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一
、
前
回
の
概
略

（
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
）

　

前
回
の
概
略
を
、
聞
い
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
人
の
た
め
に
簡
単
に
述
べ
て
お

き
ま
す
。
三
世
紀
の
近
畿
を
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
に
述
べ
て
み
ま
し
た
。
魏

の
天
子
か
ら
も
ら
っ
た
鏡
は
三
角
縁
神
獣
鏡
と
日
本
の
学
者
は
言
っ
て
い
ま
す

が
、
中
国
に
は
三
角
縁
画
像
鏡
し
か
な
い
。
し
か
し
中
国
に
三
角
縁
神
獣
鏡
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
中
国
の
も
の
だ
と
明
治
・
大
正
の
頃
は
思
い
込
ん
で
い

た
。
中
国
に
あ
る
の
は
三
角
縁
画
像
鏡
し
か
な
い
。
絵
に
描
い
た
額
縁
と
し
て

三
角
縁
を
付
け
る
。
人
間
の
姿
を
描
い
た
と
き
に
絵
の
額
縁
と
し
て
三
角
縁
を

付
け
る
の
が
三
角
縁
画
像
鏡
で
す
。
昭
和
五
十
年
代
に
は
、
中
国
に
三
角
縁
神

獣
鏡
が
無
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
そ
れ
を
明
治
・
大
正
の
頃
に
は
中
国
に

有
る
か
の
よ
う
に
期
待
し
て
と
い
う
か
、錯
覚
し
て
名
前
を
決
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
何
を
言
い
た
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
の
は
ウ
ソ

で
実
体
は
三
角
縁
画
像
鏡
。
日
本
版
の
三
角
縁
画
像
鏡
。
あ
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
日
本
人
で
あ
る
。

　

く
り
返
し
て
言
う
と
、
我
々
が
三
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
嘘
で

実
は
日
本
型
の
三
角
縁
画
像
鏡
で
あ
る
。
そ
う
こ
と
に
な
る
と
、
あ
そ
こ
に 

描
か
れ
て
い
る
の
は
実
は
我
々
日
本
人
が
描
か
れ
て
い
る
。「
我
々
日
本
人
の

御
先
祖
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
も
豪
族
で
し
ょ
う
が
。「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
と
い

わ
れ
る
鏡
は
五
〇
〇
面
前
後
出
て
い
る
が
、
あ
そ
こ
に
出
て
い
る
姿
は
、
我
々

日
本
人
の
顔
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
。
日
本
人
の
顔
や
体
型
・
服
装
が
金
石
文

の
同
時
代
史
料
と
し
て
大
量
に
出
現
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
前
回
に
と
く

に
強
調
し
て
言
っ
た
こ
と
は
、
あ
の
鏡
の
銘
文
と
図
柄
は
対
応
し
て
い
る
。 

わ

た
し
が
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
て
言
う
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
当
た
り
前

の
こ
と
で
す
。

　

テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
も
、
商
品
の
宣
伝
文
の
後
ろ
の
方
に
絵
が    

出
る
。
何
ら
か
の
形
で
映
像
と
文
字
が
対
応
し
て
い
る
。
直
接
対
応
か
間
接
対

応
か
は
別
に
し
て
、
ム
ー
ド
対
応
も
あ
り
ま
す
が
対
応
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く

無
関
係
に
流
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
む
け
の
商
品
を
流
す
の
に
、
ぜ

ん
ぜ
ん
関
係
の
な
い
ア
フ
リ
カ
の
景
色
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。  

商
品
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
絵
や
音
を
無
関
係
の
も
の
は
流
さ
な
い
。
言
う

も
お
ろ
か
。
そ
れ
と
同
じ
で
す
。
一
見
無
関
係
に
見
え
て
も
、
相
反
す
る
形
で

対
応
す
る
と
い
う
様
に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
対
応
さ
せ
て
制
作
者
が
苦
心
し
て

作
っ
て
い
る
。

　

鏡
で
も
同
じ
で
す
。
銘
文
は
苦
心
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
銘
文
の
文
言
と

無
関
係
な
図
柄
と
い
う
考
え
は
お
か
し
い
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
よ
り
ず
っ
と
年
期

を
入
れ
て
造
っ
て
い
る
。
図
柄
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
銘
文
の
文
言
と
は
無
関
係
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
お
か
し
い
。
お
か
し
い
け
れ
ど
、
現
在
の
考

古
学
で
は
無
関
係
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
か
と
言
え
ば
、
鏡
を
ま
ず
神
獣
鏡
と
決
め
て
し

ま
っ
た
。
鏡
に
出
て
く
る
人
間
は「
神
仙
」、並
み
の
人
間
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

仙
人
や
神
通
力
を
も
っ
た
超
人
間
と
明
治
の
初
め
に
決
め
て
し
ま
っ
た
。
画
像

鏡
で
な
い
と
ま
ず
決
め
て
し
ま
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
あ
の
銘
文
を
見
る
と
神
仙
だ
け
で
す
と
い
う
話
に
合
わ
な
い
。
簡

単
に
合
わ
な
い
。
あ
の
銘
文
の
文
句
は
ず
い
ぶ
ん
俗
っ
ぽ
い
。
こ
の
鏡
を
持
て

ば
、
か
な
ら
ず
位
三
公
に
至
る
。
ま
た
子
供
が
た
く
さ
ん
出
来
て
健
康
で
家
系

が
繁
栄
す
る
。
神
仙
と
は
大
分
違
う
。
だ
か
ら
、
い
ち
い
ち
対
応
が
あ
る
と
は

言
え
な
い
。
そ
れ
な
の
に
片
方
を
神
仙
に
、
超
俗
的
な
地
位
も
名
誉
も
関
係
な

い
よ
う
な
空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
人
に
し
て
し
ま
っ
た
。
図
柄
は
銘
文
と
は

関
係
な
い
の
だ
。
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
の
が
明
治
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い

る
。
皆
さ
ん
に
お
話
し
し
た
四
月
九
日
ま
で
中
国
鏡
の
立
場
の
人
も
、
国
産
鏡

の
立
場
の
人
も
全
員
一
致
で
、
そ
の
立
場
だ
っ
た
。

　

お
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
わ
た
し
も
国
産
説
の
立
場
で
す
が
、
四
月
九
日

に
反
論
す
る
ま
で
は
、
そ
の
こ
と
を
黙
認
し
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
わ
た
し

は
、
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
予
想
は
以
前
か
ら
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

た

と
え
ば
図
柄
を
見
て
い
る
と
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
。  

あ
そ
こ

に
出
て
く
る
仙
人
は
、
銘
文
の
よ
う
な
食
生
活
だ
け
で
は
、
そ
の
よ
う
な
中
年

ぶ
と
り
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
仙
人
は
棗な
つ
めを
喰
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
あ
の
よ
う
な
中
年
ぶ
と
り
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 
脇
に
は
、
ほ
っ

そ
り
し
た
女
性
を
従
え
て
い
る
。
そ
ん
な
仙
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
よ
う

な
感
覚
で
は
以
前
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
そ
れ
を
、鏡
の
銘
文
と
図
柄
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
鏡
。
何
ら
か
の
形
で
対
応
し
て
い
る
緩
や
か
な
対
応

の
鏡
。
大
局
的
に
見
て
対
応
し
て
い
る
鏡
。
そ
う
い
う
三
種
類
。
こ
ま
か
く
分

け
れ
ば
も
っ
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
テ
レ
ビ
の
画
面
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
事

は
前
回
申
し
上
げ
ま
し
た
。

二　

神
武
東
侵

　

今
回
は
三
世
紀
以
前
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
で
い
き
な
り
登
場
し

て
戴
く
の
が
、
名
前
だ
け
が
ご
存
じ
の
神
武
天
皇
。
神
武
天
皇
と
い
う
名
前
は

知
ら
な
い
方
は
い
な
い
で
す
が
、
名
前
だ
け
は
知
っ
て
い
る
が
、「
学
問
の
話

を
聞
き
に
来
た
の
で
神
武
天
皇
な
ど
と
言
い
出
し
た
ら
、
と
て
も
付
い
て
い
け

な
い
。」
そ
う
考
え
て
い
る
人
や
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
の
方
が
多
い
の
で
は
な

い
か
と
睨に
ら

ん
で
い
ま
す
。
私
の
年
齢
は
七
十
三
才
で
す
が
、
私
共
の
世
代
は
神

武
天
皇
を
教
科
書
で
習
っ
た
。
し
か
し
神
武
天
皇
な
ん
か
は
近
畿
に
居
な
か
っ

た
よ
。
そ
ん
な
こ
と
教
科
書
で
習
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
戦
後
生
ま
れ
の
人

が
大
部
分
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
の
レ
リ
ー
フ
に
書
い
て
有
り
ま
す
が
、

　

神
武
実
在
を
否
定
す
る
人
に
近
畿
の
歴
史
は
分
か
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
ー
ー
ー
答
は
ノ
ー

　

私
は
は
っ
き
り
ノ
ー
。
神
武
天
皇
を
架か
く
う空

だ
と
い
う
人
に
は
、
日
本
の
歴
史

と
い
っ
て
も
良
い
で
す
が
、
と
り
わ
け
近
畿
の
歴
史
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
に
な
が
ら
く
考
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
弥
生
前
・
中
期
に
銅
鐸
時
代
だ
っ
た
大
和
が
、

弥
生
後
期
に
銅
鐸
は
消
滅
す
る
。
こ
の
謎
を
説
明
す
る
の
は
、
私
は
や
は
り

反
銅
鐸
勢
力
が
近
畿
に
侵
入
し
た
と
い
う
説
明
し
か
あ
り
え
な
い
。
二
十
一
年

前
に
出
し
た
『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』
と
い
う
本
か
ら
出
し
た
図
一
を

見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
弥
生
の
前
期
か
ら
中
期
の
銅
鐸
の
出
土
分
布
で
す
。

二
十
一
年
前
で
す
か
ら
現
在
は
数
は
増
え
て
い
ま
す
が
情
勢
は
変
わ
ら
な
い
。

奈
良
県
北
部
（
平
野
部
）
に
も
銅
鐸
が
か
な
り
密
集
し
て
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
図
二
に
行
き
ま
す
と
、
弥
生
後
期
に
は
銅
鐸
が
ば
っ
た
り
ゼ
ロ
に

な
る
。
河
内
も
減
っ
て
は
い
ま
す
が
少
し
あ
り
ま
す
。
三
重
県
も
減
っ
て
は
い

ま
す
が
少
し
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
滋
賀
県
は
後
期
銅
鐸
が
た
く
さ
ん
出

