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の
文
化
生
活
に
大
い
に
貢
献
し
た
才
人
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
で
は
ザ
ル
テ
ン
は
一
九
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
代
表
的
な

作
家
集
団
「
若
い
ウ
ィ
ー
ン
」、
特
に
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
や
ホ
ー
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
と
の
関
連
で
し
か
、
ほ
ぼ
彼
の
名
前
は
登
場
し
な
く
な
っ
た
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
ザ
ル
テ
ン
は
第
二
次
大
戦
直
後
に
亡
命
先
の
ス
イ

ス
で
死
亡
し
、
そ
の
間
の
消
息
が
詳
ら
か
で
は
な
く
、
か
つ
ま
た
、
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
る
彼
の
作
品
は
焼
失
し
た
り
、
散
逸
し
て
し
ま
い
、
研
究
は
考

古
学
研
究
に
も
似
た
発
掘
作
業
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が

あ
っ
た
。
こ
の
状
況
を
打
破
し
た
の
が
二
〇
〇
二
年
に
出
た
ユ
ル
ゲ
ン
・

エ
ー
ネ
ー
ス
の
博
士
論
文
『
フ
ェ
ー
リ
ク
ス･

ザ
ル
テ
ン
の
物
語
作
品
』

フ
ェ
ー
リ
ク
ス･

ザ
ル
テ
ン
（
本
名
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
ザ
ル
ツ
マ
ン
、

一
八
六
九
〜
一
九
四
五
）
は
小
説
家
、
戯
曲
作
家
、
翻
訳
家
、
文
芸
批
評

家
、
演
劇
批
評
家
、
オ
ペ
レ
ッ
タ
の
リ
ブ
レ
ッ
ト
作
家
、
映
画
の
台
本
作

家
、
編
集
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
と
創
作
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
旺

盛
に
活
動
し
、
コ
ラ
ム
だ
け
取
っ
て
も
七
〇
〇
〇
編
を
残
し
た
多
作
家
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
原
稿
に
は
ほ
と
ん
ど
加
筆
修
正
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
巧
み
な
文
章
家
で
あ
っ
た
。
彼
の
活
動
は
創
作
分
野
だ
け

に
と
止
ま
ら
ず
、
映
画
制
作
者
、
劇
場
所
有
者
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ペ
ン

ク
ラ
ブ
会
長
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
協
会
会
長
と
さ
ま
ざ
ま

な
肩
書
き
を
持
ち
、
ま
さ
に
八
面
六
臂
の
活
躍
を
し
、
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン

シ
オ
ニ
ス
ト 

フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
ザ
ル
テ
ン

―
パ
レ
ス
チ
ナ
紀
行
『
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
』
―

村
山
雅
人
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で
あ
る
。

ザ
ル
テ
ン
は
一
八
八
九
年
に
文
芸
誌
や
芸
術
年
鑑
に
詩
や
批
評
を
寄
稿

し
、
エ
ド
ア
ル
ト
・
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
カ
フ
カ
が
一
八
九
〇
年
、
若
い
作
家

た
ち
に
呼
び
か
け
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
新
し
い
文
学
創
造
の
た
め

に
文
芸
誌
『
現
代
文
学
』
を
創
刊
し
た
と
き
、
ザ
ル
テ
ン
も
そ
こ
に
参
加

し
た
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
彼
の
個
人
情
報
に
関
し
て
、
作
家
自
身
も
多

く
を
語
っ
て
お
ら
ず
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
の
時
、
カ
フ
カ
の
主
唱
で
参

集
し
た
二
〇
名
を
越
え
る
若
い
作
家
た
ち
が
カ
フ
ェ
「
グ
リ
ー
ン
シ
ュ
ダ

イ
ド
ゥ
ル
」
を
集
合
場
所
と
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
当
時
「
グ
リ
ー
ン

シ
ュ
ダ
イ
ド
ゥ
ル･

グ
ル
ー
プ
」
と
呼
ば
れ
た
。
後
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
は

文
学
史
上
に
「
若
い
ウ
ィ
ー
ン
」
と
し
て
名
を
止
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
「
グ
リ
ー
ン
シ
ュ
ダ
イ
ド
ゥ
ル
」
も
当
時
ウ
ィ
ー
ン
随
一
の
文
学
カ

フ
ェ
と
し
て
の
名
声
を
今
日
に
至
る
ま
で
残
し
て
い
る
。

「
若
い
ウ
ィ
ー
ン
」の
中
で
、特
に
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル･

シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
、

フ
ー
ゴ
ー･

フ
ォ
ン･

ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト･
ベ
ー
ア

＝
ホ
フ
マ
ン
そ
し
て
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
ザ
ル
テ
ン
の
四
人
は
作
家
と
し
て

の
評
価
が
飛
び
抜
け
て
い
て
、
彼
ら
は
自
然
と
親
密
な
関
係
に
な
り
、
グ

ル
ー
プ
内
で
特
に
彼
ら
四
人
を
指
し
て
「
ク
リ
ク
（
一
派
）」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
た
。

ザ
ル
テ
ン
は
現
在
、
先
に
示
し
た
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
、
シ
ュ
ニ
ッ

ツ
ラ
ー
や
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
隠
れ
て
、
す
っ
か
り
影
が
薄
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
一
九
二
三
年
に
一
つ
の
作
品
を
発
表
す
る
と
す
ぐ

に
様
々
な
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
、
彼
の
名
前
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
境
を

越
え
て
有
名
に
な
り
、
ウ
ィ
ー
ン
の
文
学
界
で
最
も
著
名
な
作
家
に
上
り

詰
め
た
。
そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
語
で
子
供
を
意
味
す
る
「
バ
ン
ビ
ー
ノ
」
に

由
来
す
る
動
物
物
語
『
バ
ン
ビ
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
四
二
年
、
ウ
ォ

ル
ト･

デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
こ
の
作
品
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
化
す
る
と
、

映
画
は
一
躍
世
界
を
席
巻
し
、
原
作
者
も
世
界
の
作
家
と
な
っ
た
。
だ
が

フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
ザ
ル
テ
ン
は
、
ま
さ
し
く
現
時
点
で
は
、
二
〇
〇
六
年

