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民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
つ
い
て

森

信
三

２
・
３
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
民
族

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
い
う
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
私
の
考
え
で
は
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と

い
う
問
題
が
、
あ
の
頃
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
在
の
方
が

よ
り
重
要
性
を
帯
び
て
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
と
い
う
の
は
、
あ
の
頃
は
我
が
国
が
そ
の
永
い

被
占
領
政
治
か
ら
よ
し
な
か
ば
名
目
的
に
も
せ
よ
、
離

脱
し
よ
う
と
す
る
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
応

こ
の
問
題
の
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
必
要
は
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
現
在
我
々
日
本
民
族
は
、
果
た
し
て
自
ら

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
打
ち
立
て
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
い
う
よ
う
な
問
題

は
今
日
と
い
え
ど
も
、
必
ず
し
も
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の

問
題
で
な
い
ば
か
り
か
、
あ
る
意
味
で
は
、
は
る
か
に

そ
の
重
要
性
を
加
え
て
き
た
と
言
え
る
か
と
思
う
の
で

あ
る
。

１
で
は
何
故
現
在
で
は
、
二
、
三
年
前
よ
り
も
、
か
え

っ
て
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
の
重
大
さ
を
加
え
て

き
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

端
的
に
言
え
ば
、
我
が
国
が
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
加

え
ら
れ
つ
つ
あ
る
圧
力
が
、
実
質
的
に
は
あ
の
頃
よ
り
、

減
少
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
増
加
し
つ
つ
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
「
ビ
キ
ニ
の
灰
」
と
い
う

も
の
を
、
当
時
の
我
々
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
し
、
兵

備
の
増
強
に
対
す
る
巧
妙
な
る
要
請
と
い
う
よ
う
な
も

の
も
、
当
時
の
我
ら
の
ま
だ
知
ら
ざ
り
し
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
見
え
な
い
圧
力
の
鉄
鎖
は
、
最
近
で

は
さ
ら
に
中
共
貿
易
と
い
う
国
民
的
要
望
の
抑
圧
を
中

心
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
貿
易
の
拘
束
に
よ
っ
て
増
強

せ
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
今
や
国
民
の
大
多
数

が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
知
ら
し
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
民

族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
の
問
題
は
数
年
前
に
比
し
て
、
か

え
っ
て
そ
の
意
義
が
加
重
せ
ら
れ
て
き
つ
つ
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
数
年
前
も
こ
の

問
題
が
、
論
じ
ら
れ
た
頃
は
、
い
わ
ば
、
一
部
少
数
の

イ
ン
テ
リ
層
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
現
在
で
は
、
こ
の
こ
と
も
必
要
は
、
そ
う
し
た
一
部

少
数
の
イ
ン
テ
リ
を
対
象
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
国

民
の
大
部
分
を
占
め
る
庶
民
階
層
を
対
象
と
す
る
べ
き

段
階
に
到
達
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば

私
が
こ
こ
に
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と

が
、
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
「
季
節
は
ず
れ
」
で
な
い
こ

と
を
誌
友
諸
氏
よ
、
乞
い
願
わ
く
ば
諒
と
せ
ら
れ
ん
こ

と
を
…
…
。

２
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
の
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
み
で
は
な
い
。
そ
こ

に
は
、
さ
ら
に
一
つ
の
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
私
の
解
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
「
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
呼

ば
れ
る
も
の
の
内
容
が
、
多
く
の
国
民
に
と
っ
て
、
い

ま
だ
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
点
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
い

う
言
葉
は
、
一
応
形
式
的
に
は
人
類
の
背
骨
を
イ
ミ
す

る
の
真
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
程
度
の
理
解
と
し
て
は
、

今
日
、
多
少
な
り
と
も
学
校
教
育
を
受
け
た
ほ
ど
の
人

な
ら
ば
、
知
ら
ぬ
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
ひ
と
た
び

我
が
全
有
権
者
の
何
割
が
知
っ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
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問
題
は
そ
う
楽
観
を
許
さ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。