て
き
て
お
り
ま
す
。
ま
た
逆
に
愛
知
県
や
静
岡
県
西
部
浜
松
・
浜
名
湖
の
近

辺
で
は
、
あ
る
意
味
で
銅
鐸
の
最
盛
期
を
迎
え
て
い
る
の
が
、
東
海
で
あ
り
滋

賀
県
で
す
。
そ
の
時
期
に
奈
良
県
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
銅
鐸
は
ゼ
ロ
。
こ
れ

は
二
十
一
年
前
と
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
私
は
考
古
学
者
か
ら
、
こ
れ

に
対
す
る
納
得
で
き
る
説
明
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
説
明
し
た
方

は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
有
名
な
小
林
行
雄
さ
ん
。
亡
く
な
ら
れ
た
が
京
大
の

名
誉
教
授
で
三
角
縁
神
獣
鏡
の
配
布
す
る
図
式
を
作
ら
れ
た
方
。
こ
の
方
の
説

明
が
あ
り
ま
す
。。
こ
の
方
の
説
明
で
は
、
銅
鐸
は
マ
ル
ク
ス
が
い
う
共
同
体  

の
祭
器
で
あ
る
。
共
同
体
の
祭
り
の
道
具
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
奈
良
県
大
和
に

統
一
権
力
が
出
現
し
た
。
も
う
共
同
体
の
祭
器
は
い
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら

銅
鐸
は
出
な
い
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
説
は
考
古
学
で

定
説
に
な
っ
て
い
て
、
表
面
上
は
異
論
は
出
て
こ
な
い
し
考
古
学
者
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
よ
う
な
局
外
者
に
は
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
「
共
同
体
の
祭
器
だ
か
ら
、い
ら
な
く
な
っ
た
。」
と
い
う
説
明
は
、

そ
れ
は
一
つ
の
仮
説
で
す
か
ら
そ
う
い
う
立
場
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
ご
自
由

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
統
一
権
力
に
ふ
さ
わ
し
い
祭

器
が
出
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
し
か
し
（
弥
生
後
期
は
）
ま
っ
た
く
金
属
製
品

な
し
の
時
代
、
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
統
一
権
力
は
金
属
が
嫌
い
だ
っ
た
。
そ
う

い
う
考
え
は
、
私
の
考
え
方
か
ら
は
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
ゼ
ロ
で
は
な
い
で
す
が
。
銅
の
鏃
が
若
干
出
て
い
る
以
外
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
一
体
な
に
か
。

　

そ
れ
で
は
お
ま
え
は
、
小
林
さ
ん
の
説
明
で
は
納
得
で
き
な
い
。
そ
う
言
う

な
ら
ば
、
お
ま
え
は
何
か
言
っ
て
見
ろ
と
言
え
ば
、
非
常
に
簡
単
で
あ
り
ま
す
。

『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
一
番
繰
り
返

し
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
、「
神
武
天
皇
が
九
州
か
ら
や
っ

て
き
て
、
大
和
・
近
畿
を
支
配
し
た
。
我
々
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
。」。

　

そ
れ
が
一
番
言
い
た
い
こ
と
の
中
心
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
し
か
も
、
そ
の

一
番
中
心
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
言
い
た
い
こ
と
は
、堂
々
と
大
軍
を
持
っ
て
き
て
、

そ
れ
で
大
阪
湾
に
来
て
遠
路
征
服
し
た
の
で
は
な
く
て
、
一
旦
は
破
れ
た
。
し

か
も
兄
も
戦
死
し
た
。
そ
れ
で
末
弟
が
指
揮
を
と
り
、熊
野
か
ら
回
っ
て
入
り
、

現
地
の
支
配
者
を
皆
殺
し
に
し
た
。
し
か
も
非
常
に
卑
怯
な
手
を
使
っ
て
だ
ま

し
討
ち
や
嘘
を
つ
い
て
殺
し
つ
く
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を

六
世
紀
の
大
和
朝
廷
の
歴
史
官
僚
が
作
り
話
を
造
っ
た
、
嘘
を
つ
き
ま
し
た
、

我
々
の
先
祖
が
こ
ん
な
嘘
を
つ
き
ま
し
た
、
こ
ん
な
裏
切
り
を
う
ま
く
や
り
ま

し
た
。
虐
殺
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
嘘
を
つ
く
と
は
思
え
な
い
。
も
っ
と
う
ま
い

嘘
を
つ
け
！
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
残
虐
な
行
為
の
描
写
は
、
後
世
の
文
人
が 

机
の
上
で
作
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
血
の
滴し
た
たる

歴
史
事
実
の
反
映
で
あ

る
。
私
は
そ
う
考
え
て
き
た
。
そ
の
立
場
か
ら
し
ま
す
と
、
弥
生
後
期
に
銅
鐸

が
消
滅
す
る
こ
と
は
良
く
分
か
る
。

　

彼
ら
は
九
州
の
「
三
種
の
神
器
」
を
崇
拝
す
る
勢
力
、
そ
の
一
分
派
で
す
。

九
州
で
は
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
。
そ
れ
で
九
州
を
出
て
き
て
、
書
い
て
あ
る

よ
う
に
銅
鐸
圏
に
侵
入
し
た
。
裏
か
ら
入
っ
て
銅
鐸
圏
に
侵
入
し
た
か
ら
大
和

盆
地
だ
け
し
か
支
配
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
う
ぜ
ん
大
和
盆
地
だ
け
し
か
銅

鐸
が
消
滅
し
て
い
な
い
。
銅
鐸
が
無
く
な
っ
た
の
は
、
当
然
鋳
潰
し
て
鏃や
じ
りに
し

た
。
銅
鐸
は
軍
事
用
に
は
役
に
立
た
な
い
。
い
く
ら
立
派
な
も
の
で
も
、
軍
事

用
に
は
役
立
た
な
い
。
だ
か
ら
軍
事
用
に
転
用
す
る
。
一
番
優
れ
て
い
る
の
は

鏃や
じ
りで
、
銅
が
少
な
く
て
済
む
。
剣
や
矛
は
銅
が
た
く
さ
ん
要
る
が
、
鏃や
じ
りは
少
な

く
て
す
む
。
実
戦
的
に
一
番
優
れ
て
い
る
銅
の
鏃や
じ
りに

変
え
て
戦
っ
た
。
弥
生
後

期
に
大
和
盆
地
に
ほ
と
ん
ど
金
属
製
品
が
出
な
い
。
そ
う
い
う
考
古
学
的
事
実

と
ピ
タ
リ
と
一
致
す
る
。
壊
さ
れ
た
銅
鐸
の
破
片
が
出
て
き
た
と
い
う
事
実
に

も
合
う
。
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そ
れ
で
私
は
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
言
っ
て
い
る
神
武
は
、イ
ン
ベ
ー

ダ
ー
と
し
て
実
在
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
で
ま
た
「
神
武
東と
う
せ
ん遷
」
と
い
う
言
葉
で
は
ダ
メ
で
あ
る
。「
神
武
東
遷
」

と
い
う
言
葉
は
戦
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
「
東と
う
せ
ん遷
」
は
遷
都
の

略
で
あ
る
。「
東
征
」か
ら「
東
遷
」へ
と
言
葉
を
換
え
る
の
は
ま
あ
良
い
だ
ろ
う
。

そ
う
言
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
た
と
え
ば
わ
た
し
が
、
住
ま
い
を
京
都
か
ら

東
京
へ
移
し
た
こ
と
を
「
東
遷
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
「
東と
う
せ
ん遷
」
と
は
、

中
心
権
力
者
が
都
を
東
に
遷
し
て
こ
そ
言
え
ま
す
。
戦
前
は
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
た
。
神
武
天
皇
は
九
州
の
日
向
に
都
が
あ
っ
て
、
そ
の
都
を
お
移
し

に
な
っ
た
と
考
え
て
「
東
遷
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
。
私
は
こ
れ
は
ペ

ケ
。 

そ
れ
は
歴
史
事
実
と
関
係
な
し
。

　

そ
れ
か
ら「
神
武
東
征
」と
い
う
言
葉
は
、ま
だ
ま
し
で
す
。
し
か
し「
東
征
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
「
征
伐
」
で
す
。
悪
者
を
や
っ
つ
け
る
の
が
征
伐
で
す
。

「
朝
鮮
征
伐
」
と
は
、朝
鮮
・
韓
国
の
人
々
を
低
く
見
て
悪
者
と
見
た
表
現
で
す
。

朝
鮮
の
人
々
が
「
征
伐
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
反
発
す
る
。
反
発
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
同
じ
よ
う
に
銅
鐸
圏
の
人
々
が
悪
者
で
、
ど
う
し

よ
う
も
な
い
人
々
だ
か
ら
征
伐
し
た
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
な

ぜ
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
分
か
る

の
か
と
言
わ
れ
て
も
、
分
か
り
ま
す
よ
。
な
ぜ
分
か
る
か
と
い
う
と
、
銅
鐸
圏

の
方
が
ど
ん
ど
ん
九
州
の
方
に
攻
め
て
来
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
を
護
る
た
め
に

対
抗
す
る
た
め
に
攻
め
返
し
た
。
ま
だ
大
義
名
分
は
立
ち
ま
す
。
し
か
し
わ
た

し
は
、
そ
ん
な
事
は
ま
ず
無
い
。
ま
ず
無
い
と
言
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
分
か

る
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
分
か
り
ま
す
。
も
し
軍
事
侵
入
勢
力
で
あ
っ
た
ら
、
あ

の
よ
う
な
も
っ
た
い
な
い
銅
鐸
な
ど
は
作
り
は
し
ま
せ
ん
。
出
て
き
て
い
る
銅

鐸
だ
け
で
も
、
す
ご
い
数
で
す
。
実
際
に
造
っ
た
の
は
、
あ
の
五
倍
・
一
〇
倍

は
作
っ
て
い
る
。
も
っ
た
い
な
い
。
も
っ
た
い
な
い
。
あ
れ
を
鏃や
じ
りに

し
た
ら
、

ど
れ
だ
け
鏃や
じ
りが

作
れ
る
か
。
鏃や
じ
りよ

り
も
銅
鐸
を
造
っ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は

銅
鐸
を
作
っ
た
平
和
的
な
勢
力
。
も
ち
ろ
ん
軍
事
的
な
勢
力
が
ま
っ
た
く
無

か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
主
た
る
勢
力
は
平
和
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
と

私
は
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
様
子
か
ら
見
て
も
、若
干
の
い
ざ
こ
ざ 

は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
が
銅
鐸
圏
の
強
圧
的
な
九
州
に
対
す
る
侵
入
が
あ
っ
て
、
た
ま
り

