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西
田
長
需
（
に
し
だ
た
け
と
し
）

明
治
三
十
二
年
三
重
県
に
生
れ
る

昭
和
四
年
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業

明
治
新
聞
雑
誌
研
究
家

著
書
「
天
野
為
之
」
「
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
」

「
明
治
時
代
の
新
聞
雑
誌
記
者
略
伝
」
（
編
）



良
書
に
委
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、
終
戦
の
詔
勅
が
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
全
国
に
放
送
さ
れ
た
。

当
時
及
び
そ
の
後
数
年
間
の
日
本
社
会
の
一
般
状
況
は
、
た
と
え
ば
、
筑
摩
書
房
の
「
日
本
の
百
年
」
第
一
巻
を
は
じ
め
、
多
く
の

第
一
章
マ
イ
ナ
ス
の
時
点

第
一
部
再
建
へ
の
胎
動

取
引
先
の
遭
難
・
得
意
先
の
喪
失
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と
こ
ろ
で
、
本
店
の
本
拠
地
、
日
本
橋
通
の
両
側
は
、
無
残
な
廃
嘘
と
化
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
江
州
商
人
の
代
表
と
さ
れ
た
、
日

本
橋
詰
の
西
川
蒲
団
店
も
、
高
島
屋
横
の
近
江
屋
伴
伝
も
戦
災
で
焼
け
て
い
た
。
当
社
の
向
側
で
は
高
島
屋
が
残
っ
た
位
で
御
茶
の
山

本
山
も
焼
け
て
い
た
。
当
社
の
側
も
、
日
本
火
災
海
上
、
旧
区
立
城
東
国
民
学
校
（
現
中
央
区
紅
葉
川
中
学
校
）
、
川
崎
信
託
株
式
会
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社
（
現
日
本
信
託
銀
行
本
店
）
を
残
し
て
み
な
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
両
側
の
舗
道
に
は
時
に
古
道
具
や
日
用
品
を
な
ら
べ
た
臨
時
の
大
道
商
人
が
店
を
出
し
て
い
た
。
使
え
る
も
の
な
ら
な
ん
で
も

売
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
近
江
屋
伴
伝
で
も
、
柳
屋
で
も
暫
く
し
て
か
ら
仮
屋
で
店
を
細
々
と
始
め
た
。
い
ず
れ
も
当
社
が
木
造
な
が

ら
本
建
築
を
し
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
本
社
が
疎
開
さ
せ
ら
れ
た
京
橋
角
の
第
一
生
命
保
険
相
互
会
社
分
館
（
京
橋
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
株
式
会
社
）
の
周
囲
も
ま
た
概
ね
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

次
に
、
横
浜
、
大
阪
、
神
戸
、
仙
台
も
爆
撃
に
よ
る
火
災
で
、
同
地
に
あ
っ
た
支
店
。
出
張
所
な
ど
壊
滅
の
状
況
で
あ
っ
た
。
横
浜

で
は
当
社
発
祥
の
場
所
も
定
か
で
な
く
な
っ
た
。
無
事
な
支
店
は
京
都
、
札
幌
、
神
田
の
み
で
、
名
古
屋
は
幸
い
に
も
軽
微
な
損
害
で

す
み
、
ま
た
長
崎
も
原
子
爆
弾
攻
撃
を
受
け
た
が
一
部
の
被
害
に
留
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
に
住
居
し
、
戦
災
を
受
け
た
り
、
疎
開
さ
せ
ら
れ
た
社
員
の
苦
痛
は
、
し
ば
ら
く
お
こ
う
。

ど
う
し
て
も
、
書
い
て
置
き
た
い
の
は
、
本
店
お
よ
び
各
支
店
・
出
張
所
が
多
年
、
好
意
と
支
援
を
受
け
た
御
得
意
の
方
為
の
遭
難

で
あ
っ
た
。
戦
中
、
戦
後
に
没
く
な
ら
れ
た
軍
人
、
在
学
中
、
意
な
ら
ず
も
剣
を
と
ら
さ
れ
た
ま
ま
帰
ら
な
か
っ
た
学
徒
兵
、
そ
の
中

に
は
当
社
の
顧
客
は
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
多
か
っ
た
。
更
に
直
接
戦
争
に
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
銃
後
を
守
る
人
だ
の
中
に
も
戦