誌
友
諸
氏
の
う
ち
に
す
ら
、
私
の
こ
の
よ
う
な
わ
か

り
き
っ
た
事
柄
の
叙
述
、
な
い
し
は
分
析
を
、
は
が
ゆ

く
思
わ
れ
る
人
が
あ
る
か
こ
と
も
思
う
が
、
私
は
現
在
、

い
や
し
く
も
教
育
と
か
、
思
想
の
一
端
に
触
れ
る
者
は
、

こ
の
よ
う
な
民
族
の
裁
定
基
盤
層
の
分
析
か
ら
、
改
め

て
再
出
発
す
る
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
か
つ
て

明
治
の
初
年
に
、
か
の
福
沢
諭
吉
の
取
っ
組
ん
だ
よ
う

な
根
底
的
基
盤
的
な
一
大
啓
蒙
運
動
を
必
要
と
す
る
時

期
に
際
会
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
、
我
が
民
族
の
宿
命
的

悲
劇
は
、
福
沢
以
後
、
彼
と
並
ぶ
ほ
ど
の
偉
大
な
る
啓

蒙
的
思
想
家
を
持
ち
得
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
思
う
も

の
で
あ
り
、
何
れ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
度
稿
を
改
め

て
、
所
信
の
一
端
を
披
瀝
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

３
さ
て
話
を
元
に
戻
す
と
し
て
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
い

う
言
葉
が
英
語
で
あ
っ
て
、
人
間
の
背
骨
を
意
味
す
る

こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
は
精
神
的
な
脊
梁
骨
を
も
意
味
し
、

人
間
の
主
体
性
を
意
味
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人

は
、
現
在
の
国
民
の
教
養
程
度
で
は
か
な
り
な
数
に
達

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
問
題
は
、
そ
の
内
容
に
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
が
民
族
と
し
て
の
背
骨
、
な
い
し
は
主

体
性
を
意
味
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
相
当
数
の

人
々
が
理
解
し
て
い
る
と
し
て
も
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
、

「
で
は
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
こ
と
が
、
そ
の
場
合
必

要
な
条
件
で
あ
る
か
」
と
詰
め
寄
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ

に
対
し
て
即
答
し
得
る
人
は
、
意
外
に
少
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
予
想
以
上
に
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。

そ
も
そ
も
我
々
人
間
は
、
重
大
な
問
題
に
対
し
て
は
、

足
下
に
即
答
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
。
だ
が
、

現
実
に
は
、
重
大
な
問
題
ほ
ど
、
即
答
を
困
難
と
す
る

の
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
こ
に
そ
の
原
因
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
即
答
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
自
明
の
事
柄
で
な
い
限
り
は
、
平
素

そ
の
問
題
に
対
し
て
、
自
分
は
自
分
な
り
に
、
一
応
の

見
解
を
持
つ
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
、
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
平
素
そ
の

問
題
に
対
し
て
、
心
中
秘
か
に
取
っ
組
ん
で
い
る
の
で

な
け
れ
ば
不
可
能
と
い
う
他
な
い
。

し
か
る
に
私
の
考
え
で
は
、
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

を
形
成
す
る
内
容
が
、
今
日
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
種
の
人
々
に
と
っ

て
は
当
然
自
明
の
事
柄
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一

般
普
通
の
人
々
…
…
す
な
わ
ち
思
想
を
そ
の
任
務
と
す

る
の
で
な
い
人
々
と
し
て
は
、
案
外
即
答
に
困
る
問
題

で
は
な
い
か
と
思
う
で
あ
る
。
で
も
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。

４
そ
も
そ
も
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
い
う
言
葉
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
普
通
な
れ
ば
、
主
体
性
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
主
体
性
と
は
自
ら
立
つ
の
謂
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
敗
戦
前
の
我
々
で
あ
っ
た
ら
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
か
、

主
体
性
と
い
う
も
の
は
極
め
て
簡
単
自
明
だ
っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
い
ま
多
少
の
誤
解
を
恐
れ
ず

に
言
う
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
自
民
族
肯
定
の
民

族
主
義
で
あ
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の

敗
戦
の
悲
劇
を
通
過
し
た
今
日
で
は
、
問
題
は
そ
の
よ

う
に
単
純
で
は
な
い
。
け
だ
し
昔
日
の
単
純
素
朴
な
る

自
己
肯
定
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
潰

え
去
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
今
日
に
お
い
て
、
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
古
き
民
族
主
義
の
再

建
で
あ
り
え
な
い
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち

今
日
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の

は
、
か
つ
て
の
日
の
素
朴
な
る
民
族
主
義
的
な
思
想
な

い
し
信
念
が
深
刻
な
る
敗
戦
の
体
験
に
よ
っ
て
否
定
的

に
超
克
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
単
に
「
自
ら
立
つ
」
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
深
刻
な
る
否
定
を
通
し
て
「
自
ら
自

