
の
対
比
と
、
さ
ら
に
後
者
に
対
す
る
助
勢
と
い
う
意
図

を
酌
み
と
る
べ
き
だ
。
と
も
あ
れ
以
上
、
目
的
意
識
の
有
無
を
越
え
で
る
初

期
黒
島
文
学
の
一
面
が
明
ら
か
と
な
る
。
都
会
と
田
舎
の
対
比
と
い
う
観
点

が
「
銅
貨
二
銭
」
と
「
豚
群
」
の
双
方
に
見
え
る
こ
と
。
そ
し
て
感
覚
描
写

と
い
う
小
説
技
術
が
改
題
・
改
変
さ
れ
た
「
二
銭
銅
貨
」
と
「
豚
群
」
に
顕

著
に
表
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
特
徴
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は

黒
島
文
学
を
一
層
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
本
邦
の
文
学
者
が
そ
の
作
品
に
親
炙
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
で
あ

る
フ
ィ
リ
ッ
プ
（Charles-Louis

Philippe

）
は
、
同
時
代
に
お
い
て

階
級
芸
術
の
作
家
と
し
て
、
ま
た
郷
土
芸
術
家
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

（
中
村
星
湖
「
生
麦
雑
記

郷
土
芸
術
に
就
て
（
五
）」『
時
事
新
報
』
大
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一
一
・
一
〇
・
二
〇
・
夕
）。
黒
島
「
僕
の
…
…
」
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

往
時
の
自
ら
の
作
風
を
微
温
的
な
も
の
と
し
て
自
己
批
判
し
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

（
２
）
作
家
の
出
自
と
関
係
な
く
作
品
に
〈
貧
し
さ
〉
を
読
み
と
る
論
考
も
あ

る
。
岩
堀
基
「
黒
島
伝
治
に
つ
い
て
（
一
）
―
―
香
川
文
学
の
出
発
点

―
―
」（『
四
国
作
家
』
昭
三
七
・
九
）
は
、
黒
島
の
「
農
民
文
学
の
諸
作

品
は
、（
略
）
貧
困
に
苦
し
む
農
民
の
生
活
や
地
主
の
横
暴
、
資
本
主
義

の
農
村
へ
の
侵
入
な
ど
の
現
実
が
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
て
い

る
」
と
論
じ
、「
二
銭
銅
貨
」
は
「
明
ら
か
に
貧
困
が
生
ん
だ
悲
劇
で
あ

る
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
山
口
守
圀
「
黒
島
伝
治
「
二
銭
銅
貨
」
と
「
豚

群
」」（『
民
主
文
学
』
一
九
八
七
・
一
一
）
も
、「
二
銭
銅
貨
」
で
起
こ
る

事
件
の
「
示
し
て
い
る
こ
と
は
農
民
の
貧
し
さ
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
の

農
村
の
縮
図
で
あ
る
。
新
し
い
独
楽
を
買
っ
て
や
る
ど
こ
ろ
か
、
緒
を
買

う
二
銭
の
金
さ
え
お
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
母
親
」
が
描
か
れ
る
と
述

べ
る
。

（
３
）
単
行
本
所
載
「
二
銭
銅
貨
」
末
尾
に
は
「
一
九
二
五
、
九
月
」
と
注
記

が
あ
る
。
脱
稿
の
時
期
を
示
す
か
。
な
お
単
行
本
所
載
「
豚
群
」
末
尾
に

も
「
一
九
二
六
・
十
月
」
と
注
記
が
あ
る
。

（
４
）
昭
和
七
年
ま
で
に
さ
ら
に
一
�一
三
億
枚
が
発
行
さ
れ
た
。
な
お
貨
幣

の
直
径
・
重
量
や
、
発
行
枚
数
・
発
行
期
間
に
つ
い
て
は
、
石
原
幸
一
郎

編
纂
『
日
本
貨
幣
収
集
事
典
』（
平
一
五
・
五
、
原
点
社
）
や
、
利
光
三

津
夫
他
編
共
著
『
日
本
通
貨
図
鑑
』（
平
一
六
・
六
、
日
本
専
門
図
書
出

版
株
式
会
社
）
を
参
照
し
た
。

（
５
）
昭
和
一
三
年
ま
で
に
さ
ら
に
七
�六
四
億
枚
が
発
行
さ
れ
た
。

（
６
）
伊
藤
は
、「
強
い
て
難
を
言
へ
ば
可
也
入
念
に
地
主
と
の
争
議
を
描
い

て
居
り
な
が
ら
事
件
及
び
人
物
の
影
が
稀
薄
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
７
）
た
だ
し
こ
の
論
は
、「「
豚
群
」
は
黒
島
伝
治
の
農
民
小
説
中
で
も
か
な