災
で
家
財
を
な
く
さ
れ
、
同
時
に
多
年
愛
蔵
の
図
書
・
美
術
品
を
な
く
さ
れ
た
顧
客
も
多
か
っ
た
。
す
べ
て
当
社
に
と
っ
て
、
眼
に
見

一
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

昭
和
四
十
四
年
十
一
月
↑月
十
一
日
満
九
十
三
歳
で
喪
く
な
ら
れ
た
長
谷
川
如
是
閑
氏
は
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
の
顧
客
で
あ
っ
た
が
、
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災
で
家
財
を
な
く
さ
れ
、

え
な
い
損
失
で
あ
っ
た
。



そ
れ
は
、
十
胃

も
述
べ
て
い
る
。

そ
の
と
き
以
来
、
本
店
な
ら
び
に
大
阪
支
店
で
求
め
た
何
万
巻
の
蔵
書
を
、
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
四
日
の
空
襲
で
失
わ
れ
た
。
そ
の

こ
と
を
「
学
鐙
」
（
昭
和
二
十
七
年
一
月
号
）
に
寄
せ
た
「
丸
善
と
私
の
六
十
年
」
で
述
べ
て
い
る
。

惜
し
い
の
は
、
さ
き
に
記
し
た
、
初
め
の
こ
ろ
丸
善
で
買
っ
た
本
を
つ
め
た
本
棚
を
焼
い
た
こ
と
だ
。
大
阪
へ
行
っ
て
る
、
そ

の
本
棚
は
、
そ
の
後
に
つ
く
っ
た
立
派
な
本
箱
よ
り
も
大
切
に
し
て
、
中
野
の
書
庫
で
も
別
扱
ひ
に
し
て
鎮
座
さ
せ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
内
容
は
「
丸
善
社
史
」
に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
同
店
初
期
の
洋
本
の
類
や
、
古
典
の
廉
価
本
な
ど
平
凡
な
も
の
だ
が
、
外
に

そ
の
こ
ろ
英
国
で
出
た
鳥
厚
目
冒
○
］
○
四
ｏ
呉
の
①
嵐
の
の
ど
（
犯
罪
学
に
関
す
る
各
国
の
著
書
の
叢
書
）
の
揃
ひ
や
、
ア
メ
リ
カ
の
犯

罪
学
の
本
も
可
な
り
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ー
等
で
出
た
犯
罪
に
関
す
る
著
書
で
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
英
訳
さ
れ
て
ゐ
た

本
の
殆
ん
ど
全
部
が
あ
っ
た
。
内
容
よ
り
私
の
思
ひ
出
と
し
て
惜
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
初
期
の
丸
善
本
と
、
そ
の
後
の
私

の
丸
善
か
ら
の
書
物
と
を
併
せ
て
見
る
と
、
明
治
の
半
ご
ろ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
、
丸
善
扱
ひ
の
文
化
科
学
に
関
す
る
洋
書

の
変
遷
の
見
本
の
や
う
で
も
あ
っ
た
の
で
、
丸
善
の
た
め
に
も
惜
し
む
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
十
日
余
り
も
、
火
山
の
よ
う
に
白
煙
を
吐
い
て
い
た
と
も
、
ま
た
当
時
時
価
と
し
て
三
十
万
円
は
す
る
と
評
価
さ
れ
た
と
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話
は
少
し
横
に
そ
れ
る
が
、
長
谷
川
如
是
閑
は
、
当
社
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
犯
罪
関
係
の
洋
書
を
買
っ
て
そ
れ
を
参
考
に
し
て
「
罪
人

の
研
究
」
と
題
す
る
長
論
文
を
書
き
、
こ
れ
を
陸
鶏
南
や
三
宅
雪
嶺
、
古
島
一
雄
ら
が
筆
陣
を
張
っ
て
い
た
「
日
本
」
に
投
書
し
た
。

そ
の
掲
載
は
同
紙
明
治
三
十
六
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
二
日
ま
で
六
○
回
続
い
て
完
結
し
た
。
古
島
一
雄
に
こ
れ
が
認
め

ら
れ
て
「
日
本
」
に
入
社
、
そ
れ
か
ら
六
十
余
年
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。