か
ね
て
神
武
達
が
来
た
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
全
体
と
し
て
は
平
和
に
過
ご

し
て
い
た
銅
鐸
圏
に
対
す
る
、
私
の
い
う
九
州
王
朝
・
倭
国
の
分
派
の
侵
略
。

そ
こ
に
は
、
も
う
九
州
で
は
主
流
に
は
成
れ
な
い
。
九
州
を
あ
き
ら
め
た
神
武

達
が
銅
鐸
圏
に
侵
入
し
た
。
で
す
か
ら
征
伐
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
侵
略
・

侵
入
の
「
侵
」
を
用
い
た
「
神
武
東
侵
」
と
い
う
方
が
リ
ア
ル
で
あ
る
。

も
っ
と
も
『
古
事
記
』
そ
の
も
の
に
は
「
東
に
行
か
む
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
東
行
」
と
文
献
に
は
あ
る
。
し
か
し
「
東
に
行
く
。」
と
あ
る
が
、
東
に
行
っ

て
何
を
す
る
の
か
。「
東
行
」
で
は
悪
く
は
な
い
が
、
私
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
。

そ
れ
で
神
武
達
に
は
気
の
毒
で
す
が
、
侵
入
に
は
違
い
が
な
い
。
や
は
り
「
神

武
東
侵
」
と
い
う
言
葉
が
、
歴
史
事
実
と
し
て
は
一
番
ふ
さ
わ
し
い
。
神
武
た

ち
を
良
く
言
う
と
か
悪
く
言
う
と
か
、
そ
う
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
ま
っ
た

く
無
関
係
。
事
実
関
係
を
、
イ
メ
ー
ジ
を
出
来
る
だ
け
表
現
す
る
言
葉
と
し
て

み
れ
ば
、「
神
武
東
侵
」
と
云
う
言
葉
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
事
記
中
卷

神
倭
伊
波
禮
毘
古
命
【
自
伊
下
五
字
以
音
】
與
其
伊
呂
兄
五
瀬
命
【
上
伊
呂
二

字
以
音
】
二
柱
。
坐
高
千
穗
宮
而
。
議
云
。
坐
何
地
者
。
平
聞
看
天
下
之
政
。

猶
思
東
行
。

「
神
武
東
侵
」
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
さ
ん
ざ
ん
書
い

て
い
る
。私
が
勝
手
に
思
い
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
古
事
記
』・『
日

本
書
紀
』
が
さ
ん
ざ
ん
書
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
事
を
前
提
に
見
る
と
、
あ
の

銅
鐸
の
消
滅
と
い
う
事
実
が
見
事
に
証
明
で
き
る
。私
は
長
い
間
そ
う
考
え
て
、
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そ
れ
こ
そ
三
十
年
前
近
く
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
長
い
間
言
っ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
反
応
は
ま
っ
た
く 

な
い
の
で
す
が
、
最
近
森
浩
一
さ
ん
が
朝
日
新
聞
で
書
か
れ
た
『
神
話
と
考
古

学
』
な
ど
の
本
で
は
、や
は
り
神
武
実
在
の
立
場
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
わ
た
し
の
主
張
よ
り
ず
っ
と
時
期
は
遅
く
出
て
き
た
も
の
で
す
が
、
わ

た
し
は
大
賛
成
。

　

た
だ
し
「
神
武
実
在
」
の
論
証
は
、
必
然
的
に
「
天
孫
降
臨
」
の
実
在
の 

論
証
に
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
こ
ま
で
言
い
出
し
た
ら
、
神
武
東
侵
は
ま
だ
我
慢
で
き
る
が
、
天
孫
降
臨

も
実
在
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
さ
れ
た
ら
、
私
と
す
れ
ば
我
慢
が
出

来
な
い
。
そ
う
怒
ら
れ
て
帰
る
方
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
れ
は
次
の
回
に
、
第
三
回
目
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
神
武
問
題
と
天
孫
降

臨
問
題
は
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

す
こ
し
申
し
上
げ
る
と
、
神
武
は
ど
こ
を
出
発
し
て
き
た
か
。
南
九
州
宮
崎

県
を
出
発
し
て
き
た
か
、
そ
れ
と
も
北
部
九
州
筑
紫
を
出
発
し
て
き
た
か
。
そ

う
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。

　
「
天
孫
降
臨
」
が
、
今
い
わ
ゆ
る
定
説
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な  

南
九
州
・
高
千
穂
な
の
か
。
そ
れ
と
も
私
が
前
か
ら
言
っ
て
き
た
よ
う
な
糸
島

博
多
湾
岸
な
の
か
。
糸
島
と
博
多
の
間
の
高た
か
す
や
ま

祖
山
連
峰
の
ク
シ
フ
ル
峰
と
い
う

地
名
の
あ
る
と
こ
ろ
な
の
か
。
そ
う
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
点
は

詳
し
く
は
第
三
回
目
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
現
在
は
神
武
の
侵
略
・
侵
入
が
実
在
と
考
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
考
古
学
的

出
土
状
態
の
問
題
は
解
け
な
い
。
事
実
は
考
古
学
者
は
み
ん
な
知
っ
て
い
ま
す

が
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
説
明
は
付
か
な
い
。
小
林
さ
ん
の
理
論
で
は
、

私
だ
け
で
な
く
他
の
人
も
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
点
か
ら
出
て
く
る
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
事
実
が
あ
り
ま
す
。  

膨
大
な
纏ま
き
む
く向

遺
跡
、
纏ま
き
む
く向

国
家
圏
は
、
銅
鐸
国
家
圏
を
破
壊
し
押
し
つ
ぶ
し
た

上
に
建
造
さ
れ
続
け
た
古
墳
群
で
あ
る
。
そ
れ
が
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
・
箸は
し
は
か墓

古
墳

群
な
ど
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
反
銅
鐸
侵
入
勢
力
の
力
の
誇
示
と
し
て
、
あ
の
お
お
き
な
古
墳
・ 

天
皇
陵
を
築
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
視
点
が
ひ
じ
ょ
う
に

大
事
で
あ
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

（
質
問
が
あ
れ
ば
答
え
ま
す
が
、
わ
た
し
は
こ
れ
は
国
家
で
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。）

　

ホ
ケ
ノ
山
古
墳
も
ほ
ん
と
う
に
発
掘
す
る
と
い
う
か
、
石
室
な
ど
の
お
墓

の
調
査
で
満
足
し
て
ス
ト
ッ
プ
せ
ず
、
さ
ら
に
そ
の
下
を
掘
っ
て
貰
い
た
い
。  

そ
の
下
に
は
お
そ
ら
く
当
然
弥
生
遺
跡
が
出
て
く
る
。
た
だ
の
弥
生
遺
跡
で
は

な
く
て
、
弥
生
の
中
心
的
な
、
か
つ
神
聖
な
遺
跡
が
出
て
く
る
。

　

つ
ま
り
簡
単
に
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
畿
大
和
・
河
内
、
そ
の

当
た
り
に
は
い
ろ
い
ろ
な
古
墳
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
造
る
の
に

ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
無
駄
な
土
地
が
あ
り
、
そ
の
上
に
造
っ
た
と
考
え
る

の
か
。
そ
れ
以
前
に
も
役
に
立
つ
良
い
土
地
、
神
聖
な
土
地
と
言
っ
て
も
良
い

の
で
す
が
、
そ
れ
を
押
し
つ
ぶ
し
て
造
っ
た
と
考
え
る
か
で
す
。
そ
う
い
う
問

題
提
起
を
歴
史
学
者
や
考
古
学
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
の
問
題
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
提
起
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

わ
た
し
は
や
は
り
堺
市
の
古
墳
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
弥
生
時
代
で
も
重
要
な

神
聖
な
そ
し
て
多
産
な
土
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
バ
ー
ン
と

大
き
な
古
墳
を
造
り
、古
い
勢
力
は
消
え
去
っ
た
。新
し
い
我
々
の
時
代
に
な
っ

た
と
い
う
事
を
、
そ
れ
を
示
す
た
め
に
巨
大
古
墳
が
造
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
。

　

わ
た
し
は
何
も
縄
文
か
ら
ず
っ
と
弥
生
ま
で
先
祖
が
続
い
て
、
何
も
な
く
て

い
き
な
り
古
墳
を
造
る
の
が
趣
味
の
人
が
造
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
私
は
何
も
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な
い
土
地
に
古
墳
を
造
ら
れ
た
と
は
考
え
な
い
。
し
み
っ
た
れ
た
話
の
よ
う
で

す
が
、
何
も
な
い
土
地
に
古
墳
を
造
っ
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
畑
や
田
が

あ
り
、
収
穫
や
税
を
取
っ
て
い
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
無
く
な
る
。
ま
さ

か
自
分
で
古
墳
を
造
っ
て
潰
し
て
お
い
て
、
元
は
あ
そ
こ
に
居
っ
た
か
ら
以
前

の
ま
ま
出
せ
と
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ご
っ
そ
り
減
る
わ
け
で
す
。
減
っ

て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
と
い
う
権
力
者
。
わ
た
し
は
権
力
者
に
な
っ
た
こ
と
は
な

い
が
、そ
ん
な
気
前
の
良
い
存
在
で
は
な
い
と
思
う
。
じ
ゃ
あ
何
か
と
い
う
と
、

よ
そ
か
ら
来
て
侵
略
者
と
し
て
、権
力
者
と
し
て
支
配
し
た
人
は
、従
来
の
人
々

の
神
聖
な
と
こ
ろ
を
つ
ぶ
す
こ
と
は
た
め
ら
わ
な
い
。
そ
し
て
従
来
の
神
聖
な

勢
力
を
ペ
ケ
に
し
て
、
新
し
い
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
。
そ
れ
が
当
た

り
前
で
は
な
い
か
。

　

繰
り
返
し
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
わ
た
し
は
天
皇
家
に
対
し
て
、
プ
ラ
ス
の

考
え
方
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
マ
イ
ナ
ス
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

天
皇
家
を
悪
く
い
う
と
か
、
良
く
い
う
と
か
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
ど
ち

ら
か
に
傾
い
た
ら
、
わ
た
し
は
学
問
の
死
滅
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
で
は

な
く
て
リ
ア
ル
に
考
え
た
ら
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
学
問
の
示
す
と
こ
ろ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
天
皇
家
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
民
族
大
移
動
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
大
嘘
で
す
。

そ
う
言
う
と
人
間
の
居
な
い
と
こ
ろ
に
す
ん
な
り
移
動
し
て
住
み
着
い
た
よ
う

に
聞
こ
え
る
言
葉
で
す
。
あ
れ
は
明
ら
か
に
大
侵
略
で
す
。
当
然
大
移
動
の
前

に
住
ん
で
い
る
人
間
は
居
た
。
先
進
文
明
は
あ
っ
た
。
そ
れ
を
押
し
つ
ぶ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
を
建
て
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
、