り
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
お
も
し
ろ
さ
も
抜
群
で
あ
る
」
と
作
品
を
称

揚
し
て
も
い
る
。

（
８
）
こ
の
ほ
か
小
田
切
秀
雄
「
解
説
」（『
黒
島
傳
治
全
集

Ⅰ
』
昭
四
五
・

四
、
筑
摩
書
房
）
は
、
黒
島
が
労
働
者
運
動
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
飛

躍
を
「
ど
の
よ
う
に
自
分
の
内
的
な
世
界
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い

た
か
は
、『
二
銭
銅
貨
』
の
文
体
や
表
現
と
い
く
ら
か
ち
が
う
闘
争
的
な

ユ
ー
モ
ア
が
『
豚
群
』
の
な
か
に
躍
動
し
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
一
つ
の

現
わ
れ
を
を
も
っ
て
い
る
」
と
分
析
し
た
。
ま
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著

／
徳
岡
孝
夫
訳
『
日
本
文
学
史

近
代
・
現
代
篇
二
』（
昭
五
九
・
一
一
、

中
央
公
論
社
）
は
「
生
真
面
目
す
ぎ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
中
で
、
愉

快
な
空
想
の
躍
る
黒
島
の
『
豚
群
』
は
、
一
服
の
清
涼
剤
と
言
え
る
の
で

あ
る
」
と
評
価
し
た
。

ス
マ
ー
ト

（
９
）
た
と
え
ば
伊
東
茂
平
（
山
岡
毛
皮
店
婦
人
洋
装
部
）「
瀟
洒
な
洋
装
と

は
ど
ん
な
も
の
で
せ
う
？
―
―
帽
子
、
襟
巻
、
靴
下
、
靴
の
注
意
―
―
」

（『
婦
女
界
』
昭
五
・
三
）（
ル
ビ
原
文
マ
マ
）
は
、「
一
体
日
本
人
は
靴

が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
で
す
が
、
靴
は
足
が
、
う
ま
る
よ
う
に
す
る
よ
り
、

靴
の
上
に
の
る
心
地
で
ゐ
て
ほ
し
い
の
で
す
」
と
述
べ
る
。
ま
た
安
江
雅

勝
（
日
本
足
袋
株
式
会
社
技
師
）「
靴
の
常
識
（
一
）」（『
被
服
』
昭
六
・

一
）
は
、「
靴
の
大
さ
と
足
の
大
さ
と
が
合
理
的
に
適
合
せ
ぬ
故
」、
靴
を

穿
く
と
窮
屈
で
豆
が
で
き
る
、
そ
の
反
対
に
靴
の
中
で
足
が
躍
る
な
ど
の

結
果
を
招
く
。「
未
だ
日
本
で
は
靴
の
選
び
方
が
充
分
徹
底
せ
ぬ
の
で
喜

劇
が
随
所
に
沢
山
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
キ
ャ
サ
リ
ン
・
サ
ン

ソ
ム
著
／
大
久
保
美
春
訳
『
東
京
に
暮
す

１
９
２
８
―
１
９
３
６
』

（
一
九
九
四
・
一
二
、
岩
波
書
店
。
原
本
はK

atharine
Sansom

,Living
in
T
okyo.London:Chatto

&
W
indus,1937

）
は
詳
し
く
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

日
本
の
履
物
を
は
い
た
時
に
は
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
き
ま
す
。
引
き

ず
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
履
物
の
構
造
上
ど
う
し
て
も
足
を
引

き
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
日
本
人
が
固
い
地
面
を
歩
く
時
の
パ
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タ
パ
タ
と
い
う
音
を
嫌
う
外
国
人
も
い
れ
ば
、
心
地
よ
い
音
だ
と
い