刊
行
の
論
文
集
に
冠
さ
れ
た
標
題
が
う
ま
く
言
い
当
て
た
「
無
名
の
著
名

人
」（
１
）と

言
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
ザ
ル
テ
ン
は
、
父
親
が
事
業
に
失
敗
す
る
、
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
の
低
学
年
ま
で
ウ
ィ
ー
ン
の
市
民
階
級
に
属
す
る
典
型
的
な
同
化

ユ
ダ
ヤ
人
の
家
庭
で
育
っ
た
。
彼
は
父
親
を
例
に
取
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
時
代
の
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭
の
雰
囲
気
を
こ
う
伝
え
て
い
る
。「
父
の

考
え
や
見
解
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
リ
ベ
ラ
ル
な
時
代
の
も
の
で
あ
っ

た
。････

彼
は
心
か
ら
人
間
間
の
宥
和
、
つ
ま
り
民
族
間
の
敵
意
が
無

く
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
諸
国
民
の
共
同
体
に
融
合
す
る
、
と
信
じ
て
い
た
。

父
は
信
教
の
違
い
を
時
代
遅
れ
で
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
笑
い
飛
ば
し
た
。
そ

し
て
彼
は
、
ラ
ビ
の
息
子
と
し
て
授
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
の
精
神
的
教
育
や



シオニスト フェーリクス・ザルテン— 29 —

ユ
ダ
ヤ
教
信
仰
を
軽
率
な
性
格
に
駆
ら
れ
捨
て
去
っ
た
。
父
も
ま
た
、
彼

が
支
持
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
時
代
の
考
え
方
に
沿
っ
て
心
情
の
上
で
は
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
教
の
規
定
や
伝
統
か
ら
自
由
な
、
い
わ

ば
漠
然
と
し
た
汎
神
論
に
傾
倒
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
子

供
た
ち
が
宗
教
の
授
業
を
受
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な

か
っ
た
」（
２
）こ
の
環
境
で
育
っ
た
ザ
ル
テ
ン
自
身
「
子
供
の
時
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
で
は
な
か
っ
た
」（
100
）
と
言
う
よ
う
に
、
自
ら
の
出
自
に
つ
い
て
ま
っ

た
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
物
語
る
例
と
し
て
、
当
時
小
学
校
で
は

ユ
ダ
ヤ
教
の
授
業
が
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
授
業
に

出
て
、
大
変
行
儀
良
く
熱
心
な
生
徒
だ
っ
た
の
で
、
教
師
の
神
父
か
ら
ほ

め
ら
れ
て
褒
美
を
も
ら
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
述
懐

は
、
一
八
七
〇
年
代
は
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
人
が
同
化
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
許

さ
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
的
雰
囲
気
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で

も
あ
る
。
ザ
ル
テ
ン
が
自
ら
の
出
自
を
い
や
が
上
に
も
意
識
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
の
は
、
八
〇
年
代
初
め
か
ら
充
満
し
つ
つ
あ
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ

人
の
雰
囲
気
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
接
し
た
時
が
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

の
体
験
を
、
後
に
ザ
ル
テ
ン
は
彼
の
成
長
過
程
に
お
け
る
「
屈
曲
」
と
捉

え
た
。
こ
れ
以
降
、
彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
自
覚
は
時
間
の
経
過
と
と

も
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。「
ユ
ダ
ヤ
人
意
識
は
わ
た
し
が
成
長
す
る
に
つ

れ
て
強
く
な
り
、
わ
た
し
自
身
が
成
熟
し
て
ゆ
く
の
に
合
わ
せ
て
、
そ
の

意
識
も
わ
た
し
の
内
面
で
成
熟
し
て
い
っ
た
」（
103
）
ザ
ル
テ
ン
の
心
情

変
化
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
テ
オ
ド
ー
ル･

ヘ
ル
ツ
ル
（
一
八
六
〇

〜
一
九
〇
四
）
の
登
場
だ
っ
た
。「
そ
う
し
た
時
に
テ
オ
ド
ー
ル･

ヘ
ル

ツ
が
現
れ
た
。
わ
た
し
は
彼
に
よ
っ
て
自
分
が
正
し
い
と
わ
か
り
、
彼
の

風
貌
や
人
間
性
、
彼
と
の
交
流
が
わ
た
し
を
夢
中
に
さ
せ
た
。
彼
の
犠
牲

を
い
と
わ
な
い
、
勇
気
あ
る
信
条
表
明
が
、
わ
た
し
や
偽
り
の
な
い
感
受

性
を
持
っ
た
人
た
ち
に
、
彼
に
味
方
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
認
め
る
の
が
義

務
だ
、
と
命
じ
た
」（
103
）
ザ
ル
テ
ン
は
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
や
ホ
ー
フ
マ

ン
ス
タ
ー
ル
と
違
っ
て
、
ヘ
ル
ツ
ル
が
創
刊
し
た
シ
オ
ニ
ズ
ム
機
関
誌

『
世
界
』
へ
一
八
九
九
年
か
ら
二
年
間
、
第
一
六
号
か
ら
第
二
六
号
ま
で

コ
ラ
ム
を
定
期
的
に
寄
稿
し（
３
）、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。
当

時
、
大
方
の
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
状
況
下
で
、
シ
オ
ニ
ズ
ム

に
明
確
な
支
持
表
明
を
す
る
こ
と
は
か
な
り
の
リ
ス
ク
を
負
っ
た
。
そ
う

し
た
時
代
状
況
を
、
ヘ
ル
ツ
ル
の
協
力
者
だ
っ
た
イ
シ
ド
ー
ル
・
シ
ャ
リ
ッ

ト
は
簡
潔
に
こ
う
記
し
て
い
る
。「
こ
の
問
題
は
彼
ら
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
に

は
あ
ま
り
に
ば
か
ば
か
し
く
、
ま
た
彼
ら
の
将
来
の
経
歴
を
き
わ
め
て
危

う
く
す
る
も
の
に
見
え
た
。
ヘ
ル
ツ
ル
が
獲
得
で
き
た
の
は
ひ
と
り
の
若

い
作
家
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
フ
ェ
ー
リ
ク
ス･

ザ
ル
テ
ン
だ
っ

た
」（
４
）ザ
ル
テ
ン
は
ヘ
ル
ツ
ル
の
死
後
も
、
プ
ラ
ハ
、
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
、
ク

ラ
カ
ウ
、
レ
ン
ベ
ル
ク
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ッ
ツ
で
の
講
演
活
動（
５
）を