資
料
や
、

確
災
後
、

穂
積
重
遠
博
士
の
御
宅
も
昭
和
一
一
十
年
一
一
一
月
九
日
の
空
襲
で
擢
災
さ
れ
て
貴
重
な
蔵
書
の
大
部
を
失
わ
れ
た
が
、
当
社
と
し
て
は
、

博
士
の
先
老
陳
垂
博
士
以
来
の
顧
客
で
あ
り
、
当
主
垂
行
氏
に
至
る
ま
で
三
代
つ
づ
い
て
の
顧
客
で
あ
る
。
慶
応
義
塾
塾
長
で
あ
っ
た

小
泉
信
一
一
一
博
士
も
確
災
さ
れ
た
。
こ
れ
も
先
考
信
吉
以
来
の
顧
客
で
あ
っ
た
。
早
稲
田
大
学
教
授
の
本
間
久
雄
博
士
や
柳
田
泉
博
士
も
、

五
月
一
一
十
四
日
の
戦
災
に
遭
わ
れ
て
、
貴
重
な
蔵
書
を
焼
か
れ
て
了
っ
た
。
柳
田
博
士
の
場
合
に
は
春
秋
社
の
「
世
界
名
著
解
題
」
の

資
料
や
、
明
治
の
翻
訳
小
説
と
そ
の
原
本
の
揃
っ
た
も
の
を
全
部
焼
か
れ
て
了
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
再
び
揃
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、

次
に
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
外
国
出
版
社
。
商
社
に
対
す
る
莫
大
な
額
の
負
債
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
〉
）

二
巨
額
な
外
国
債
務
の
残
存

長
嘆
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
例
は
各
地
に
多
か
っ
た
。

顧
客
へ
の
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
は
、
そ
れ
の
み
に
は
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
の
新
円
切
替
や
財
産
税
の
徴
収
の
影
響
も
大

き
か
っ
た
。
仙
台
支
店
な
ど
で
は
月
々
百
円
を
下
ら
ぬ
舶
来
化
粧
品
を
買
わ
れ
た
老
舗
の
未
亡
人
や
舶
来
の
服
地
で
し
か
服
を
仕
立
て

ら
れ
な
か
っ
た
病
院
長
な
ど
も
、
一
時
は
、
そ
の
経
営
に
苦
労
す
る
と
い
う
事
情
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
で
当
社
も
本
支
店
を

通
じ
て
顧
客
の
維
持
獲
得
と
い
う
こ
と
に
は
相
当
苦
労
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
続
い
た
。

勿
論
、
当
社
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
豊
富
に
手
持
商
品
な
ど
あ
る
わ
け
も
な
く
、
古
い
顧
客
の
満
足
を
得
る
と
と
も
に
、
若
い
人
達
を

ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
商
品
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
当
社
復
活
待
望
の
動
因
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。



戦
争
中
、
空
襲
に
よ
っ
て
受
け
た
本
支
店
、
出
張
所
、
工
場
等
の
被
害
は
、
本
書
一
、
○
五
八
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

重
複
を
恐
れ
ず
再
記
す
れ
ば
、
ま
ず
東
京
に
お
い
て
は
本
館
、
第
一
。
第
一
一
。
第
一
一
一
別
館
、
昭
和
別
館
、
文
具
倉
庫
、
文
具
別
館
、
角

そ
れ
を
計
算
し
て
み
た
ら
、
な
ん
と
、
何
億
と
い
う
膨
大
な
額
に
な
っ
た
。
と
て
も
、
払
え
た
も
の
で
は
な
い
。
資
本
金
六
千

万
の
会
社
な
ど
、
こ
の
交
渉
の
成
行
き
如
何
で
は
そ
の
日
の
う
ち
に
も
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
ま
る
で
時
限
爆
弾
の
よ
う

な
難
題
を
か
か
え
て
い
た
の
だ
。

当
社
の
前
途
の
多
難
知
る
べ
し
で
あ
っ
た
。

戦
争
が
終
わ
っ
て
み
る
と
、

求
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。

三
店
舗
被
害
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れ
ら
の
負
債
の
決
済
に
苦
労
し
た
司
忠
現
会
長
は
そ
の
著
「
学
燈
を
か
か
げ
て
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

丸
善
と
し
て
は
戦
前
か
ら
あ
る
海
外
の
取
引
先
に
未
解
決
の
大
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
旧
債
の
処
理
で
あ
る
。
私
ど
も
は
戦