己
を
立
て
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
単
な

る
語
呂
合
わ
せ
的
な
際
会
で
は
な
く
て
、
一
度
倒
れ
た

も
の
を
新
た
に
建
て
直
す
運
命
を
担
え
る
も
の
に
不
可

避
な
荊
棘
の
道
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

５
い
ま
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に

解
す
る
と
き
、
そ
こ
に
必
然
に
考
え
ら
れ
る
の
は
か
つ

て
の
日
の
素
朴
な
る
民
族
主
義
を
否
定
的
に
研
究
す
る

た
め
に
要
と
せ
ら
れ
る
媒
介
的
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
媒
介
的
思
想
…
…
そ
れ
は
そ
の
本
質
に
お
い
て

は
、
旧
き
民
族
主
義
を
否
定
す
べ
き
意
味
を
持
つ
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
…
…
を
欠
く
と
き
、
如
何
に
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
結
局
は
戦
前

の
素
朴
な
る
民
族
主
義
へ
の
逆
転
に
他
な
ら
ず
、
し
か

も
そ
れ
は
一
度
敗
戦
に
よ
っ
て
現
実
的
否
定
を
受
け
た

以
上
、
今
日
と
な
っ
て
は
戦
前
ほ
ど
の
力
を
持
ち
得
ぬ

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
ば
な
ら
ぬ
。

で
は
こ
こ
に
素
朴
な
る
民
族
主
義
を
否
定
的
に
研
究

す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
的
思
想
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
一
応
二
つ
の
思
想
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
民
族

主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
二
つ
は
、
我
ら

の
民
族
が
、
敗
戦
に
至
る
ま
で
本
質
的
に
は
…
…
少
な

く
と
も
民
族
の
素
朴
的
な
る
背
骨
に
滲
透
す
る
ま
で
に

は
受
容
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
後
者
に
つ
い
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て
は
徹
底
的
に
斯
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

し
か
も
注
意
を
要
す
る
点
は
以
上
の
理
由
に
よ
っ

て
、
我
々
日
本
民
族
と
し
て
は
、
今
日
こ
れ
ら
の
二
種

の
思
想
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
お
い
て
、
思

想
的
洗
礼
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か

も
そ
の
う
ち
前
者
の
必
要
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
の
人

々
が
こ
れ
を
認
め
て
も
、
後
者
の
必
要
性
な
い
し
は
必

然
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
人
々
は
、

こ
れ
を
民
族
全
体
の
比
率
か
ら
見
た
な
ら
ば
、
今
日
な

お
意
外
に
少
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
私
の

考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
日
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を

打
ち
建
て
る
に
は
、
特
に
後
者
の
流
れ
を
回
避
す
べ
き

で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
故
は
、
現
在
わ
れ

わ
れ
が
現
実
的
に
拘
束
を
受
け
て
い
る
の
は
前
者
の
支

持
国
で
あ
っ
て
、
後
者
に
依
拠
し
て
い
る
国
で
は
な
い

と
い
う
厳
た
る
事
実
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

単
に
前
者
に
す
な
わ
ち
民
主
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
洗
礼
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
み
で
は
、
う
っ
か
り

す
る
と
、
現
在
民
族
の
受
け
つ
つ
あ
現
実
の
重
圧
を
、

そ
の
ま
ま
甘
受
し
肯
定
す
る
危
険
が
な
い
と
は
言
え
ま

い
。
現
に
敗
戦
直
後
、
さ
か
ん
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を

振
り
回
し
た
思
想
家
の
う
ち
に
は
、
こ
の
種
の
人
々
が

少
な
く
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
点
は
明
ら
か
で
あ

る
。か

く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
民
主
主
義
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
民
族
の
肉
体
に
ま
で
浸
透
せ

し
む
べ
く
新
た
な
る
努
力
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
思
う
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
に
比
し
て
、
勝
る
と
も
劣

ら
ぬ
努
力
は
、
今
や
民
族
と
し
て
社
会
科
学
的
真
理
の

洗
礼
を
回
避
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
く
言
う
は
も
と
よ
り
社
会
科
学
的
真
理
の
単
な
る
模

写
的
、
公
式
論
的
受
容
を
も
っ
て
民
族
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
が
立
つ
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
同
時
に

そ
れ
を
、
民
族
の
血
肉
化
し
な
け
れ
な
ら
ぬ
と
い
う
要

請
に
つ
い
て
は
、
今
日
国
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
よ
り

し
て
、
決
し
て
民
主
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
劣
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