通
じ
て
シ
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オ
ニ
ズ
ム
運
動
と
の
接
点
を
絶
た
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
オ
ニ
ズ

ム
や
ユ
ー
デ
ン
ト
ゥ
ー
ム
に
対
し
て
ザ
ル
テ
ン
が
示
し
た
興
味
や
実
際
の

関
与
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
あ
る
時
「
若
い
ウ
ィ
ー
ン
」
の

リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン･

バ
ー
ル
は
、
ヘ
ル
ツ
ル
の
死
後

シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
牽
引
車
と
し
て
の
役
割
を
ザ
ル
テ
ン
が
果
た
す
べ
き

だ
、
と
勧
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る（
６
）。

ザ
ル
テ
ン
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
姿
勢
や
見
解
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
旅

行
記
『
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
』
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
出
さ
れ
る
。

彼
は
一
九
二
四
年
パ
レ
ス
チ
ナ
旅
行
を
企
て
、
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
り

歴
史
的
な
都
市
や
当
時
す
で
に
百
ほ
ど
あ
っ
た
入
植
地
を
訪
ね
る
。当
時
、

も
ち
ろ
ん
人
口
分
布
の
点
で
、
ア
ラ
ブ
人
は
五
〇
万
人
と
圧
倒
的
多
数
派

を
形
成
し
て
い
た
が
、
あ
る
特
別
な
都
市
を
除
い
て
、
三
つ
の
宗
教
の
信

徒
が
混
在
し
て
住
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
こ
の
時
代
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は

ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
新
た
な
開
墾
や
入
植
地
の
整
備
拡
大
が
急
速
に
進
ん
で

い
た
。
つ
ま
り
、一
九
一
七
年
イ
ギ
リ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ホ
ー

ム
建
設
支
持
を
正
式
表
明
し
た
「
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言
」
以
降
、
自
ら
の
国

を
建
設
す
る
と
い
う
理
想
に
燃
え
た
若
者
を
主
体
と
し
た
移
住
者
が
急
増

し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
人
口
を
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
押
し
上
げ
た
。
い
わ
ゆ
る

第
三
次
ア
リ
ヤ
ー
と
呼
ば
れ
た
時
期
で
一
九
二
三
年
ま
で
続
い
た
。
こ
の

シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
が
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
時
期
に
、
ザ
ル
テ
ン
は

様
々
な
形
態
や
進
捗
状
況
を
呈
し
て
い
た
入
植
地
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
回

り
、
そ
の
際
若
干
の
ア
ラ
ブ
人
村
も
訪
ね
、
そ
の
時
に
得
た
ユ
ダ
ヤ
人
国

家
建
設
に
つ
い
て
の
未
来
展
望
を
示
す
。「
ほ
ん
の
一
部
で
、
す
べ
て
と

は
言
え
な
い
が
、
わ
た
し
は
こ
の
国
を
見
て
回
っ
た
。
現
在
そ
し
て
未
来

に
向
け
て
完
全
に
目
覚
め
た
ひ
と
つ
の
国
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
こ
こ

で
自
ら
の
生
活
を
築
こ
う
と
す
る
若
者
た
ち
を
見
て
、
母
親
の
胎
内
に
い

る
子
供
の
心
拍
と
同
じ
に
、
ま
だ
生
ま
れ
ざ
る
新
し
い
時
代
の
脈
動
を
聞

い
た
」（
98
）
と
。

こ
の
表
明
に
す
で
に
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
が
実
現
可
能
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
紀
行
を
通
し
て
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
著
者
の
意

図
が
明
ら
か
に
な
る
。『
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
』は
、ヘ
ル
ツ
ル
の『
ユ

ダ
ヤ
人
国
家
』（
一
八
九
六
）
や
空
想
未
来
小
説
『
古
い
が
新
し
い
国
』（
一

九
〇
二
）
と
同
種
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
書
に
属
す
る
と
断

定
で
き
る
。

ザ
ル
テ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
離
散
以
降
パ
レ
ス
チ
ナ
に
二
千

年
間
住
み
着
い
て
い
る
ア
ラ
ブ
人
と
一
八
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
い
わ

ゆ
る
帰
還
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
間
で
様
々
な
対
立
や
紛
争
が
起
こ
っ

て
い
て
、
不
穏
な
情
勢
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
ビ
デ
王
が
推
戴
さ
れ
、
エ
ル
サ
レ

ム
に
移
さ
れ
る
ま
で
都
で
あ
っ
た
ヘ
ブ
ロ
ン
や
旧
約
聖
書
で
シ
ケ
ム
と
呼
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ば
れ
た
町
ナ
ブ
ル
ス
と
い
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
に
と
っ
て
の
歴
史
的
都
市
は
、

完
全
に
ア
ラ
ブ
人
の
支
配
下
に
あ
り
、
当
時
ユ
ダ
ヤ
人
が
足
を
踏
み
入
れ

る
の
は
危
険
で
あ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
例
外
で

あ
り
、
ザ
ル
テ
ン
は
両
民
族
が
将
来
に
向
け
て
一
国
内
で
共
生
し
て
ゆ
く

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
見
解
を
証
明
す
る
た
め
に
、
入
植

地
で
あ
る
と
共
に
小
さ
な
町
を
形
作
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ン
デ
、

ペ
タ
ハ
・
テ
ィ
ク
ヴ
ァ
で
起
こ
っ
た
悲
劇
を
、
ま
さ
に
雨
降
っ
て
地
固
ま

る
が
如
き
例
証
と
し
て
挙
げ
る
。

ペ
タ
ハ
・
テ
ィ
ク
ヴ
ァ
は
一
八
八
〇
年
代
の
初
め
に
開
拓
が
始
ま
り
、

今
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
果
実
が
た
わ
わ
に
実
り
、
平
穏
に
開
拓
の
歴
史
を
刻

ん
で
き
た
大
変
豊
か
な
入
植
地
の
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
ゲ
マ

イ
ン
デ
は
数
年
前
五
〇
〇
〇
人
の
ア
ラ
ブ
人
に
襲
わ
れ
た
歴
史
を
持
っ
て

い
た
。
周
囲
に
十
分
な
防
衛
施
設
が
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
町
は