教
会
の
下
に
は
、
多
神
教
時
代
の
聖
地
が
眠
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
潰
さ
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
民
族
大
移
動
だ
。

そ
う
い
う
形
で
処
理
し
た
か
ら
触
れ
た
が
ら
な
い
が
、
事
実
に
は
替
わ
り
は
な

い
。

　

余
計
な
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、
わ
た
し
は
天
皇
家
だ
け
を
特
に
悪
く
言
い
た

い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
は
、
ま
っ
た
く
無
い
。
人
類
の
歴
史
の
一

環
と
し
て
、
物
事
を
リ
ア
ル
に
見
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ご
理
解

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三　

難な
に
わ波
と
浪な

み
は
や速
の
論
証

　

次
は
、
そ
れ
で
は
神
武
が
実
在
で
あ
る
証
拠
は
も
っ
と
な
い
か
。
銅
鐸
の
話

は
わ
た
し
は
分
か
り
易
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
も
の
足
り
な
い
か
ら
も
う
少

し
話
が
欲
し
い
。
そ
う
言
わ
れ
る
方
に
、
そ
れ
で
興
味
あ
る
問
題
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
難
波
（
な
に
わ
）
の
伝
播
と
い
う
問
題
で
す
。
難
波
と
い
う
言
葉
は
ど

こ
か
ら
始
ま
っ
た
か
。皆
さ
ん
は
お
そ
ら
く
ご
存
じ
の
な
い
方
が
多
い
と
思
う
。

じ
つ
は
九
州
福
岡
県
博
多
に
難
波
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
の
方
は

少
な
い
と
思
う
。

　

博
多
湾
岸
の
と
こ
ろ
に
難
波
池
（
福
岡
市
城
南
区
南
片
江
一
丁
目
）
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
大
き
な
池
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
池
に
は
違
い

は
な
い
。
本
来
は
大
き
な
池
で
す
が
、
住
宅
建
設
で
埋
め
ら
れ
て
き
た
。
本
来

は
博
多
湾
の
一
番
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
在
難
波
（
な
ん
ば
）
池
と
言
っ
て

い
ま
す
が
明
治
政
府
が
調
査
し
た
『
明
治
前
期
字
地
名
調
査
書
』
と
い
う
貴
重

な
資
料
が
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
で
は
「
難
波
（
な
に
わ
）」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
な

に
わ　

な
ん
ば
」
両
方
の
言
い
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
大
阪
に
も
浪な
に
わ速
と
難な
ん
ば波
が
有
り
ま
す
。
無
関
係
な
の
か
。
そ
れ
と

も
ど
ち
ら
か
ら
、
ど
ち
ら
に
来
た
の
か
。
こ
れ
も
ズ
バ
リ
申
し
上
げ
ま
す
と
、

博
多
湾
岸
の
難
波
（
な
に
わ
）
が
、
大
阪
湾
の
浪
速
・
難
波
（
な
ん
ば
）
に
伝
播
し

て
き
た
。
私
だ
け
で
は
な
く
て
、
す
で
に
、
こ
こ
一
〇
年
間
ぐ
ら
い
そ
う
い
う
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議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
大
学
の
中
で
は
ま
っ
た
く
な
く
て
読
者
の
会
の
皆 

さ
ん
で
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
読
者
の
会
の
会
員
が
次
々
論
争
し
な
が
ら
、

い
ろ
い
ろ
発
見
さ
れ
進
展
し
て
き
た
。
そ
れ
を
僭せ
ん
え
つ越

な
が
ら
引
き
継
が
せ
て
頂

い
た
。
い
ろ
い
ろ
面
白
い
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
結
論
だ
け
言
わ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
博
多
湾
の
方
が
古
い
と
言
え
る
か
。
あ
そ
こ
は
ご
ぞ
ん
じ
の

よ
う
に
「
那
ノ
津
（
な
の
つ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
博
多
は
「
那な

の

つ
ノ
津
」
と

よ
ぶ
と
教
科
書
で
も
出
て
き
ま
す
。
そ
の
那な

の

つ
ノ
津
に
対
し
て
、
那
庭
（
な
に
わ
）

と
呼
ぶ
。
庭
は
広
い
場
所
で
す
。
那な

と
呼
ば
れ
る
広
い
場
所
が「
那
庭（
な
に
わ
）」

で
す
。
那な

と
呼
ば
れ
る
港
が
「
那な

の

つ
ノ
津
」
で
す
。
つ
ま
り
「
那な

の

つ
ノ
津
」
と
「
那

庭
（
な
に
わ
）」
は
、
甲
乙
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
阪

湾
の
場
合
は
、
浪な
に
わ速
な
い
し
難な
ん
ば波
は
有
る
け
れ
ど
も
、
那
ノ
津
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
博
多
は
甲
「
那
ノ
津
（
な
の
つ
）」
と
乙
「
那
庭
（
な
に
わ
）」

が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
地
名
を
形
成
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
大
阪
は
乙
の
浪
速
（
な

に
わ
）・
難
波
（
な
ん
ば
）
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
甲
乙
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
ほ
う

が
本
来
で
、そ
の
一
部
分
が
移
動
し
て
き
た
。
こ
う
考
え
る
の
が
筋
道
で
あ
る
。

私
は
別
に
博
多
湾
を
ひ
い
き
に
す
る
気
は
ま
っ
た
く
有
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
考

え
る
の
が
論
理
の
筋
道
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
意
味
の
困
難
の
「
難
」
と
、

サ
ン
ズ
イ
編
に
皮
の
「
波
」
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
「
な
に
わ
」
と
音
を
近
い
漢

字
で
表
し
た
に
は
違
い
が
な
い
で
す
が
、
漢
字
に
は
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
を
当
て

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
た
と
え
ば
「
に
は
」
に
は
、
庭
園
の
「
庭
」
を
当
て
て

も
良
い
。「
な
」
は
名
前
の
「
名
」
で
も
良
い
。
そ
れ
を
な
ぜ
「
難
波
」
と
い

う
む
つ
か
し
い
字じ
づ
ら面

を
当
て
た
か
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

最
近
気
付
い
た
の
で
す
が
「
難
」
は
「
難
し　

が
た
し
」
と
い
う
意
味
で
助

動
詞
で
あ
る
。「
波
」
の
下
に
来
る
の
は
動
詞
で
す
。
名
詞
は
来
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
諸
橋
大
漢
和
辞
典
を
引
き
ま
す
と
判
り
ま
す
よ
う
に
、「
波
」
は
一

番
目
は
名
詞
の
「
な
み
」
と
い
う
用
法
で
す
。
と
こ
ろ
が
二
番
目
は
「
波
立
つ
」

と
い
う
動
詞
の
用
法
が
あ
り
ま
す
。
両
方
使
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

場
合
は
「
難
し　

が
た
し
」
と
い
う
助
動
詞
の
下
に
来
る
の
は
動
詞
で
す
。
名

詞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
動
詞
と
考
え
た
。
で
す
か
ら
こ
の
場
合「
難
波（
な
に
わ
）」

は
、「
波
立
ち
難
し
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
難
波
」

と
い
う
字じ
づ
ら面
は
、「
難
波　

な
み
だ
ち　

が
た
し
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
漢

字
を
使
っ
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
博
多
湾
の
場
合
は
ド
ン
ピ
シ
ャ
リ
な
の
で
す
。
外
は
玄
界
灘
と

い
う
狂
乱
怒
涛
で
有
名
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
き
わ
だ
っ
て
波
立
っ
て
い
る
場

所
を
前
に
し
て
、
博
多
湾
に
来
る
と
袋
の
鼠
で
す
。
特
に
志
賀
島
と
能
古
島
が

置
き
石
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
よ
い
よ
波
が
立
た
な
い
。
今
の
「
難
波

（
な
に
わ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
も
う
一
つ
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の

「
難
波
（
な
に
わ
）」
は
今
は
陸
地
化
し
て
い
ま
す
が
、
昔
は
本
当
に
波
が
立
た
な

い
静
か
な
と
こ
ろ
で
す
。「
難
波
（
な
に
わ
）」
と
い
う
表
音
を
当
て
は
め
た
と
こ

ろ
の
「
波
立
ち
難
し　

な
み
だ
ち　

が
た
し
」
と
い
う
意
味
を
当
て
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
大
阪
湾
の
場
合
は
瀬
戸
内
海
で
あ
る
。
私
も
瀬
戸
内
海
人
間
で
す

が
、
広
島
県
で
軍
港
の
呉
で
育
ち
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
に
狂
乱
怒
涛
の
波
が
あ

る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
そ
ん
な
に
波
が
立
っ
て
い
る
と
思
わ
な
い
。
だ
か
ら

特
に
大
阪
湾
だ
け
「
な
み
だ
ち　

が
た
し
」
と
は
思
わ
な
い
。

　

要
す
る
に
、
博
多
湾
岸
で
は
ド
ン
ピ
シ
ャ
リ
。
大
阪
湾
に
は
似
合
わ
な
い
。

私
も
最
近
気
が
つ
い
た
こ
と
が
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
念
の
た
め
一
言
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
が
、
福
岡
県
の
「
福
岡
」
と

い
う
地
名
は
岡
山
の
地
名
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
黒
田
公
。
初
め
は
岡
山

の
領
主
。
少
し
移
動
し
て
最
後
に
博
多
に
来
ま
し
た
。
自
分
や
武
士
達
の
居
る

と
こ
ろ
の
地
名
を
「
福
岡
」
と
名
を
付
け
ま
し
た
。
岡
山
の
と
き
は
岡
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
博
多
の
と
き
は
必
ず
し
も
岡
に
は
見
え
な
い
と
私
は
思
い
ま

す
が
。
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
。
平
地
だ
っ
て
自
分
た
ち
の
慣
れ
親
し
ん
だ
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福
岡
と
い
う
地
名
を
付
け
た
。
そ
れ
が
福
岡
市
な
り
福
岡
県
に
な
っ
て
い
っ
た

と
い
う
事
は
有
名
な
話
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
博
多
は
古
い
。
そ
う
言
う
こ
と
は

博
多
の
人
は
、
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
権
力
者
が
地
名
を
持
っ
て
移

動
す
る
と
い
う
有
名
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
こ
と
さ
ら
に
言
う
ま
で

も
な
い
で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
地
名
は
、
い
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
名
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
地
名
を
持
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
そ
ん
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
も
し
難
波
（
な
に
わ
）
と
い
う
地
名
を
持
っ
て
来
て
い
て
も
、
人