令
和
の
次
代
に
入
っ
て
も
、
日
本
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
ソ

連
が
中
国
に
代
わ
っ
た
の
が
見
新
し
い
が
、
香
港
の
一
国
二
制

度
問
題
で
中
国
全
人
代
が
新
法
律
を
採
択
し
た
こ
と
で
、
新
た

な
問
題
が
派
生
し
た
。
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
世
界
は
コ
ロ
ナ
問

題
で
手
一
杯
の
現
況
に
今
だ
と
ば
か
り
中
国
は
懸
案
を
力
づ
く

で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
世
界
の
耳
目
が
集
ま
る
と
こ
ろ

だ
が
、
中
国
に
表
立
っ
て
厳
し
い
見
解
を
発
表
す
る
に
至
っ
て

い
な
い
。
日
本
も
ア
メ
リ
カ
の
出
方
を
待
っ
て
い
る
。
中
国
の

強
引
な
遣
り
方
を
座
視
す
る
事
は
、
世
界
が
中
国
を
中
心
に
動

く
こ
と
に
な
り
、
好
き
勝
手
に
地
球
を
差
配
す
る
こ
と
に
繋
が

ろ
う
。
愚
生
は
名
ば
か
り
の
国
連
を
解
体
し
、
新
た
な
国
際
機

関
を
策
定
す
る
時
に
際
会
し
た
と
考
え
る
。
（
二
繁
）

実
践
発
表

本
物
の
教
師
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い

二

東
井
義
雄

■
「
母
」
の
念
力

（
前
号
続
き
）
そ
う
い
う
点
で
私
は
、
こ
の
母
心
と

か
親
と
か
い
う
も
の
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
が

い
た
し
ま
す
。
こ
と
に
母
心
と
い
う
も
の
に
、
強
く
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
う
こ
れ
は
今
一

年
生
の
チ
ビ
が
５
つ
の
時
で
す
。
冬
の
み
ぞ
れ
の
降
っ

て
い
る
日
で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
メ
ッ
タ
に
う
ち
に

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
日
は
ど
う
し
た
こ

と
か
、
半
日
家
に
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
義

理
の
母
は
、
大
き
い
方
の
男
の
子
を
連
れ
て
、
正
月
礼

に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
雪
が
降
り
始
め
た
の
で
、
長

靴
を
持
っ
て
長
女
が
迎
え
に
行
っ
て
し
ま
い
、
家
内
は

婦
人
会
の
用
事
で
出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。
あ
と
に
残

っ
た
の
は
、
私
と
チ
ビ
と
二
人
で
す
。
始
め
は
絵
本
を

広
げ
て
、
出
た
ら
目
の
話
を
聞
か
し
て
お
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
話
の
弾
み
に
「
お

母
さ
ん
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
と
、

チ
ビ
が
急
に
「
お
か
あ
ち
ゃ
ん
が
、
お
ん
さ
り
や
へ
ん

（
い
な
い
）
」
と
言
い
出
し
た
。
こ
れ
は
悪
い
こ
と
を

言
っ
た
と
思
い
、
急
い
で
、
話
の
続
き
を
し
て
、
お
母

さ
ん
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
す
が
、
も
う
チ
ビ
は

聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
「
お
か
ー
ち
ゃ
ん
が
も
ど
り
ん

さ
れ
へ
ん
。
お
か
あ
ち
ゃ
ん
が
戻
り
ん
さ
れ
へ
ん
」
と

泣
き
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
話
を
し
て

も
振
り
向
い
て
も
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
櫞
の
方
に
飛

ん
で
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
お
か
ぁ
ち
ゃ
ん
、
お

か
あ
ち
ゃ
ん
」
と
泣
き
な
が
ら
し
き
り
に
呼
ん
で
お
り

ま
し
た
が
、
今
度
は
も
う
諦
め
た
よ
う
に
櫞
の
柱
に
も

た
れ
て
道
の
方
を
眺
め
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
ち
ら

を
振
り
向
き
ま
し
た
ら
、
顔
い
っ
ぱ
い
に
涙
を
た
め
て

私
の
顔
を
見
て
「
お
か
あ
ち
ゃ
ん
が
戻
り
ん
さ
れ
へ
ん
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
も
聞
い
て
く