少
数
の
防
衛
団
だ
け
で
、
援
軍
が
来
る
ま
で
の
数
時
間
、
自
力
で
襲
撃
を

持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
戦
い
が
終
わ
っ
て
、
ひ
と
り
の

青
年
が
無
惨
な
死
体
で
見
つ
か
っ
た
。
両
足
は
切
断
さ
れ
、
そ
の
両
足
は

靴
を
履
い
た
ま
ま
切
り
裂
か
れ
た
腹
部
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
襲
撃
の
首
謀
者
は
拘
束
さ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
二
〇
年
の
禁
固

刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
事
件
は
落
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

事
件
の
本
当
の
展
開
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
マ
イ
ン
デ
、

ペ
タ
ハ
・
テ
ィ
ク
ヴ
ァ
は
そ
れ
か
ら
一
年
も
経
ず
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
委

任
統
治
政
府
に
恩
赦
を
嘆
願
し
た
。
高
等
弁
務
官
は
即
座
に
そ
れ
を
承
認

し
、
ア
ラ
ブ
人
受
刑
者
は
釈
放
さ
れ
た
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
ユ
ダ
ヤ

人
指
導
者
は
今
後
の
両
民
族
の
融
和
を
固
め
る
た
め
に
、
こ
の
男
の
出
所

を
祝
う
会
食
を
催
し
た
。
元
受
刑
者
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
政
治
家
に
付
き
添

わ
れ
て
そ
れ
に
出
席
し
、
そ
し
て
自
ら
進
ん
で
、
今
後
決
し
て
ユ
ダ
ヤ
人

と
ユ
ダ
ヤ
人
の
活
動
に
危
害
を
加
え
な
い
、
と
誓
っ
た
。
以
上
が
、
こ
の

惨
い
事
件
の
顛
末
で
あ
る（
７
）。

ザ
ル
テ
ン
は
、
こ
の
惨
事
を
最
終
的
に
収
拾
す
る
た
め
に
取
っ
た
ユ
ダ

ヤ
人
の
行
動
を
き
わ
め
て
適
切
か
つ
理
性
的
な
解
決
方
法
で
あ
っ
た
と
評

価
す
る
。「
こ
の
平
和
と
宥
和
の
政
治
行
動
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
な
し
得
る

唯
一
正
し
い
政
治
的
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
心
性
と
ユ
ダ
ヤ

人
の
精
神
に
叶
う
だ
け
で
な
く
、
真
の
人
間
的
な
要
請
を
満
た
す
も
の
で

も
あ
る
」（
254
）
さ
ら
に
彼
は
、
二
民
族
一
国
家
で
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
守
る
べ
き
姿
勢
を
こ
う
明
言
す
る
。「
こ
こ
太
古
の

故
郷
の
地
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
征
服
欲
の
強
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
態

度
を
取
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
暴
力
に
対
し
て
暴
力
で
応
じ
よ
う
と
し
て

は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
十
分
な
力
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
な

お
の
こ
と
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
254
）
と
。

ア
ラ
ブ
人
と
の
宥
和
と
共
生
努
力
を
、
ザ
ル
テ
ン
は
ま
た
ひ
と
り
の
人
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物
を
通
し
て
例
示
す
る
。
名
前
を
ヨ
ー
ゼ
フ･

ト
ラ
ン
ペ
ル
ド
ー
ア
と
言

い
、
元
々
ロ
シ
ア
の
軍
人
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
出
自
に
も
か
か
わ
ら
ず
将
校

に
昇
進
し
、
日
露
戦
争
で
片
腕
を
失
い
な
が
ら
も
武
勲
を
た
て
て
勲
章
で

表
彰
さ
れ
た
後
、
第
一
次
大
戦
時
に
イ
ギ
リ
ス
軍
の
将
校
と
し
て
パ
レ
ス

チ
ナ
に
従
軍
し
、
大
尉
で
軍
歴
を
終
え
た
。
彼
は
戦
後
も
シ
リ
ア
国
境
の

開
拓
地
テ
ル
・
カ
イ
に
入
植
者
と
し
て
居
残
り
、
歴
史
を
遡
れ
ば
兄
弟
民

族
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
に
尽
力
し

た
。
し
か
し
そ
の
甲
斐
む
な
し
く
、
圧
倒
的
多
数
を
誇
る
ア
ラ
ブ
人
と
の

壮
絶
な
戦
闘
で
倒
れ
、
入
植
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
英
雄
と
し
て
名
を
残
す
。

か
く
し
て
、
こ
の
英
雄
の
名
前
に
因
ん
だ
入
植
地
テ
ル
・
ヨ
ー
ゼ
フ
が
誕

生
し
た
。
そ
こ
で
は
、
第
三
ア
リ
ヤ
ー
の
若
い
移
住
者
た
ち
に
よ
っ
て
キ

ブ
ツ
方
式
の
集
団
農
場
が
合
理
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
。

ト
ラ
ン
ペ
ル
ド
ー
ア
の
活
動
は
、
ひ
と
り
の
ア
ラ
ブ
人
に
よ
っ
て
ド
ラ

マ
作
品
と
し
て
も
描
か
れ
た
。
作
者
は
ア
シ
ス
・
ド
ー
メ
ト
。
彼
は
十
字

軍
の
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
非
常
に
古
い
シ
リ
ア
人
家
系
の

ア
ラ
ブ
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
ザ
ル
テ
ン
は
彼
と
一
度
ウ
ィ
ー
ン
で
面
識

が
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
ド
ー
メ
ト
の
作
品
の
意
義
を
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ

人
、
そ
し
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
の
二
重
の
関
係
に
絡
め
て
こ
う
解
釈
す
る
。「
ひ
と
つ
の
偉
大
な
思
想

が
重
大
な
現
象
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
個
人
の
作
用
が
未
来
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
そ
し
て
、
ア
シ
ス
・
ド
ー
メ
ト
の
よ
う
な
今
日
な
お
き
わ
め
て
希

有
な
事
例
を
通
し
て
、
今
は
人
類
の
夢
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
は
後
に
実

現
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ

ヤ
人
の
兄
弟
化
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
相
互
理
解
が
少
な
く
と

も
ま
ず
は
、
こ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
で
」（
85
）
と
。

さ
ら
に
ザ
ル
テ
ン
は
、
ア
ラ
ブ
人
と
き
わ
め
て
融
和
的
に
共
生
を
実
践

し
て
い
る
入
植
地
と
し
て
ロ
シ
ュ
・
ピ
ナ
を
例
と
し
て
挙
げ
る
。
一
八
八

〇
年
代
初
め
に
ベ
ッ
サ
ラ
ビ
ア
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
ポ
グ
ロ
ム
か
ら
逃
れ