間
の
移
動
が
あ
れ
ば
何
の
不
思
議
の
こ
と
は
な
い
。
蛇
足
の
よ
う
で
す
が
つ
け

加
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

『
古
事
記
』

・
・
・

故
從
其
國
上
幸
之
時
。
乘
龜
甲
爲
釣
乍
打
羽
擧
來
人
。
遇
于
速
吸
門
。
爾
喚
歸
。

問
之
汝
者
誰
也
。
答
曰
僕
者
國
神
。
又
問
汝
者
知
海
道
乎
答
日
能
知
。
又
問
從

而
仕
奉
乎
。
答
曰
仕
奉
。
故
爾
指
渡
槁
機
引
入
其
御
船
。
即
賜
名
號
槁
根
津
日

子
【
此
者
倭
國
造
之
祖
】
故
從
其
國
上
行
之
時
。
經
浪
速
之
渡
而
。
泊
青
雲
之

白
肩
津
。・
・
・

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
「
神
武
実
在
」
と
い
う
問
題
を
頭
に
受
け
付
け
た
く
な
い

と
い
う
人
の
た
め
に
、
追
加
の
証
明
を
つ
け
加
え
ま
す
。

　

そ
れ
は
『
古
事
記
』
に
よ
っ
て
今
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
岡
山
（
吉
備
）
を

出
発
し
て
「
速
吸
の
戸
」
に
さ
し
か
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
現
地
の
土
地
勘
の
詳

し
い
老
人
の
導
き
を
得
て
、
そ
こ
を
通
っ
て
行
っ
た
。
私
は
こ
れ
は
や
は
り
鳴

門
海
峡
を
突
破
し
て
行
っ
た
と
考
え
ま
す
。
瀬
戸
内
海
に
詳
し
い
人
間
と
し
ま

し
て
は
、「
速
吸
の
戸
」
は
ど
こ
か
と
聞
か
れ
て
、誰
で
も
「
鳴
門
海
峡
」
で
し
ょ

う
と
言
う
と
思
う
。
そ
う
い
う
一
般
常
識
が
基
本
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
、な
ぜ
鳴
門
海
峡
を
通
る
の
か
。み
な
さ
ん
お
感
じ
に
な
る
で
し
ょ

う
が
、
明
石
海
峡
を
通
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
。
岡
山
か
ら
大
阪
湾
へ
行
く
に

は
。
確
か
に
地
理
的
に
は
そ
う
で
す
が
、
あ
の
明
石
海
峡
を
軍
事
勢
力
が
防
衛

し
て
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。こ
の
点
は
参
考
ま
で
図
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

明
石
海
峡
は
銅
鐸
を
祭
祀
に
し
て
い
る
勢
力
の
支
配
下
に
あ
り
ま
す
。
当
然
そ

の
地
域
と
は
別
の
九
州
の
広
型
銅
戈
を
シ
ン
ボ
ル
に
す
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
重
な
る
形
で
、
讃
岐
を
中
心
に
平
型
銅
剣
を
シ
ン
ボ
ル
に
す
る
地
域
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、銅
鐸
を
中
心
の
祭
祀
に
す
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
銅
剣
の
分
布
図
と
銅
鐸
の
分
布
図
が
別
れ
て
い
て
、
勢
力
圏
が

違
う
と
い
う
考
え
方
は
今
は
も
う
通
用
し
な
い
と
言
わ
れ
る
考
古
学
者
の
方
が

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
九
州
の
中
か
ら
小
さ
な
銅
鐸
や
鋳
型
も
出
て
き
ま
し
た

の
で
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
小
さ
く
当
た
っ
て
い

ま
す
が
、
大
き
く
当
た
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
銅
鐸
に
つ
い
て
も
、

一
番
の
元
を
な
す
地
域
が
九
州
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
明
に
は
な
る
。
し
か

し
そ
の
後
、
大
き
な
銅
鐸
に
発
展
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
こ
こ
に
書
い
て
あ

る
図
の
よ
う
に
点
線
の
地
帯
で
大
き
く
発
展
し
て
い
る
。
特
に
巨
大
銅
鐸
は
、

完
全
に
滋
賀
県
や
東
海
地
方
が
中
心
で
あ
る
。
そ
う
い
う
全
体
の
姿
を
示
し
た

も
の
で
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
点
、
あ
れ
は
古
い
よ
。
そ
の
よ
う
に
考
古

学
者
に
言
わ
れ
る
と
、
そ
う
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ひ
じ
ょ
う
に
理
性

的
で
は
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
銅
鐸
を
祭
器
に
す
る

勢
力
が
あ
り
ま
し
て
、
と
う
ぜ
ん
明
石
海
峡
は
そ
の
勢
力
の
支
配
下
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
九
州
を
中
心
と
し
て
剣
を
シ
ン
ボ
ル
に
す
る
ひ
じ
ょ
う
に
好
戦

的
な
勢
力
が
い
る
。
銅
鐸
と
ち
が
っ
て
、そ
の
剣
が
実
用
に
し
な
い
に
し
て
も
、

剣
を
シ
ン
ボ
ル
に
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
好
戦
的
な
臭
い
が
す
る
。
そ
の
よ

う
な
勢
力
に
対
し
て
、
明
石
海
峡
が
一
番
通
ら
れ
や
す
い
。
そ
れ
を
防
衛
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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現
に
明
石
海
峡
を
の
ぞ
む
五
色
塚
古
墳
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
大
好
き
な
古
墳

で
、
明
石
海
峡
を
見
下
ろ
す
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
古
墳
時
代
の
話
で

す
が
、
あ
の
五
色
塚
古
墳
の
主ぬ
し

が
明
石
海
峡
を
支
配
し
、
み
だ
り
に
明
石
海
峡

を
通
さ
な
い
。
通
す
場
合
は
お
そ
ら
く
関
税
を
取
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

権
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
死
ん
で
も
明
石
海
峡
を
見
つ
め
て
い
た
い
。
そ
う

い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
睨
む
と
こ
ろ
に
古
墳
を
造
っ
た
と
考
え
る
。
そ

う
い
う
役
割
は
古
墳
時
代
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
弥
生
時
代
か
ら
明
石

海
峡
を
支
配
し
て
い
た
勢
力
が
あ
り
、
そ
れ
が
銅
鐸
圏
勢
力
だ
っ
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
銅
鐸
圏
へ
侵
入
す
る
場
合
、
明
石
海
峡
を
通
れ
る
は
ず
が
な

い
。
ど
こ
を
通
る
か
と
い
う
と
鳴
門
海
峡
。
盲
点
に
当
た
る
の
が
鳴
門
海
峡
。

鳴
門
海
峡
を
と
て
も
通
れ
な
い
。
無
理
だ
と
い
う
常
識
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ

ま
で
は
警
戒
し
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
鳴
門
海
峡
を
通
る
と
い
う
酔
狂
な
人
は
あ
ま

り
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
本
当
に
鳴
門
海
峡
は
通
れ
な
い
か
と
い
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
。
そ
こ
に
干
潮
・
満
潮
の
時
間
帯
を
上
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、時
間
帯
を
し
っ

か
り
掴
ん
で
い
る
な
ら
通
れ
る
。
つ
ま
り
干
潮
・
満
潮
の
時
間
帯
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
そ
れ
を
明
確
に
つ
か
ん
で
い
る
人
物
な
ら
平
気
で
通
れ
る
。
決
め

ら
れ
た
季
節
の
決
め
ら
れ
た
時
間
帯
な
ら
通
れ
る
。
そ
の
知
識
が
な
か
っ
た
ら

絶
対
に
通
れ
な
い
。
だ
か
ら
土
地
の
翁
が
出
て
き
て
リ
ー
ド
し
て
く
れ
た
と
い

う
話
が
書
い
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
土
地
に
い
る
。
後
に
な
っ
て
、
高

い
位
を
神
武
が
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
。ま
あ
そ
う
で
し
ょ
う
。

彼
の
サ
ゼ
ス
チ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
鳴
門
海
峡
を
通
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
今
回
新
た
に
見
つ
け
た
の
は『
古
事
記
』に
よ
り
ま
す
と「
速
吸
の
戸
」

を
通
っ
た
あ
と
「
浪
速
渡
」
を
通
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
そ
の
後
通
っ
た
「
白

肩
の
津
」
を
大
阪
湾
と
考
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
鳴
門
海
峡
と
大
阪
湾
と
の
間

は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
紀
淡
海
峡
。
淡
路
島
と
和
歌
山
と
の

間
。
そ
こ
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
よ
う
に
机
の
上
で
考
え
た
。
紀
淡
海
峡
と
い
う
の
は
、
か
な
り
波
が
速

い
の
で
は
な
い
か
。

　

鳴
門
海
峡
は
す
ご
い
速
度
で
流
れ
出
し
ま
す
。
そ
の
余
勢
を
か
っ
て
と
い
う

か
大
阪
湾
に
流
れ
込
む
場
合
は
狭
い
か
ら
か
な
り
速
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

余
勢
を
か
っ
て
、
大
阪
湾
へ
な
だ
れ
込
ん
だ
。
太
平
洋
は
広
い
か
ら
底
流
は
と

も
か
く
表
面
は
緩
和
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
紀
淡
海
峡
は
海
流
が
速
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
も
机
の
上
の
頭
の
体

操
で
考
え
た
。

　

そ
れ
で
紀
淡
海
峡
近
く
の
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
に
家
を
移
さ
れ
た
ば
か
り
の

藤
田
友
治
さ
ん
に
お
聞
き
す
る
と
、
あ
そ
こ
は
か
な
り
潮
の
流
れ
が
速
い
で

す
よ
。
こ
の
間
も
釣
り
を
し
て
い
て
流
さ
れ
た
人
が
い
ま
す
よ
。
そ
の
よ
う
な 

ご
返
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
そ
こ
は
か
な
り
波
が
速
い
。
そ
う
す
る

と
「
浪
速
渡
」
と
は
、
実
地
に
則
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
実
地
に
鳴
門
海
峡
か

ら
紀
淡
海
峡
ま
で
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
七
世
紀
段
階
の
近
畿
天
皇
家
の
歴
史

官
僚
が
机
の
上
の
空
想
で
作
れ
る
は
ず
が
な
い
。

　

そ
の
証
拠
に
七
世
紀
段
階
の
近
畿
天
皇
家
の
歴
史
官
僚
が
、
机
の
上
の
空

想
で
造
っ
た
の
が
『
日
本
書
紀
』。「
速
吸
戸
」
を
豊
予
海
峡
。
四
国
と
九
州
、  

四
国
と
大
分
県
と
宮
崎
県
の
間
に
比
定
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
お
爺
さ
ん 