れ
ま
せ
ん
。
い
い
加
減
に
帰
っ
て
き
た
ら
い
い
の
に
な

（
笑
声
）
そ
う
独
り
言
を
言
い
が
ら
待
っ
て
お
り
ま
し

た
。
一
向
に
戻
っ
て
参
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
は
泣
き
始

め
る
。
「
お
か
ぁ
ち
ゃ
ん
、
お
か
ぁ
ち
ゃ
ん
」
泣
く
。

私
は
「
カ
ン
シ
ャ
ク
」
が
起
き
て
今
度
は
、
む
か
つ
い

て
き
ま
し
た
。
め
っ
た
に
お
ら
ん
お
父
ち
ゃ
ん
が
お
っ

て
や
っ
て
お
る
の
に
、
お
か
あ
ち
ゃ
ん
の
ど
こ
が
い
い

の
か
。
と
い
う
と
（
笑
声
）
ど
っ
こ
も
（
全
部
）
エ
エ

で
す
」
と
泣
き
な
が
ら
言
い
ま
す
。
お
か
し
い
こ
と
言

う
な
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
「
な
ん
で
お
か
あ
ち
ゃ
ん

の
方
が
え
え
の
だ
」
「
ど
う
で
も
お
か
あ
ち
ゃ
ん
の
方

が
え
え
で
す
。
お
か
あ
ち
ゃ
ん
が
戻
り
ん
さ
れ
へ
ん
。

と
言
い
な
が
ら
、
し
く
し
く
泣
い
て
お
り
ま
す
。

私
に
は
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
ど
っ
こ
も

（
全
部
）
え
え
ら
し
い
ん
で
す
。
私
は
や
は
り
子
供
に

泣
か
れ
な
が
ら
も
、
晩
ま
で
待
っ
て
お
れ
ば
帰
っ
て
く

る
か
ら
良
い
よ
う
な
も
の
の
、
も
し
万
一
家
内
が
死
ん
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で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
ん
な
に
毎
日
、

背
中
の
上
で
泣
か
れ
な
が
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の

か
と
思
う
と
、
子
供
の
た
め
だ
け
れ
で
も
、
も
う
少
し

家
内
を
大
事
に
し
て
や
っ
て
も
い
い
な
ー
と
考
え
ま
し

た
。
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
か
ら
、
母
親
が
帰
っ
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
顔
を
見
る
な
り
、
い
っ
ぺ
ん
に
泣
き

顔
が
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
家
内
の
ど
こ
が
い

い
の
か
な
ぁ
と
思
っ
て
見
直
し
ま
し
た
。
（
笑
い
声
）

ど
こ
と
い
っ
て
い
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
家
内

の
方
は
、
私
の
顔
を
見
る
な
り
、
「
み
っ
ち
ゃ
ん
は
無

事
に
行
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
長
靴
持
っ
て
お
ば
さ
ん
の

と
こ
ろ
に
、
無
事
に
着
い
た
で
し
ょ
う
か
」
と
言
い
ま

す
の
で
、
「
う
ん
、
着
い
と
る
わ
い
」
と
か
言
っ
て
い

ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
聞
き
ま
す
。

「
う
ん
、
行
っ
と
る
わ
い
」
と
私
は
言
っ
て
お
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
夕
飯
の
支
度
が
出
来
、
私
は
食
卓
に
向

か
っ
た
の
で
す
が
、
ま
た
「
そ
れ
で
も
無
事
に
行
っ
と

る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
。「
無
事
に
行
っ
と
る
わ
い
」

「
心
配
せ
ん
で
も
え
え
」
と
私
は
、
の
ん
き
に
言
っ
て

お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
ハ
ッ
と
し
て
わ
か
っ
た
こ

と
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
思
い

が
子
供
に
届
く
気
遣
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
っ
た
こ
と

が
何
か
の
役
に
立
つ
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
思

っ
た
こ
と
が
役
に
立
と
う
が
、
立
つ
ま
い
が
、
届
こ
う

が
届
く
ま
い
が
、
そ
ん
な
事
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、
そ
れ
が
母

親
と
い
う
も
の
の
偉
さ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
に
は
、

こ
れ
が
な
い
か
ら
、
背
中
の
チ
ビ
が
泣
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気

持
ち
が
い
た
し
ま
す
。

子
供
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
念
力
の
上
に
、
本

物
の
上
に
、
育
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

■
教
師
に
も
「
念
力
」
を

ア
ヒ
ル
の
子
は
親
に
温
ま
れ
た
も
の
は
、
水
に
入
る

と
す
ぐ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
機
械
で
温
め
ら
れ
た
も
の
は
、
水
の
中
に
放
り