て
き
た
ル
ー
マ
ニ
ア
人
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
た
ロ
シ
ュ
・
ピ
ナ
は
個
人
経

営
農
場
で
あ
る
。
当
初
こ
こ
で
は
、
桑
の
木
を
栽
培
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ

ス
チ
ャ
イ
ル
ド
家
の
援
助
で
絹
の
製
糸
工
場
を
創
業
す
る
が
、
運
営
に
失

敗
し
て
倒
産
の
憂
き
目
に
遭
う
。
そ
の
後
た
ば
こ
栽
培
に
移
行
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
も
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
た
ば
こ
独
占
圧
力
に
よ
っ
て
栽
培
停

止
に
追
い
込
ま
れ
、こ
れ
ま
で
様
々
な
苦
難
に
遭
遇
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、

耕
作
可
能
な
農
地
は
全
面
積
の
三
分
の
一
し
か
な
く
、
決
し
て
条
件
に
恵

ま
れ
た
入
植
地
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ュ
・
ピ
ナ
が
例
と

し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
特
異
な
形
態
、
す
な
わ
ち
こ
の
村
は
、
ア
ラ

ブ
人
の
村
と
隣
接
し
て
い
て
、
ず
っ
と
共
生
に
努
め
て
き
た
こ
と
に
よ

る
。
そ
れ
も
、
ア
ラ
ブ
人
に
仕
事
を
分
け
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
こ
の
入
植
地
は
隣
村
に
学
校
を
建
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
子
供
た
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ち
は
そ
こ
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
学
ん
で
い
た
。
ロ
シ
ュ
・
ピ
ナ
は
雇
用
だ
け

で
な
く
子
供
の
教
育
を
通
じ
て
両
民
族
の
相
互
理
解
を
深
め
、
そ
れ
を
よ

り
確
か
な
も
の
に
す
る
努
力
を
継
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、

ザ
ル
テ
ン
は
将
来
の
民
族
共
存
の
た
め
の
不
可
欠
な
努
力
目
標
の
ひ
と
つ

を
看
取
し
た（
８
）。

ザ
ル
テ
ン
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
将
来
の
可
能
性
を
二
民
族
国
家
と
理
解
す

る
。
そ
う
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
パ
レ
ス
チ
ナ
で
ア
ラ
ブ
人
と
永
遠
に
一

緒
に
生
活
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
ユ
ダ
ヤ
人
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
恒
常
的
に
続
い
て
ゆ
く
ア

ラ
ブ
人
と
の
共
存
の
た
め
に
こ
の
大
地
と
彼
ら
の
心
に
種
を
植
え
る
努
力

で
あ
る
、
と
彼
は
み
な
す
。
し
か
も
他
を
顧
み
な
い
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の

長
期
支
配
の
せ
い
で
、
ア
ラ
ブ
人
に
は
そ
の
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
開
発
が
遅
れ
て
い
た
。
こ
の
遅
れ
を

取
り
戻
す
た
め
の
必
要
な
具
体
的
な
施
策
は
、
ア
ラ
ブ
人
に
対
す
る
啓

蒙
・
教
育
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
な
ら
ば
、
今
ユ
ダ
ヤ
人
が

始
め
て
い
る
難
事
業
を
共
同
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
さ

に
こ
れ
を
実
践
し
て
い
た
の
が
、
ロ
シ
ュ
・
ピ
ナ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

努
力
が
、
ひ
い
て
は
国
境
を
接
し
て
い
る
諸
大
国
の
ア
ラ
ブ
人
と
も
良
好

な
関
係
の
保
持
に
も
有
効
に
働
く
、
と
ザ
ル
テ
ン
は
確
信
す
る
。

二
民
族
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
と
い
う
思
想 

―
決
し
て
平
等
な
関

係
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
が
― 

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家

建
設
を
主
張
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
ヘ
ル
ツ
ル
に
し
て
も
同
じ
で
あ

る
。
一
八
九
八
年
、
ヘ
ル
ツ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
ラ
ビ
、
ザ
ド
ク
・
カ
ー

ン
を
介
し
て
、
こ
の
時
ト
ル
コ
帝
国
議
会
議
員
で
、
後
に
エ
ル
サ
レ
ム
市

長
に
な
る
ユ
ス
フ
・
ズ
ィ
ア
・
ア
ル
カ
ル
デ
ィ
か
ら
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
す
る
権
利
を
否
定
で
き
る
者
は
誰
ひ
と
り

い
な
い
と
認
め
な
が
ら
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
不
在
の
二
千
年
間
パ
レ
ス
チ
ナ

に
は
ア
ラ
ブ
人
が
住
み
着
い
て
き
た
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
存
在
し
て

い
る
限
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
他
所
に
移
住
地
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の

抗
議
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ル
ツ
ル
は
こ
う
回
答
し
て

い
る
。「
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
人
間
を
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
追
い
出
そ
う
な
ど

と
、
一
体
誰
が
考
え
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
こ
に

連
れ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
を
繁
栄
さ
せ
、

彼
ら
の
富
を
増
大
さ
せ
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
」（
９
）と
。
さ
ら
に
、
あ
る
時

点
か
ら
ヘ
ル
ツ
ル
の
政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
袂
を
分
か
っ
た
哲
学
者
マ
ル

テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
も
パ
レ
ス
チ
ナ
の
展
開
を
二
民
族
国
家
と
し
て
展
望

し
て
い
た
）
（（
（

。

両
民
族
が
共
生
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、
ザ
ル
テ

ン
が
強
調
す
る
の
は
両
民
族
の
人
種
的
同
族
性
で
あ
る
。
彼
は
、
両
民
族

が
分
断
状
態
に
あ
っ
た
非
常
に
長
い
歴
史
を
越
え
て
兄
弟
の
契
り
を
回
復
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
干
渉
を
排
除
し
て
、「
パ
レ
ス
チ
ナ

お
よ
び
自
由
な
ア
ラ
ビ
ア
の
存
続
基
盤
を
盤
石
」（
47
）
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
訴
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
民
族
的
同
族
性
は
、
言
語
の
近
似
性
、