が
出
て
き
て
、
コ
ー
チ
の
指
導
に
よ
り
通
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
全
然

お
か
し
い
。『
日
本
書
紀
』
の
立
場
は
、
神
武
の
出
発
地
を
宮
崎
県
の
高
千
穂

だ
と
見
て
い
る
。
日
向
の
人
間
が
豊
予
海
峡
を
通
る
の
に
コ
ー
チ
の
指
導
が
な

け
れ
ば
通
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
ま
た
瀬
戸
内
海
人
間
と
し

て
は
豊
予
海
峡
は
、
瀬
戸
内
海
き
っ
て
の
流
れ
の
激
し
い
海
峡
か
。
そ
ん
な
こ

と
を
誰
が
思
い
ま
す
か
。
鳴
門
海
峡
以
上
に
豊
予
海
峡
の
方
が
流
れ
が
速
い
。

そ
ん
な
こ
と
は
誰
が
思
い
ま
す
か
。
外
国
人
は
信
用
す
る
か
も
知
れ
ん
が
、
瀬

戸
内
海
に
土
地
勘
を
持
っ
て
い
る
人
は
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
。
そ
れ
で
『
日
本

書
紀
』
で
は
、
豊
予
海
峡
で
コ
ー
チ
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
で
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明
石
海
峡
を
通
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
明
石
海
峡
や
鳴
門
海
峡
の

こ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
書
い
て
い
な
い
。
書
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
を

何
の
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
通
っ
た
と
し
か
見
え
な
い
。
そ
し
て
い
き
な
り
大
阪
湾

を
「
浪
速
渡
」
と
『
日
本
書
紀
』
で
は
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
浪
速
（
な
み
は
や
）

が
訛
っ
て
浪
速
（
な
に
わ
）
に
成
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

浪な
み
は
や速
を
何
回
言
え
ば
、
浪な
ん
ば速
に
成
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
教
え
て
ほ

し
い
。

　

そ
れ
で
、
そ
れ
ま
で
に
有
っ
た
『
古
事
記
』
を
見
て
コ
ー
ス
を
変
え
て
書
き

直
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
八
世
紀
に
『
日
本
書
紀
』
は
机
の
上
で
文
人
が
書
き

直
し
て
い
る
。
混
乱
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
を
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
の
説
明
は
後
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
『
古
事
記
』
の
侵
入
経
路
の
説
明
を
見
る
と
実
に
リ
ア
ル
で
あ
る
。

実
在
の
記
録
が
あ
っ
た
か
ら
、実
に
リ
ア
ル
に
書
け
た
と
考
え
ま
す
。「
速
吸
戸
」

の
論
証
は
、『
盗
ま
れ
た
神
話
』
で
行
い
ま
し
た
が
、「
浪
速
渡
」
の
論
証
は
ま

だ
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
今
言
い
ま
し
た
。

　
「
神
武
架
空
」
を
言
い
た
い
人
は
、
今
言
い
ま
し
た
私
の
論
点
に
一
つ
一
つ

反
証
し
て
貰
い
た
い
。。
反
証
で
き
な
い
か
ら
、
あ
れ
は
古
田
が
勝
手
に
言
っ

て
い
る
こ
と
だ
か
ら
相
手
に
し
な
け
れ
ば
良
い
の
だ
。
そ
れ
は
生
意
気
で
す
が

学
問
の
退
廃
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。

四　

神
武
以
前
の
縄
文
・
弥
生
文
明
は
あ
っ
た
か

　

そ
の
次
、
神
武
以
前
の
縄
文
・
弥
生
文
明
は
あ
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
ー
ー
イ
エ
ス
。
た
と
え
ば
飛
鳥
の
磐い
わ
れ余
。

　

そ
れ
は
神
武
が
、
飛
鳥
の
神
倭
磐
余
彦
（
か
む　

や
ま
と　

い
わ
れ
ひ
こ
）
と
言
わ

れ
て
い
た
。
私
は
神
倭
磐
余
彦
（
か
む　

ち
く
し　

い
わ
れ　

ひ
こ
）
と
読
む
方
が
正

確
だ
と
、
わ
た
し
は
思
い
ま
す
が
今
は
特
に
論
じ
ま
せ
ん
が
。
神
武
が
磐い
わ
れ
ひ
こ

余
彦

と
い
う
磐
余
（
い
わ
れ
）
の
長
官
を
名
乗
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
そ
の
磐い
わ
れ余
と

い
う
言
葉
は
、磐（
い
わ
）と
い
う
言
葉
に
余（
れ
）と
い
う
接
尾
語
が
つ
い
て
い
る
。

磐い
わ

は
一
つ
で
は
な
く
て
「
む
れ
（
群
）」
を
為
し
て
い
る
巨
石
群
が
磐
余
（
い
わ

れ
）
で
す
。、
そ
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、
さ
い
わ
い
に
そ
れ
が
裏
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

第
四
の
辻
本
案
内
図
を
見
て
下
さ
い
。
辻
本
さ
ん
と
い
う
方
は
奈
文
研
に
お

ら
れ
て
案
内
表
を
造
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
定
年
退
職
後
、
飛
鳥
の
案
内
人
兼

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
、
こ
の
よ
う
な
地
図

を
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
ひ
じ
ょ
う
に
役
に
た
ち
ま
し
た
。

　

そ
の
地
図
の
中
の
図
と
、
そ
れ
に
き
れ
い
な
写
真
を
辻
本
さ
ん
の
案
内
図
か

ら
転
載
さ
せ
て
頂
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
凹
部
の
形
を
し
た
月
倫
石
と
云
わ
れ
る
も
の
で
、
写
真
を
辻
本

さ
ん
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ズ
バ
リ
言
わ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
女

性
の
陰
部
を
型
取
っ
た
も
の
。
女
性
の
陰
部
は
神
聖
で
あ
り
、
万
物
が
生
ま
れ

る
元
で
あ
る
。
そ
う
い
う
信
仰
が
、
旧
石
器
・
縄
文
の
信
仰
で
あ
る
。

                                                        （
説
明
図
参
照　

な
し
）

　

そ
れ
か
ら
八
番
目
が
月
誕
生
石
。
月
誕
生
石
、
一
見
さ
れ
る
と
直
ぐ
お
分
か

り
の
よ
う
に
、こ
れ
も
女
性
の
陰
部
を
型
取
っ
た
石
。
女
性
の
陰
部
を
、ひ
じ
ょ

う
に
神
聖
な
石
と
し
て
信
仰
・
崇
敬
の
中
心
に
し
て
い
た
。
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九
番
目
は
安や
す
な
ぎ凪
石
。
石
が
連
な
っ
て
蛇
の
格
好
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
言

わ
れ
て
る
。
こ
れ
は
、
蛇
と
い
う
の
は
龍
神
で
、
雨あ
ま
ご
い乞

の
神
様
。

　

ま
た
香
具
山
、
天
の
香
具
山
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
の
山
は
二
つ
祠ほ
こ
らが

あ
り
ま

す
。
片
方
は
国
常
尊
（
く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
）。
も
う
一
つ
は
、
も
う
一
つ
は

難
し
い
字
で
す
が
、
高
龗
（
た
か
お
か
み
）
神
。
こ
れ
は
雨あ
ま
ご
い乞
の
神
様
。
説
明
書

き
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
高
た
か
お
か
み龗
神
は
壷
に
水
を
入
れ
て
山
の
上
に
持
っ
て
行
っ

て
お
祈
り
を
す
る
と
八
割
方
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
八
割
か
、

ど
こ
か
ら
そ
の
数
字
が
出
て
き
た
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

　

で
す
か
ら
奈
良
県
飛
鳥
で
、
そ
う
い
う
祭
祀
や
信
仰
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
奈
良
県
と
の
境
に
あ
る
大
阪
府
交
野
市
磐
船
神
社
。
そ
こ
の
御

神
体
は
岩
で
し
て
、
舟
の
よ
う
な
形
を
川
に
突
き
出
し
て
い
る
の
が
「
天
の
磐

船
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
御
神
体
で
あ
る
。。
特
徴
的
な
の
は
奇
岩
・

絶
壁
が
あ
り
ま
し
て
岩
に
全
て
名
前
が
付
い
て
有
る
。
○
○
尊
、
○
○
尊
と
神

様
の
名
前
が
岩
に
付
い
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
看
板
に
書
か
れ
て
い
る
。
神
様

に
史
料
と
言
っ
て
は
申
し
訳
な
い
が
、
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
史
料
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
あ
る
名
前
な
ら
、
ど
う
と
言

う
こ
と
も
な
い
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
好
き
な
人
が
い
た
ば
あ
い
、

岩
に
名
前
を
付
け
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
私
か
ら
見
る
と
『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
に
無
い
神
様
だ
か
ら
素
晴
ら
し
い
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

と
い
う
史
料
で
は
、
う
か
が
い
知
れ
な
い
別
史
料
が
そ
こ
に
存
在
す
る
。
当
然

そ
れ
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
よ
り
古
い
。
も
っ
と
言
う
と
神
武
侵
入

以
前
か
ら
神
様
。
で
す
か
ら
近
畿
で
は
神
武
侵
入
以
前
か
ら
の
神
様
を
、
区
別

す
る
の
は
大
変
楽
で
あ
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』

に
出
て
く
る
神
様
は
、天
皇
家
ゆ
か
り
の
神
様
。
例
外
的
に
は
出
て
き
ま
す
が
。

　

と
こ
ろ
が
磐
船
神
社
に
行
っ
た
ら
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
な

い
神
様
が
、
や
た
ら
に
岩
に
○
○
尊
と
名
前
が
書
い
て
あ
る
。
よ
う
す
る
に    

神
武
侵
入
以
前
か
ら
の
古
く
て
神
聖
な
神
様
。
天
照
の
よ
う
な
新
参
の
神
様
で

は
な
い
。
天
照
は
神
武
た
ち
が
九
州
か
ら
持
っ
て
き
た
神
様
。
私
は
天あ
ま
て
る照
大お
お
か
み神

は
弥
生
時
代
に
生
き
て
い
る
人
間
で
巫
女
さ
ん
だ
と
考
え
ま
す
が
。
そ
の
話
は

後
日
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
で
す
が
弥
生
時
代
に
近
畿
に
持
ち
込
ま
れ