前
に
は
、
為
替
の
上
り
下
り
が
あ
る
か
ら
、
い
つ
で
も
外
貨
債
を
持
っ
て
い
た
。
う
ち
の
場
合
も
米
貨
債
十
五
万
ド
ル
、
仏
貨
債

は
五
十
万
フ
ラ
ン
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
外
貨
債
は
戦
争
中
に
政
府
の
命
令
で
全
部
供
出
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
は
為
替
の
高
低
と
い
う

こ
と
よ
り
、
い
つ
も
海
外
の
取
引
は
借
越
し
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
補
償
の
意
味
で
外
貨
債
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

戦
争
が
終
わ
っ
て
み
る
と
、
借
金
だ
け
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
取
引
き
の
再
開
と
と
も
に
、
当
然
の
よ
う
に
海
外
か
ら
旧
債
の
請
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倉
庫
、
早
稲
田
出
張
所
、
日
暮
里
工
場
、
荏
原
工
場
の
建
物
も
設
備
も
全
焼
し
て
い
た
。

残
っ
た
の
は
神
田
駿
河
台
下
の
神
田
支
店
と
、
丸
の
内
ビ
ル
一
階
の
出
張
所
、
駒
込
工
場
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

国
内
の
支
店
。
出
張
所
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
っ
た
。

海
外
の
支
店
・
出
張
所
・
工
場
は
後
述
の
よ
う
に
戦
争
中
の
被
害
は
な
か
っ
た
が
、
戦
後
接
収
に
よ
っ
て
全
施
設
と
と
も
に
営
業
の

糸
口
も
な
く
な
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
挙
げ
た
い
の
は
、
京
城
支
店
、
新
京
出
張
所
、
奉
天
工
場
の
消
滅
事
情
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
昭
和
二
十
六
年
版

「
丸
善
社
史
」
の
記
述
を
参
考
に
し
て
記
し
て
お
く
。

京
城
を
は
じ
め
朝
鮮
各
地
で
は
戦
局
が
す
す
み
且
つ
日
本
軍
の
敗
色
が
漸
く
濃
く
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
反
日
分
子
の
動
き
が
活
発
に

な
っ
て
き
て
い
た
が
、
終
戦
と
と
も
に
反
日
派
の
活
動
は
愈
と
活
発
と
な
り
、
京
城
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
人
住
宅
地
区
に
接
近
し
て
い

る
邦
人
の
住
宅
。
商
店
な
ど
で
は
朝
鮮
人
に
よ
る
暴
行
や
掠
奪
に
よ
る
被
害
が
各
所
に
起
っ
た
。

京
城
支
店
は
市
の
中
心
部
に
在
っ
た
た
め
何
等
の
被
害
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
鑑
み
て
営
業
の
継
続
が
危
険
で
あ
る

と
考
え
、
た
だ
ち
に
店
を
閉
じ
内
外
と
の
取
引
及
販
売
を
一
時
中
止
す
る
と
と
も
に
、
諸
物
品
の
整
理
と
未
収
入
金
の
回
収
に
努
力
し

た
。
当
時
は
、
諏
訪
多
支
店
長
が
昭
和
十
八
年
十
月
病
段
の
の
ち
、
福
岡
支
店
長
斎
藤
哲
郎
が
京
城
支
店
長
を
兼
ね
て
い
た
が
、
そ
の

と
き
は
福
岡
に
在
っ
て
指
示
を
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
し
、
指
図
を
受
け
る
こ
と
も
殆
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
職
員
も
徴
用
や
召

集
で
減
少
し
て
い
た
が
、
残
留
社
員
の
う
ち
年
長
で
あ
っ
た
江
口
良
雄
が
支
店
長
職
務
を
代
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
内
地
と
は
通
信
連
絡
は
で
き
ず
、
一
方
、
日
本
の
軍
部
や
総
督
府
か
ら
も
何
等
の
指
令
も
な
く
、
社
員
は
全
く
途
方
に
暮
れ



新
京
出
張
所
は
昭
和
十
五
年
四
月
に
開
か
れ
た
。
新
京
特
別
市
梅
ケ
枝
町
一
丁
目
一
二
番
地
ノ
ー
に
事
務
所
を
お
き
、
売
店
を
同
市