そ
し
て
宗
教
に
お
け
る
同
根
性
に
も
因
由
が
求
め
ら
れ
る
。
歴
史
的
に
見

れ
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
は
す
べ
て
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
基
盤
の
上
に
構
築
さ
れ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
基
盤
と
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
元
を
た
だ
せ
ば
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
説
に
支

え
ら
れ
て
お
り
、
混
在
し
た
生
活
の
歴
史
を
持
つ
）
（（
（

、
と
。
こ
う
し
た
宗
教

に
お
け
る
共
通
性
を
示
す
例
と
し
て
、
モ
ー
ゼ
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
人
、
つ

ま
り
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
評
価
が
示
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
神
と
ほ
ぼ
同
列

視
す
る
モ
ー
ゼ
は
、
ア
ラ
ブ
人
に
と
っ
て
も
聖
人
で
あ
っ
た
。「
イ
ス
ラ

ム
教
徒
は
モ
ー
ゼ
を
彼
ら
の
預
言
者
の
前
身
と
し
て
崇
め
、
毎
年
エ
ル
サ

レ
ム
か
ら
、
彼
ら
の
伝
承
に
よ
る
と
、
モ
ー
ゼ
が
永
眠
し
て
い
る
と
さ
れ

る
墓
所
に
巡
礼
す
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
父
祖
が
埋
葬
さ
れ

た
ヘ
ブ
ロ
ン
の
マ
ク
ペ
ラ
の
洞
窟
の
上
に
モ
ス
ク
を
建
て
、
そ
れ
を
彼
ら

の
最
も
大
事
な
聖
物
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
る
」（
132
）

ザ
ル
テ
ン
の
紀
行
の
中
で
物
語
ら
れ
て
い
る
平
穏
な
両
民
族
の
共
存
生

活
や
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
紛
争
後
の
あ
ま
り
に
牧
歌
的
な
民
族
宥
和
の
情
景

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
を
こ
と
さ
ら
正
当
化
す
る
意
図

を
感
じ
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
。
ア
ル
カ
ル
デ
ィ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

ユ
ダ
ヤ
人
が
主
張
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
す
る
権
利
は
、
今
や
歴
史
的
な

事
実
で
し
か
な
く
、
現
実
的
な
実
体
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
歴
史
的
な
事
実
は
感
傷
や
憧
憬
、
願
望
と
ま
ぜ
こ
ぜ
に
し
て
、
あ
た

か
も
実
体
を
持
っ
た
要
求
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
は
、
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
に
あ
っ
て
も
こ
の
地
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の

思
い
、
憧
れ
、
思
想
、
希
望
、
創
造
意
欲
を
集
約
す
る
場
所
で
あ
り
、
ま

さ
に
太
陽
の
光
線
を
集
光
す
る
レ
ン
ズ
に
等
し
い
。
故
に
、
こ
の
地
を
救

う
こ
と
が
で
き
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
を

救
う
こ
と
が
で
き
る
の
も
こ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
以
外
に
は
な
い
）
（（
（

、
と
。
さ
ら

に
、
約
束
の
地
を
人
為
に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ
と
を
宗
教
的
に
正
当
化
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
再
建
が
、

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
同
様
に
「
神
意
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
）
（（
（

に
至
っ
て
は
、

そ
れ
は
政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
喧
伝
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
（（
（

。
ザ
ル
テ

ン
が
主
張
す
る
「
神
意
」
を
行
動
に
よ
っ
て
証
明
す
る
役
割
を
課
せ
ら
れ

て
い
る
の
が
、
紀
行
の
中
で
「
新
し
い
人
間
」
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る

第
三
ア
リ
ヤ
ー
の
若
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
後
述
す
る
が
、

新
し
い
宗
教
の
担
い
手
と
し
て
の
特
徴
も
付
与
さ
れ
る
。
彼
が
挙
げ
た
ユ

ダ
ヤ
人
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
の
根
拠
の
内
で
、
納
得
し
う
る
の
は
せ

い
ぜ
い
次
の
件
で
あ
ろ
う
。「
自
分
の
手
で
開
墾
す
る
た
め
に
こ
こ
に
や
っ

て
来
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
、
こ
の
小
さ
な
土
地
は
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
、
こ
の
広
い
地
球
上
の
他
の
ど
こ
で
も
、
彼
ら
に
は
故
郷
が
拒

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
47
）

ザ
ル
テ
ン
は
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
の
牽
引
車
で
あ
る
第
三
ア
リ
ヤ
ー
の
若

者
た
ち
の
性
格
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
旧
移
住
者
と
の
意
識
の
違
い
を

強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
旧
移
住
者
た
ち
は
一
八
八
〇
年
代
初
頭
に
ベ
ッ
サ

ラ
ビ
ア
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た
ポ
グ
ロ
ム
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
恐
怖
か
ら
逃

れ
て
、
個
人
個
人
が
新
天
地
で
自
立
し
た
生
活
を
夢
見
て
移
住
し
て
き
た

人
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
第
一
に
考
え
る
こ
と
は
、
生
活
を
確
立
す
る

た
め
に
、
今
日
の
仕
事
の
こ
と
、
そ
し
て
明
日
何
を
す
る
か
で
あ
り
、
彼

ら
の
生
活
は
狭
い
行
動
と
思
考
の
範
囲
の
内
だ
け
で
回
っ
て
い
て
、
そ
れ

以
外
の
社
会
的
な
目
的
は
な
く
、
世
界
の
出
来
事
に
関
心
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
新
移
住
者
た
ち
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
約
束
の
地
に
作
り
変

え
る
こ
と
が
目
標
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
精
神
的
労
働
者
か
ら
肉
体
労
働

者
に
な
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
意
識

の
違
い
が
表
面
化
し
、
環
境
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
。
ザ
ル
テ
ン
は
そ
れ
を

こ
う
要
約
す
る
。「
こ
の
地
に
い
る
こ
と
を
お
恵
み
と
し
て
感
謝
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
最
初
の
入
植
者
た
ち
が
半
世
紀
前
に
身
を
置
い
た
環

境
と
は
、
内
的
に
も
外
的
に
も
、
ま
た
思
想
や
モ
ラ
ル
、
実
生
活
の
面
で

も
違
っ
た
状
況
を
生
み
出
し
た
」（
59
）

ハ
ル
ツ
ィ
ユ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
の
若
い
移
住
者
は
、
ザ
ル
テ
ン
の
紀