う
外
国
人
も
い
ま
す
。
そ
の
音
は
日
本
人
の
生
活
の
ゆ
っ
く
り
し
た

リ
ズ
ム
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
革
靴
を
引
き
ず
る
と
堪
え
難
い
ほ

ど
不
快
な
音
が
し
ま
す
。

な
お
靴
に
関
し
て
角
田
由
美
子
「
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
靴

の
変
遷
」（『
学
苑
・
近
代
文
化
研
究
所
紀
要
』
平
一
八
・
八
）
所
載
の
「
靴

に
関
す
る
記
述
資
料
」
を
参
照
し
た
。

（
１０
）
佐
藤
栄
孝
編
『
靴
産
業
百
年
史
』（
昭
四
六
・
三
、
日
本
靴
連
盟
）
所

載
の
「
大
正
時
代
の
革
靴
生
産
数
量
」
に
よ
る
と
革
靴
生
産
数
は
大
正
一

一
年
に
一
五
七
万
足
（
概
数
。
以
下
同
じ
）、
一
二
年
に
一
四
三
万
足
、

一
三
年
に
一
六
二
万
足
、
一
五
年
に
二
二
七
万
足
と
増
加
傾
向
に
あ
る
と

い
う
。

（
１１
）
作
中
に
は
、「
隣
部
落
の
寺
の
広
場
へ
、
田
舎
廻
り
の
角
力
が
来
た
」

と
い
う
文
脈
が
あ
る
。
ま
た
「
え
い
」（
良
い
）、「
ウ
ラ
」（
私
）、「
さ
ら
」

（
↓
さ
ら
っ
ぴ
ん

新
品
）、「
…
…
や
か
い
」（
…
…
な
ど
）、「
ボ
ツ
コ
」

（
非
常
に
）、「
は
い
」（
早
く
）、「
お
ど
れ
」（
貴
様
）
な
ど
小
豆
島
方
言

が
見
え
る
。
小
豆
島
の
民
俗
を
語
る
会
編
『
小
豆
島
の
方
言
集
』（
平
一

三
・
五
、
小
豆
島
民
俗
資
料
館
）
参
照
。
な
お
作
中
で
「
ド
ー
ナ
リ
ヤ
」

（
ど
う
な
る
か
）
が
「
厭
だ
な
あ
」
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
右
の
方
言
集
に
よ
れ
ば
こ
の
語
義
は
「
ど
う
な
い
」
に
充
て
ら
れ

る
べ
き
だ
。

（
１２
）
当
該
の
履
き
物
調
査
は
昭
和
三
年
八
月
九
日
午
前
に
行
わ
れ
た
。

（
１３
）
都
会
を
排
し
て
農
村
の
尊
重
を
唱
え
る
雑
誌
『
農
民
』（
昭
二
・
一
〇

〜
昭
三
・
六
ほ
か
）
派
と
の
立
場
の
類
似
も
気
に
な
る
。
黒
島
は
『
農
民
』

の
発
行
母
体
で
あ
る
「
農
民
文
芸
会
」
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
資
料
の
引
用
に
際
し
て
原
則
的
に
新
字
体
を
用
い
た
が
、
引

用
元
の
資
料
が
新
字
体
を
採
ら
ず
「
傳
治
」
の
表
記
を
用
い
る
場
合
は
、

そ
の
意
向
を
尊
重
し
た
。
併
せ
て
「
壺
井
」
の
表
記
も
改
変
を
控
え
た
。

【
謝
辞
】
関
谷
一
郎
先
生
主
催
「
ヒ
グ
ラ
シ
ゼ
ミ
」（
二
〇
一
四
、
於
東
京
学

芸
大
学
）
で
本
稿
に
つ
い
て
発
表
し
、
錬
成
の
機
会
を
得
た
。
ゼ
ミ
に
参

加
さ
れ
た
諸
氏
に
、
末
尾
な
が
ら
鳴
謝
申
し
あ
げ
る
。

（
む
く
ぼ
う
て
つ
や

本
学
兼
任
講
師
）
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図
１

上
か
ら
十
銭
白
銅
貨
、
桐
一
銭
青
銅
貨
、
二
銭
銅
貨
。
台
紙
は
五
㎜
方
眼
紙
。

図
２
「
一
九
二
五
年
東
京
銀
座
街
風
俗
記
録
」
口
絵
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