た
神
様
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
磐
船
神
社
に
祭
っ
て
い
る 

神
様
は
、
そ
ん
な
神
武
や
天あ
ま
て
る照

の
よ
う
に
新
し
く
他
か
ら
は
い
っ
て
き
た
神
様

で
は
な
く
て
、
大
和
の
古
い
神
々
で
あ
る
。
今
は
そ
れ
が
粗
末
に
扱
わ
れ
て
い

る
感
じ
が
し
ま
す
。

　

ま
た
饒に
ぎ
は
や
ひ

速
日
に
結
び
つ
け
て
交
野
市
磐
船
神
社
の
神
様
が
『
日
本
書
紀
』  

で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
で
す
が
私
の
理
解
で
は
饒に
ぎ
は
や
ひ

速
日
よ
り
、

と
う
ぜ
ん
古
い
旧
石
器
・
縄
文
の
神
様
で
あ
る
。
そ
れ
が
饒に
ぎ
は
や
ひ

速
日
に
付
加
さ
れ

て
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

　

三
番
目
は
、大
和
に
猿
石
と
か
亀
石
と
か
い
ろ
い
ろ
石
造
物
が
有
り
ま
す
が
、

今
は
集
め
ら
れ
て
い
て
見
る
の
は
便
利
で
す
が
、
や
は
り
『
古
事
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
に
は
無
い
で
す
。
無
い
か
ら
変
だ
と
い
う
考
え
方
は
お
か
し
い
。
無

い
か
ら
古
い
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
無
い
か
ら
無
視
し
が
ち
で
す

が
逆
な
の
で
す
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
無
い
ほ
ど
古
い
。
そ
う
い

う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
男
根
の
形
を
し
た
も
の
な
ど
、
そ
う

い
う
も
の
の
方
が
古
い
。
考
古
学
者
は
そ
う
い
う
も
の
の
編
年
を
行
い
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
が
必
要
だ
と
思
う
。
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五
番
目
の
資
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
だ
け
各
地
で
発
掘
し
な
が
ら
天
皇
家
と
関
わ
り
の
あ
る
と
み
ら
れ
る
も

の
し
か
注
目
し
な
い
。

　

飛
鳥
だ
け
で
は
な
く
た
と
え
ば
兵
庫
県
西
宮
市
の
目
神
山
、
本
来
は
女
神
山

だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ
の
頃
か
知
り
ま
せ
ん
が
「
女
」
を
「
目
」
に
変
え
た
。

本
来
は
神
聖
な
女
性
の
神
様
の
山
。
そ
の
目
神
山
は
有
名
な
宮
水
を
バ
ッ
ク
に

し
た
広
大
な
祭
祀
で
あ
り
、
悠
久
の
縄
文
の
連
な
り
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
ら

は
今
日
も
来
ら
れ
て
い
る
伊
藤
さ
ん
の
お
宅
の
真
中
に
、
お
陰
で
保
存
さ
れ
て

い
る
。

　

以
上
、
近
畿
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
神
武
を
理
解
す
る
こ
と
無
し
に
正
確

な
答
え
は
出
て
こ
な
い
。

六　

三
角
縁
神
獣
鏡
の
盲
点

　

前
回
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
三
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
の
は
、
実
は
日
本
型
の

三
角
縁
画
像
鏡
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
鏡
を
一
言
で
言
い

表
す
言
葉
と
し
て
三
角
縁
人
獣
鏡
と
い
う
名
前
を
考
え
ま
し
た
。
そ
う
い
う
言

い
方
を
し
て
み
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
今
回
は
、
紀
年
鏡
（
年
号
鏡
）
の
問
題
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

み
た
い
。
紀
年
鏡
の
問
題
点
。「
景
初
三
年
」「
景
始
元
年
」「
青
龍
三
年
」
な

ど
年
号
を
書
い
た
鏡
が
一
つ
で
は
な
く
て
、
か
な
り
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
る

こ
と
は
ご
存
じ
の
通
り
だ
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
魏
の
年
号
で
あ
る
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。
ま
た
欠
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
あ
る
と

欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
補
っ
て
考
え
て
も
魏
の
年
号
と
考
え
て
も
良
い
よ
う
で

あ
る
。
現
在
は
そ
う
い
う
段
階
に
来
て
い
る
。
魏
の
年
号
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

魏
か
ら
貰
っ
た
鏡
と
考
え
る
の
が
一
番
素
直
だ
ろ
う
。そ
れ
が
樋
口
隆
康
さ
ん
、

そ
の
他
の
日
本
の
考
古
学
会
の
主
流
を
な
す
方
々
の
御
意
見
で
す
。

　

私
は
そ
う
い
う
方
々
に
こ
と
さ
ら
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
け
れ
ど

も
、
し
か
し
正
直
に
言
う
と
全
く
意
見
は
反
対
で
あ
る
。
理
由
は
非
常
に
簡
単

で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
景
初
三
年
鏡
。「
景
初
三
年
」
と
あ
る
か
ら
、
魏
の
年
号
で
あ

る
か
ら
、
だ
か
ら
魏
か
ら
も
ら
っ
た
鏡
に
間
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
魏
朝
が

卑ひ

み

か
弥
呼
に
与
え
た
鏡
で
あ
る
と
の
論
理
で
す
。

し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
魏
の
天
子
が
卑ひ

み

か
弥
呼
に
与
え
た
と
い
う 

文
句
が
欲
し
い
。
こ
れ
は
分
か
り
切
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
表
現
は
ど
う
で
も

よ
い
。
い
ろ
い
ろ
有
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
「
竜
風
東
至　

竜
（
天
子
）
の

風
（
威
光
）
が
、
東
に
至
る
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
よ
う
す
る

に
魏
朝
が
倭
に
与
え
た
と
い
う
簡
単
な
台セ
リ
フ詞
が
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
れ
を 

遠
慮
し
て
、
倭
人
が
嫌
が
る
か
ら
と
言
っ
て
書
か
な
い
で
お
こ
う
と
遠
慮
す
る

必
要
が
ど
こ
に
あ
る
。
こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
を
、
い
ま
ま
で
専
門
家
が
言
わ
な

い
の
が
不
思
議
だ
。

　

そ
れ
で
鏡
に
何
が
書
い
て
あ
る
か
と
言
え
ば
、
一
例
を
あ
げ
ま
す
。
写
真

4A

の
島
根
県
神か
ん
ば
ら原
神
社
。
景
初
三
年
陳
是
作
鏡
・
三
角
縁
同
向
式
神
獣
鏡
で

説
明
し
ま
す
。
今
朝
大
阪
府
和
泉
市
弥
生
考
古
博
物
館
へ
行
っ
て
再
度
見
て
き

ま
し
た
。
今
ま
で
何
度
も
見
ま
し
た
が
、い
ま
「
神
々
の
源
流
」
と
展
示
を
行
っ

て
い
て
、
一
日
七
時
間
ぐ
ら
い
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
毎
日
日
曜
の
あ
り
が
た

さ
で
、
毎
日
張
り
付
い
て
見
れ
る
。
見
て
見
て
見
抜
く
と
云
う
こ
と
が
大
事
で

あ
る
。
そ
れ
は
今
写
真
の
コ
ピ
ー
を
渡
し
ま
し
た
が
曖あ
い
ま
い昧
で
す
。
コ
ピ
ー
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
鏡
自
身
を
見
れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
実
物
も
曖
昧
で

す
。
特
に
デ
ザ
イ
ン
は
、
非
常
に
鋳
上
が
り
が
悪
い
。
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま

え
ば
踏
返
し
鏡
で
あ
り
、
元
々
鏡
で
は
な
い
。
元
々
鏡
で
あ
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど

鋳
上
が
り
が
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
銘
文
の
文
章
そ
の
も
の
は
貴
重
な
文
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章
だ
と
思
う
。
元
々
の
文
章
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
思

う
。
し
か
し
鏡
全
体
の
姿
は
、
か
な
り
踏
み
返
し
を
行
っ
た
挙
げ
句
の
果
て
の

鏡
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
鏡
自
身
は
何
回
も
何
回
も
、
貼
り
付
い
て
見
て
い
る

が
デ
ザ
イ
ン
が
分
か
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
何
回
も
何
回
も
、
貼
り
付

い
て
見
て
見
抜
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
の
で
見
抜
い
て
や
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。
今
日
も
見
て
き
ま
し
た
。

銘
文

「
景
初
三
年
、
陳
是
作
鏡
、
自
有
経
述
、
本
是
京
師
、
社
地
命
出
、
吏
人
繕
之
、

位
至
三
公
、
母
人
繕
之
、
保
子
宜
孫
、
寿
如
金
石
兮
」

　
「
陳
是
作
鏡
」
の
「
陳
是
」
は
、「
陳
氏
」
と
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
自
有
経
述
」
は
自
分
の
経
歴
を
述
べ
ま
す
と
、
履
歴
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
本
是
京
師
」
の
「
京
師
」
は
、当
然
こ
れ
は
洛
陽
で
し
ょ
う
。「
景
初
三
年
」

と
魏
の
年
号
を
言
っ
て
お
い
て
、「
京
師
」
が
洛
陽
以
外
で
は
困
り
ま
す
。
疑

い
な
く
洛
陽
で
す
。

　
「
社
地
命
出
」
は
、
読
み
に
く
く
て
い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
は
本
来
は
洛
陽
出
身
で
す
が
、
そ
こ
に
ず
っ
と
居
た
の
で
は
な
く
て
、
ど

こ
か
外
に
出
て
い
き
ま
し
た
。「
京
師
」
で
な
い
土
地
は
ど
こ
か
、
い
ろ
い
ろ

考
え
ら
れ
ま
す
が
「
京
師
」
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
す
。
わ
た
し
自
身
は
呉
の

ど
こ
か
だ
と
、
今
の
と
こ
ろ
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
鏡
は
呉
の
鏡
の
系
列
を
引

い
て
い
る
鏡
で
あ
る
こ
と
を
見
ま
す
と
。

吏
人
繕
之
、
位
至
三
公
、
母
人
繕
之
、
保
子
宜
孫
、

吏
人
、
こ
れ
を
銘
ず
れ
ば
位
三
公
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母
人
こ
れ
を
繕
ず
れ
ば
、
子
を
保
ち
孫
に
宜
し

　

後
の
「
母
人
繕
之
」
を
含
め
て
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。

　
「
吏
人
」
は
官
僚
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
今
で
言
え
ば
高
級
官
僚
で
す
。        