行
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
出
身
者
で
そ
の
多
く
は
高
等
教
育
を
受
け

た
イ
ン
テ
リ
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
肉
体
労
働
、
特
に
農
業
と
は
無

縁
の
人
間
が
あ
る
時
自
ら
進
ん
で
パ
レ
ス
チ
ナ
に
来
て
、
日
雇
い
労
務
者

と
し
て
一
年
ほ
ど
様
々
な
建
設
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
活
動
を
は
じ

め
、
そ
の
後
集
団
農
場
形
式
の
キ
ブ
ツ
の
一
員
と
な
り
、
不
毛
の
山
に
腐

植
土
を
貼
っ
た
り
、
沼
沢
地
に
ユ
ー
カ
リ
を
植
え
る
灌
漑
作
業
に
従
事
し

て
国
土
建
設
に
汗
す
る
。
こ
れ
ら
若
者
た
ち
は
自
分
の
将
来
や
運
命
を
考

え
ず
、
考
え
る
の
は
た
だ
こ
の
国
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
国
が
彼
ら
に
要

求
し
て
い
る
仕
事
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
、
と
ま
っ
た
く
利
己
心
を
捨
て
た

人
間
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
。「
ぼ
く
は
も
う
何
も
望
み
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
ぼ
く
は
自
分
の
望
み
を
す
べ
て
達
成
し
た
か
ら
で
す
」（
93
）
と
。

そ
し
て
彼
ら
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
再
建
は
あ
り
得
な
い
、

「
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
持
っ
て
い
る
最
も
貴
重
な
資
本
」（
273
）
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
ヘ
ル
ツ
ル
が
労
働
の
国
と
特
徴
付
け
た
「
ユ

ダ
ヤ
人
国
家
」
の
ス
テ
ロ
版
が
顔
を
出
す
）
（（
（

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
都
会
出
身
の
若
者
た
ち
は
神
の
否
定
者
と
特
徴
付
け

ら
れ
、
彼
ら
は
嘆
き
の
壁
で
祈
り
を
捧
げ
て
泣
い
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の

行
為
を
「
愚
行
」
と
軽
蔑
し
て
拒
絶
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
彼
ら
は
、

無
為
に
メ
シ
ア
の
降
臨
を
待
つ
だ
け
で
、
建
国
行
為
を
神
の
意
志
の
冒
涜

と
見
な
す
こ
の
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
の
敵
と
断
定
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し
）
（（
（

、
ま
さ
し
く
政
治
的
シ
オ
ニ
ス
ト
の
顔
を
露
わ
に
す
る
。

神
の
否
定
者
と
規
定
し
た
こ
の
若
者
た
ち
の
行
動
力
を
、
と
こ
ろ
が
ザ

ル
テ
ン
は
、
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
と
通
底
す
る
新
し
い
信
仰
と
読
み
替
え

る
。「
新
し
い
人
間
の
実
践
活
動
は
、
行
動
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
し
て
リ
ズ

ム
が
一
体
と
化
し
た
信
仰
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
決
し
て
硬

直
し
た
信
仰
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
実
を
結
ぶ
こ
と
の
な
い
忠
誠
と
は
全

く
逆
な
、
先
祖
や
正
統
派
教
徒
の
能
動
的
な
忠
誠
で
あ
る
」（
164
）
と
。

そ
し
て
そ
の
根
拠
を
、
無
謀
に
し
て
き
わ
め
て
粗
雑
に
も
、
一
言
で
片
付

け
る
。
一
見
こ
の
ま
っ
た
く
相
反
す
る
人
間
グ
ル
ー
プ
は
、
彼
ら
の
血
に

同
じ
神
秘
と
魔
力
が
流
れ
て
い
る
が
故
に
一
体
と
化
す
の
だ
）
（（
（

、
と
。

将
来
を
担
う
こ
の
若
者
た
ち
は
、紀
行
の
標
題
に
あ
る
「
新
し
い
人
間
」

と
し
て
象
徴
化
さ
れ
、
こ
う
し
た
若
者
を
育
て
上
げ
る
こ
と
が
「
古
い
大

地
」、
す
な
わ
ち
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
の
真
の
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

「
本
当
の
人
間
の
収
穫
が
な
け
れ
ば
、
約
束
の
地
の
す
べ
て
の
収
穫
の
恵

み
も
籾
殻
に
過
ぎ
な
い
」（
273
）
こ
の
よ
う
に
こ
の
書
で
は
、
新
し
い
行

動
力
、
あ
る
い
は
行
動
原
理
と
古
い
伝
統
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
パ
レ
ス
チ
ナ
再
建
が
実
現
す
る
、
と
謳
わ
れ
、
本
文
の
末
尾
で
、

そ
れ
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
大
い
な
る
未
来
と
し
て
明
示
さ
れ
る
。「
古
い
大

地
に
い
る
君
た
ち
新
し
い
人
間
に
祝
福
あ
れ
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
大
地
を
耕

す
の
は
君
た
ち
若
者
で
あ
る
。
君
た
ち
若
者
は
自
分
を
犠
牲
に
し
て
、
そ

の
胸
の
中
に
生
き
づ
い
て
い
る
理
想
を
実
現
す
る
」
と
。（
276
）

ザ
ル
テ
ン
の
『
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
』
の
舞
台
は
、
一
九
二
四
年

当
時
の
パ
レ
ス
チ
ナ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
紀
行
の
中
で
は
、
一
九
〇
〇

年
の
時
点
か
ら
二
四
年
後
の
パ
レ
ス
チ
ナ
を
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の

未
来
像
を
描
出
し
た
ヘ
ル
ツ
ル
の
小
説
『
古
い
が
新
し
い
国
』
に
関
し
て

ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
ヘ
ル
ツ
ル
個
人
に
つ
い
て
は
多

弁
で
、
彼
を
文
学
者
と
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ･

ハ
イ
ネ
と
比
す
る
ほ
ど
高
く

評
価
す
る
。
ま
た
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
は
、『
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
』

の
中
で
「
ひ
と
り
の
誇
り
高
い
自
由
な
人
間
が
、
同
化
の
夢
か
ら
目
覚
め

た
」（
171
）
と
、
そ
れ
と
同
時
に
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
に
ひ
と
つ
の
転