大
同
大
街
東
京
海
上
ビ
ル
一
階
と
、
豊
楽
路
に
お
い
た
。
昭
和
十
九
年
初
め
頃
の
出
張
所
の
従
業
員
は
邦
人
一
一
十
一
一
、
一
一
一
名
（
内
女
子
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つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
九
月
八
日
、
米
軍
が
京
城
市
内
に
進
駐
し
て
き
た
た
め
、
人
心
も
次
第
に
静
ま
り
、
不
安
も
薄
ら
い
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
近
く
在
鮮
日
本
人
は
、
全
部
本
国
へ
送
還
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
な
っ
た
の
で
、
送
還
後
の
当
支

店
の
管
理
を
朝
鮮
人
社
員
表
渉
（
京
城
府
立
高
等
普
通
学
校
卒
業
後
、
昭
和
十
二
年
十
一
月
当
支
店
に
採
用
、
の
ち
選
ば
れ
て
社
員
資

格
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
一
人
で
、
い
ま
一
人
社
員
待
遇
の
朝
鮮
人
も
居
た
）
に
委
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
九
月
下
旬
米
軍
当
事
者
立

会
の
下
に
店
内
の
諸
物
品
を
棚
卸
し
て
現
物
並
に
帳
簿
を
整
理
し
、
支
店
と
表
渉
と
の
間
に
、
管
理
委
任
に
関
す
る
契
約
書
（
米
軍
当

事
者
サ
イ
ン
）
を
取
交
わ
し
た
。
そ
し
て
八
月
以
後
、
こ
の
と
き
ま
で
復
員
帰
社
し
て
き
た
も
の
も
含
め
て
、
全
支
店
員
に
対
し
て
九

月
、
十
月
分
の
給
料
を
支
給
し
た
。

間
も
な
く
、
当
支
店
の
取
引
銀
行
で
あ
っ
た
第
一
銀
行
京
城
支
店
は
、
米
軍
の
指
令
で
一
切
の
払
出
し
を
停
止
さ
れ
た
が
、
こ
の
た

め
約
四
十
万
円
の
預
金
も
封
鎖
さ
れ
て
了
っ
た
。

支
店
が
韮
渉
に
委
し
た
当
社
の
財
産
・
商
品
も
、
第
一
銀
行
京
城
支
店
の
預
金
も
、
そ
の
後
如
何
に
処
分
さ
れ
た
か
は
知
る
よ
し
も

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
給
料
だ
け
で
も
よ
く
支
払
っ
て
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
支
店
社
員
の
生
活
は
文
字
通
り
の
竹
の
子
生

活
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
社
員
は
、
日
本
軍
京
城
連
絡
所
の
指
令
に
よ
っ
て
、
同
年
十
月
下
旬
漸
く
そ
の
大
部
分
の
引
上
げ
を
行
う

こ
と
が
出
来
た
。
の
ち
の
大
阪
支
店
長
関
正
文
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
。



稲
葉
は
豊
楽
路
売
店
が
未
接
収
で
あ
っ
た
の
で
、
か
ね
て
親
交
の
あ
っ
た
中
国
人
林
釣
宝
の
斡
旋
で
、
表
面
経
営
者
を
苅
増
仁
と
し

丸
善
の
看
板
を
取
り
は
ず
し
て
北
辰
書
局
と
い
う
屋
号
に
改
め
て
、
営
業
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
。
営
業
を
続
け
る
と
い
っ
て
も
、
取

扱
商
品
は
古
書
が
主
で
あ
っ
た
が
、
稲
葉
所
長
が
次
の
よ
う
な
英
文
語
学
害
数
点
を
、
自
ら
タ
イ
プ
印
刷
し
た
も
の
を
販
売
し
て
現
金

き
た
。
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四
、
五
名
）
、
満
人
十
七
、
八
名
（
内
女
子
六
、
七
名
）
計
四
十
名
内
外
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
昭
和
一
一
十
年
に
か
け
て
男
子
社
員
は

次
六
と
現
地
召
集
と
な
り
、
終
戦
直
前
に
は
邦
人
は
男
子
で
は
病
臥
中
で
召
集
を
免
除
さ
れ
て
い
た
一
青
年
（
伊
藤
座
治
。
現
地
で
死

去
）
の
み
で
他
は
女
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
営
業
は
振
わ
ず
、
そ
の
う
え
仕
入
れ
も
出
来
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
単
に
手
持