込
む
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と

が
書
物
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
本
当
か
嘘
か
、
私

に
は
ま
だ
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
な
ん

だ
か
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま

せ
ん
。
そ
う
し
ま
す
と
、
私
た
ち
の
教
室
の
中
に
も
、

ま
た
学
校
の
中
に
も
、
我
々
教
師
の
念
力
が
ぜ
ひ
必
要

だ
と
い
う
こ
と
も
思
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
念
力
・
愛

・
慈
悲
、
こ
れ
が
、
モ
ノ
に
生
命
を
付
与
し
、
も
の
の

値
打
ち
を
ひ
っ
く
り
返
す
、
言
い
替
え
れ
ば
、
転
換
す

る
、
こ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
が
育
ち
、
村
が
生
き
、
国

が
身
動
き
を
始
め
る
。
森
信
三
先
生
の
話
に
も
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
小
谷
純
一
氏
の
書
き
ま
し
た
「
愛
農

教
団
の
書
」
を
読
み
ま
す
と
、
働
く
と
言
う
も
の
は
、

愛
の
実
践
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

私
は
今
の
生
活
綴
方
に
つ
い
て
、
一
つ
だ
け
、
一
つ

だ
け
ど
申
し
ま
せ
ん
が
、
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
こ
の
問
題
点
を
解
決
し
て
く
れ
る
の
は
、
こ
の

県
で
は
小
西
健
二
郎
さ
ん
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
お

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
生
活
綴
方
に
現
れ
て
く
る
、
ど
う

言
い
ま
す
か
、
一
種
の
暗
さ
で
あ
り
ま
す
。
私
も
生
活

綴
方
の
道
を
た
ど
っ
て
き
た
一
人
で
す
か
ら
、
生
活
綴

り
方
の
正
し
さ
は
分
か
る
の
で
す
が
、
先
年
か
ら
あ
の

暗
さ
が
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
そ

の
暗
さ
を
追
求
し
て
い
っ
て
み
ま
す
と
、
ど
う
も
「
憎

し
み
の
思
想
体
系
」
に
ぶ
ち
当
た
っ
て
く
る
の
で
す
。

憎
し
み
は
反
生
命
的
な
も
の
で
す
。
も
の
か
ら
命
を
奪

う
も
の
で
す
。
生
か
す
も
の
育
て
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

姑
さ
ん
が
家
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
お
嫁
さ
ん
が

寝
転
ん
で
い
る
、
と
そ
れ
を
見
た
と
き
に
、
「
年
寄
り

に
え
ら
い
目
を
さ
せ
て
お
い
て
、
横
着
な
も
の
だ
」
と

思
う
。
森
先
生
の
「
眼
」
の
問
題
で
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
憎
し
み
の
「
眼
」
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
娘
が

寝
転
ん
で
お
っ
た
な
ら
ば
、
「
お
前
ど
こ
か
悪
い
ん
で

は
な
い
か
」
と
言
っ
て
み
る
。
そ
れ
は
今
私
が
申
し
か

け
て
い
る
と
こ
ろ
の
仏
の
「
観
」
で
は
「
慈
」
と
い
う

事
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
「
慈
悲
」

の
「
眼
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
家
の
チ
ビ
の
母

親
の
思
い
で
も
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
「
眼
」
に
は
憎
し
み
が
あ
る
と

思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
「
生
活
綴
方
」

に
も
あ
る
。
私
は
こ
の
憎
し
み
の
「
眼
」
が
何
と
か
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
何
と
か
な
ら

な
い
限
り
持
っ
て
い
る
者
と
持
た
な
い
者
の
区
別
の
な

い
世
界
が
で
き
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
世
界
に
は
、

幸
せ
は
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
あ
り
ま

す
。
（
「
開
顕
」

号
６
・
７
月
合
併
号
）

89

あ
と
が
き
に
替
え
て

東
井
義
雄
先
生
の
仏
教
観
は
興
味
深
い
。
教
師
も
「
母
」

の
持
つ「
念
力
」
を
醸
成
す
べ
く
、
精
神
的
に
大
き
く
成
長

し
て
、
居
並
ぶ
未
来
の
国
の
宝
を
育
て
な
い
と
い
け
な
い
。

か
つ
て
の
貧
し
い
教
員
体
験
を
反
省
し
つ
つ
、
誌
友
諸
兄

は
、
特
に
教
壇
に
立
つ
誌
友
諸
兄
は
研
鑽
を
積
ん
で
ほ
し
い

と
希
う
ば
か
り
だ
。
（

日
二
繁
）
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