換
点
を
も
た
ら
し
た
」（
171
）
と
、
こ
の
書
の
決
定
的
な
影
響
力
を
評
定

す
る
。
ヘ
ル
ツ
ル
は
死
後
二
〇
年
を
経
て
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
常

に
人
々
の
中
に
、
ま
た
人
々
と
共
に
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
大
き
な
影
響

を
と
ど
め
て
い
る
現
実
を
、
ザ
ル
テ
ン
は
具
体
的
に
書
き
留
め
て
、
ヘ
ル

ツ
ル
を
「
新
し
い
人
間
」
の
先
取
り
形
姿
と
認
定
し
）
（（
（

、「
ユ
ダ
ヤ
民
族
を

解
放
し
た
の
が
、
ひ
と
り
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
忘
却
の
彼
方
に
沈

む
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
」（
175
）
と
賞
賛
す
る
。

ザ
ル
テ
ン
の
『
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
』
は
、先
に
指
摘
し
た
通
り
、

ユ
ダ
ヤ
人
国
家
実
現
に
楽
観
的
な
展
望
を
示
す
と
共
に
、『
古
い
が
新
し

い
国
』
で
予
言
的
に
描
か
れ
た
内
容
）
（（
（

を
裏
付
け
、
さ
ら
に
そ
の
未
来
像
を
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補
強
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
、
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
一
方
で
、

こ
の
旅
行
記
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
的
か
つ
精
神
的
な
場
所
を
巡
り
、
そ
の

過
去
を
直
接
見
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
ル
ー
ツ
の
確
認
行
為
と

い
う
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
の
心
は
震
え
て
い
る
。

わ
た
し
は
こ
の
地
で
二
千
年
間
絶
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
す

ご
い
持
続
力
を
も
つ
っ
た
繋
が
り
を
非
常
に
強
く
感
じ
る
。
今
で
も
約
束

の
地
で
あ
る
の
だ
！
」（
48
）
と
の
告
白
に
発
見
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の

直
感
的
な
過
去
と
の
結
合
が
、
最
初
の
出
自
の
覚
醒
で
あ
っ
た
あ
の
「
屈

曲
」
を
蘇
ら
せ
た
。「
少
年
期
に
体
験
し
た
小
さ
な
発
展
の
屈
曲
を
わ
た

し
は
再
び
感
じ
た
。
そ
の
こ
と
を
わ
た
し
は
大
変
長
く
忘
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
。
し
か
し
今
、
突
然
そ
れ
が
再
び
わ
た
し
の
中
に
現
れ
た
」（
99f
）

ザ
ル
テ
ン
は
他
の
仲
間
三
人
の
中
で
と
り
わ
け
親
し
く
交
流
し
た
シ
ュ

ニ
ッ
ツ
ラ
ー
か
ら
、
こ
の
紀
行
を
大
変
好
意
的
に
評
価
し
た
手
紙
を
受
け

取
っ
た
。「
明
晰
な
悟
性
と
情
熱
的
な
魂
の
人
間
的
な
心
情
表
明
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。（
情
熱
的
な
悟
性
と
明
敏
な
魂
の
、
と
い
っ
た
方
が
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
こ
の
著
書
は
文
学
の
範
囲
を
超
え
て
広
く
反
響
を
呼

ぶ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
範
囲
も
超
え
て
。
―
こ

れ
は
い
い
意
味
で
政
治
的
な
書
物
で
す
」）

（（
（

し
か
し
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の

日
記
に
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
懐
疑
的
に
評
価
し
た
箇
所
が
あ

る
。「
ザ
ル
テ
ン
の
古
い
大
地
に
新
し
い
人
間
を
読
ん
だ
。
―
大
変
大
き

な
精
神
的
昂
揚
を
感
じ
、
非
常
に
う
ま
く
書
か
れ
て
お
り
、（
時
に
は
）

人
間
的
な
暖
か
さ
も
感
じ
る
が
、
―
ど
こ
か
が
お
か
し
い
、
と
絶
え
ず
繰

り
返
し
て
感
じ
る
。
―
そ
れ
は
ど
こ
ら
か
来
る
の
だ
ろ
う
。
決
し
て
、
彼

が
〈
虚
偽
〉
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
な
い
―
そ
う
で

は
な
く
、
ま
さ
に
―
彼
が
上
辺
の
〈
真
実
〉
を
書
い
て
い
る
、
と
感
じ
る

せ
い
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
本
質
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
で
は
な
く

―
偶
然
の
状
況
か
ら
―
各
種
個
人
的
な
体
験
か
ら
―
さ
ま
ざ
ま
主
観
的

な
、
ま
た
あ
る
部
分
で
は
、
ま
さ
し
く
実
利
的
な
配
慮
と
い
っ
た
も
の
か

ら
出
て
き
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
」）

（（
（

実
際
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
は
、
ザ
ル

テ
ン
が
主
張
す
る
類
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
感
受
性
に
対
し
て
非
常
に
懐

疑
的
で
、
批
判
的
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
国
民
基
金
に
宛
て
て
書
い
た
が
、

未
送
付
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
手
紙
の
中
で
、
そ
の
不
信
感
を
次
の
よ
う
に

表
明
し
て
い
る
。「
今
日
あ
る
種
の
シ
オ
ニ
ス
ト
た
ち
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と

自
覚
し
て
い
る
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
先
祖
が
何
百
年
も
、
あ
る
い
は
何

千
年
も
前
か
ら
他
の
国
に
定
住
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
も
、
パ
レ

ス
チ
ナ
が
本
来
の
故
郷
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
、
と
主
張
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
民
族
や
個
人
の
心
理
状
況
の
歪
曲
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
自

分
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
主
観
的
お
よ
び
客
観
的
な
意
味
に

お
い
て
、
個
人
的
に
被
害
を
被
っ
た
こ
と
も
な
く
、
他
の
国
で
ヘ
ブ
ラ
イ
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語
以
外
の
言
葉
で
育
っ
た
人
間
が
、
あ
る
と
き
偶
然
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
着

い
て
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
国
で
は
な
く
、
パ
レ

ス
チ
ナ
が
本
来
の
故
郷
で
あ
る
と
神
秘
的
に
感
じ
始
め
る
人
間
を
事
例
と

し
て
示
し
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
わ
た
し
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の

地
で
、
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
故
郷
を
感
じ
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
を
信
じ
ま
す
」
）
（（
（

と
。
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