商
品
を
売
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

終
戦
を
知
る
と
同
時
に
、
前
記
伊
藤
が
、
社
宅
の
家
族
た
ち
を
指
揮
し
て
銀
行
や
得
意
先
に
集
金
に
廻
ら
せ
た
が
、
時
す
で
に
遅
く
、

い
ず
れ
も
支
払
を
中
止
し
て
い
た
た
め
徒
労
に
帰
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
態
の
と
こ
ろ
へ
、
終
戦
直
後
、
ソ
連
軍
が
進
駐
し
て
き
て
、
海
上
ピ
ル
を
接
収
し
た
た
め
、
当
社
売
店
も
接
収
さ
れ

て
了
っ
た
。
し
か
し
十
日
ほ
ど
で
ソ
連
軍
が
撤
収
す
る
と
、
直
ち
に
中
国
第
八
路
軍
、
次
い
で
間
も
な
く
中
国
中
央
軍
が
進
入
し
て
き

て
、
両
軍
の
間
に
市
街
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
豊
楽
路
売
店
も
七
発
の
銃
弾
を
受
け
た
。
市
内
住
民
は
一
歩
も
戸
外
に
出
る
こ
と
も
出
来

ず
、
不
安
と
恐
怖
の
う
ち
に
そ
の
日
を
過
ご
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
数
日
で
終
わ
り
、
市
内
も
穏
か
に
な
っ
た
が
、
海
上
ピ
ル
も
当
社

の
事
務
所
も
共
に
中
央
軍
に
接
収
さ
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
へ
、
応
召
中
の
数
名
の
社
員
が
、
前
後
し
て
帰
所
し
、
ま
た
、
所
長
の
稲
葉
安
之
助
も
八
月
二
十
八
日
に
復
員
し
て



こ
れ
も
林
鈎
宝
の
助
言
が
あ
っ
た
。
林
釣
宝
は
中
国
人
で
、
早
稲
田
大
学
。
明
治
大
学
に
学
び
、
日
本
語
に
も

右
の
よ
う
に
苦
心
活
動
を
し
て
見
て
も
、浄

収
入
の
道
を
講
じ
た
。
こ
れ
Ｊ

堪
能
で
誠
実
な
人
で
あ
っ
た
。
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所
詮
は
永
続
し
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
本
国
と
の
連
絡
も
杜
絶
し
、
四
囲
の
情
勢

は
、
全
く
予
断
を
許
さ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

助
そ
こ
で
稲
葉
所
長
は
、
独
断
で
出
張
所
の
解
散
を
決
定
し
た
。
同
時
に
満
人
を
も

之轄
含
め
従
業
員
全
員
に
そ
れ
ぞ
れ
解
散
手
当
及
給
料
を
支
給
し
、
邦
人
に
対
し
て
は
帰

稲長
国
旅
費
と
し
て
金
二
千
円
を
渡
し
た
。
こ
の
際
、
稲
葉
所
長
、
波
多
野
豊
三
、
原
田

所確
四
郎
、
高
木
卓
二
、
上
野
好
郎
、
小
山
喬
男
、
関
谷
文
男
ら
は
解
散
手
当
の
受
領
及

需
身
元
保
証
金
返
還
を
遠
慮
し
て
い
る
。

解
散
後
、
社
員
と
そ
の
家
族
は
、
各
自
居
住
地
区
毎
に
集
団
す
る
邦
人
団
体
に
加
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岨
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分
が
引
き
上
げ
て
き
た
。

わ
り
善
後
錐
を
講
じ
て
い
た
が
、
物
価
は
暴
騰
に
次
ぐ
暴
騰
で
、
生
活
は
急
速
に
苦
し
く
な
り
、
た
め
に
中
に
は
露
天
商
を
営
み
、
或

は
食
料
品
の
売
買
に
従
事
し
、
或
は
日
雇
稼
ぎ
に
出
る
な
ど
、
日
々
を
凌
ぐ
の
に
精
一
杯
で
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
銀
苦
を
嘗
め
た
。

こ
れ
は
、
何
も
当
社
社
員
に
限
ら
ず
、
満
州
及
び
中
国
各
地
に
在
留
し
た
本
邦
民
間
人
の
す
べ
て
が
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
不
安
の
日
々
が
つ
づ
い
て
い
た
が
、
と
か
く
す
る
う
ち
に
送
還
輸
送
船
に
便
乗
を
許
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
十
月
末
頃
ま
で
に
大
部

い
ま
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
設
備
や
商
品
は
連
合
軍
に
接
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
で
に
、
昭
和
十
九
年
十
一
月
頃
か

ら
は
、
内
地
と
の
連
絡
は
絶
え
て
お
り
、
従
っ
て
内
地
出
版
物
は
全
く
入
荷
し
な
い
状
態
で
、
そ
の
う
え
、
一
方
で
は
売
掛
金
な
ど
回

収
出
来
な
い
も
の
も
生
じ
た
。
ま
た
当
時
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
書
籍
店
の
手
持
現
金
は
二
六
万
円
あ
っ
た
が
、
そ
の
金
額
の
中
か
ら
未
払
金

合
計
一
○
万
円
を
支
払
い
、
残
金
一
六
万
円
を
、
南
方
開
発
銀
行
に
予
入
し
、
借
入
金
の
返
済
に
充
当
し
た
。
終
戦
時
の
銀
行
負
債
は

る
○

当
社
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
書
籍
店
を
設
け
た
次
第
は
、
本
書
第
三
編
に
お
い
て
述
ぺ
た
通
り
で
あ
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い
ま
一
つ
満
州
に
お
け
る
当
社
の
奉
天
工
場
（
工
場
長
・
大
屋
部
資
治
）
は
、
昭
和
十
七
年
春
、
イ
ン
キ
を
現
地
で
生
産
し
て
販
売

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
終
戦
時
の
主
任
は
海
賀
信
彦
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
数
名
、
作
業
指
導
の
た
め
内
地
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
た
が
、
昭
和
二
十
年
に
至
っ
て
社
員
は
殆
ん
ど
現
地
召
集
さ
れ
、
製
造
不
能
に
近
い
状
態
に
陥
っ
た
た
め
、
遂
に
イ
ン
キ
の
製
造

を
中
止
し
、
専
ら
ス
ト
ッ
ク
品
の
販
売
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
方
は
終
戦
後
、
間
も
な
く
ソ
連
軍
に
接
収
さ
れ
て
了
っ
た
。



約
九
五
万
円
あ
っ
た
。
こ
の
負
債
は
、
終
戦
直
後
、
軍
票
回
収
を
軍
か
ら
求
め
ら
れ
た
た
め
、
当
社
に
払
下
げ
を
受
け
た
商
品
の
売
立

を
数
日
に
亘
っ
て
行
い
、
そ
の
益
金
で
全
額
を
返
済
し
た
。
ポ
ゴ
ー
ル
で
鉛
筆
工
場
と
し
て
借
入
れ
て
い
た
家
屋
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
受
け
た
。

人
に
直
接
引
渡
し
た
。

終
戦
直
後
、
現
地
一

現
地
で
の
連
合
軍
へ
の
引
継
は
、
特
に
厳
正
確
実
に
行
っ
た
。
た
め
に
連
合
軍
及
び
現
地
日
本
軍
当
局
か
ら
賞
讃
の
辞
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ジ
ャ
カ
ル
タ
書
籍
店
で
使
用
し
て
い
た
社
員
に
対
し
て
は
、
現
地
人
。
日
本
人
の
差
別
な
く
、
昭
和
二
十
年
九
月
末
日
ま
で
の
給
料

全
額
を
支
払
い
、
現
地
人
は
解
雇
し
た
。
日
本
人
社
員
は
、
す
べ
て
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
人
左
は
民
間
人
で
あ
っ
た
か
ら
、

各
々
の
希
望
か
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
て
自
ら
管
理
運
営
し
つ
つ
強
制
労
働
に
服
し
た
。
そ
し
て
日
本
還
送
に
当
っ
て
は
、
ご
く

少
量
の
身
廻
品
の
ほ
か
は
、
所
持
の
貨
幣
も
、
何
も
か
も
取
上
げ
ら
れ
た
。

ジ
ャ
カ
ル
タ
に
出
向
し
た
当
社
社
員
は
佐
久
間
庸
等
九
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
社
員
は
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
一
一
日
、
ジ
ャ

カ
ル
タ
を
出
発
、
五
月
十
二
日
以
降
順
次
に
日
本
に
帰
着
、
復
社
し
た
。