「
そ
れ
が
銘
ず
。」
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
史
料
を
整
理
し

て
考
え
て
い
る
う
ち
に
私
な
り
の
、
こ
の
銘
文
に
対
す
る
答
え
が
出
て
き
ま
し

た
。 

子
供
が
産
ま
れ
た
ら
名
を
付
け
ま
す
。
そ
の
名
を
付
け
る
の
は
最
近
の
発

見
で
す
が
、
お
母
さ
ん
で
あ
る
。
こ
の
当
時
普
通
は
、
お
母
さ
ん
が
名
を
付
け

る
。
後
の
七
・
八
世
紀
の
万
葉
の
時
代
で
も
、
女
の
方
の
家
が
あ
っ
て
男
が
そ

こ
に
通
っ
て
行
く
。
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
の
は
有
名
な
話
で
す
。 

そ

う
い
う
状
態
の
中
で
あ
れ
ば
、
子
供
を
育
て
る
の
は
お
母
さ
ん
が
中
心
で
す
。

す
る
と
産
ま
れ
た
子
供
の
名
前
を
、お
母
さ
ん
が
付
け
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。  

お
母
さ
ん
が
名
前
を
付
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
母
人
こ
れ
を
繕
ず
れ
ば
」
に
、

あ
た
る
。「
吏
人
」
と
い
う
の
は
官
僚
で
す
が
、
高
級
官
僚
に
名
前
を
付
け
て

貰
う
と
、
子
供
が
「
三
公
」
に
な
れ
る
。「
天
子
」
に
な
る
と
い
う
と
謀
反
・

反
乱
に
な
る
か
ら
、
天
子
で
な
い
最
高
の
位
に
な
れ
る
。
こ
れ
も
初
め
、
わ
た

し
は
お
父
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
お
父
さ
ん
な
ら
、
そ
う
書
け
ば
よ

い
。
お
父
さ
ん
と
は
書
い
て
は
い
な
い
。
お
父
さ
ん
と
書
い
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
官
僚
な
ど
の
身
分
の
高
い
人
に
名
前
を
付
け
て
貰
っ
た
ら
子
供
は
「
位

三
公
」
に
な
れ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
お
母
さ
ん
が
基
本
的
に
名
前
を
付
け
る
。
例
外
的
に
は
身

分
の
高
い
高
級
官
僚
、
こ
れ
は
男
で
し
ょ
う
が
、
彼
に
名
前
を
付
け
て
貰
う
。  

こ
の
金
石
文
・
銘
文
に
、
こ
こ
に
倭
国
の
重
大
な
風
俗
が
出
て
き
た
。
今
ま
で

そ
う
い
う
解
説
を
し
た
人
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
人
が

い
ま
し
た
ら
尊
重
し
ま
す
。

　

で
す
か
ら
基
本
的
に
は
お
母
さ
ん
が
子
供
に
名
を
付
け
る
。
例
外
的
に
は 

身
分
の
高
い
人
に
名
前
を
付
け
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
私
は
知
ら
な

か
っ
た
の
で
言
う
の
で
す
が
、
貴
重
な
史
料
で
す
。
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そ
れ
で
、
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
鏡
を
作
っ
た
御
本
人
の
陳
さ
ん
の
経

歴
が
簡
単
に
書
い
て
あ
る
。
元
は
洛
陽
出
身
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
鏡
作
り

の
修
行
を
し
た
と
書
い
て
あ
る
。
そ
の
後
は
、も
っ
ぱ
ら
子
供
の
話
に
な
っ
て
、

そ
の
後
は
こ
の
鏡
の
ス
ポ
ン
サ
ー
、
も
っ
ぱ
ら
鏡
を
手
に
入
れ
る
豪
族
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
普
通
は
お
母
さ
ん
が
名
前
を
付
け
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
高

級
官
僚
に
名
前
を
付
け
て
貰
う
と
、
そ
の
子
供
は
出
世
す
る
。「
位
三
公
」
に

な
れ
る
。
そ
し
て
家
が
ま
す
ま
す
栄
え
る
。
そ
う
言
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

そ
う
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
陳
さ
ん
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
と
こ
の
鏡
を
手
に

入
れ
る
豪
族
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
。
そ
う
い
う
子
孫
繁
栄
な
ど
の
個
人
的
な

お
め
で
た
い
話
だ
け
で
、
一
言
も
中
国
の
天
子
が
こ
の
鏡
を
倭
王
に
与
え
た
と

い
う
台セ
リ
フ詞
は
ま
っ
た
く
な
い
。
よ
く
も
こ
の
台セ
リ
フ詞
で
、
魏
か
ら
も
ら
っ
た
鏡

と
言
え
た
も
の
だ
。
樋
口
さ
ん
な
ど
す
べ
て
の
考
古
学
者
に
は
失
礼
で
す
が
。  

わ
た
し
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。「
景
初
三
年
」と
い
う
年
号
は
、そ
の
年
に
造
っ

た
の
な
ら
使
え
る
。「
景
初
三
年
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
魏
朝
か
ら
も
ら
っ
た

と
い
う
話
と
は
、
だ
い
ぶ
飛
躍
す
る
。
魏
朝
か
ら
も
ら
っ
た
な
ら
、
も
ら
っ
た

ら
し
い
文
章
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
書
い
て
い
な
い
。「
景
初
三
年
」
と

い
う
年
号
が
有
る
か
ら
と
言
っ
て
、
魏
と
は
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
。
ま
っ
た

く
違
い
ま
す
。
年
号
を
使
っ
て
い
る
か
と
い
っ
て
魏
朝
か
ら
貰
っ
た
と
い
う
の

な
ら
、
話
は
大
分
飛
躍
す
る
。
も
し
魏
朝
か
ら
貰
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
魏
朝

か
ら
貰
っ
た
ら
し
い
文
章
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紀
年
鏡
が
か
な
り
出
て
き

て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
文
言
は
全
く
な
い
。
だ
か
ら
紀
年
鏡
問
題
か
ら
も
、
三

角
縁
神
獣
鏡
が
魏
の
天
子
か
ら
貰
っ
た
鏡
と
い
う
話
は
ア
ウ
ト
で
あ
る
。

　

次
は
鏡
の
銘
文
と
図
柄
の
関
係
で
す
。
残
念
な
が
ら
神か
ん
ば
ら原
神
社
の
景
初
三
年

鏡
の
ほ
う
は
、
鋳
上
が
り
が
非
常
に
悪
く
図
柄
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
を
補
う
も
の
が
有
り
ま
し
て
正
始
元
年
鏡
の
ほ
う
が
、
ほ
ぼ
そ
れ
と

同
じ
図
柄
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
図
柄
に
よ
り
言
い
ま
す
と
、
今
ま
で
の
解
釈

で
は
、
上
が
琴
を
弾
く
人
物
で
あ
る
。
向
か
っ
て
右
が
男
で
東
王
父
、
向
か
っ

て
左
が
女
で
西
王
母
、
一
番
下
の
小
さ
い
人
物
が
黄
帝
と
い
う
伝
説
の
人
物
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
私
は
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
う
。
一
番
お
か
し
い
の
は
、
伝
説
で
あ

れ
、
な
ん
で
あ
れ
帝
と
名
前
が
付
く
人
物
が
一
番
下
の
位
置
に
あ
る
。
こ
ん
な

こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
小
さ
い
。
も
し
鏡
を
制
作
し
た
と
き
に

失
敗
し
た
と
思
っ
た
ら
、
鋳
直
せ
ば
よ
い
。
簡
単
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
琴
を
弾

く
人
物
は
特
定
の
人
物
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
中
国
の
高
級
官
僚
は
琴
を
た

し
な
み
と
し
て
弾
く
。
そ
の
最
大
の
名
人
が
伯は
く
が牙
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。

　

で
す
か
ら
図
柄
が
銘
文
と
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
考
え
は
お
か
し
い
。  

だ
か
ら
図
柄
が
銘
文
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
ど
う
な
る
か
向
か
っ
て

右
が
男
で
吏
人
、
向
か
っ
て
左
が
女
で
お
母
さ
ん
、
一
番
下
の
小
さ
い
人
物
が

子
供
で
あ
る
。

質
問
１

　

神
武
東
征
の
時
期
は
何
時
で
し
ょ
う
か

（
回
答
）

　

神
武
東
征
の
時
期
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
か
ら
は

年
代
は
書
い
て
い
な
い
か
ら
分
か
り
ま
せ
ん
。
何
か
ら
分
か
る
か
と
い
う
と
考

古
学
編
年
か
ら
分
か
る
。
弥
生
の
中
期
終
り
・
後
期
初
め
の
銅
鐸
が
な
く
な
る

時
点
が
「
。
弥
生
後
期
に
な
る
と
銅
鐸
は
全
く
出
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
弥

生
中
期
の
終
り
・
弥
生
後
期
の
初
め
に
、
神
武
侵
入
の
時
点
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

そ
れ
は
何
時
か
と
い
う
と
、
従
来
の
考
え
で
は
Ｂ
Ｃ
一
〇
〇
年
か
ら
Ａ
Ｄ

一
〇
〇
年
ま
で
は
弥
生
中
期
、
そ
れ
か
ら
Ａ
Ｄ
一
〇
〇
年
か
ら
Ａ
Ｄ
三
〇
〇
年

ま
で
は
弥
生
後
期
と
考
古
学
で
は
言
わ
れ
て
い
で
す
。
こ
れ
は
従
来
言
わ
れ
て

い
た
考
古
学
の
編
年
で
す
。
イ
エ
ス
の
生
ま
れ
た
西
暦
に
あ
わ
せ
て
考
古
学
が
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区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
は
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
話
で
す
が
、
一
応
の
年
代
の
概
念

と
し
て
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
や
は
り
（
土
器
の
）
形
式
学
だ
け
で
な
く
、

や
は
り
年
代
が
な
い
と
不
安
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
変
わ
っ
て
き
た
。
何
が

変
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
と
年
輪
年
代
測
定
法
な
ど
考
古
学
の
科
学
的
手
法
の

発
達
に
よ
り
最
近
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
従
来
の
放
射
能
測
定
の
場
合
は
非
常

に
誤
差
が
大
き
く
、
縄
文
時
代
の
よ
う
に
何
千
年
単
位
で
は
そ
の
誤
差
は
余
り

響
か
な
い
が
、
弥
生
な
ど
で
は
そ
の
誤
差
が
大
き
く
邪
魔
に
な
り
困
る
。
と
こ

ろ
が
年
輪
年
代
測
定
法
で
は
、
木
が
一
年
毎
に
大
き
く
な
っ
て
い
き
変
化
す
る

の
で
追
跡
で
き
る
。
非
常
に
素
晴
ら
し
い
方
法
で
す
。
こ
の
間
奈
良
県
で
も
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
従
来
の
考
古
学
編

年
で
は
具
合
が
悪
い
。
い
ず
れ
も
一
般
的
に
は
初
め
五
〇
年
遡さ
か
の
ほる
と
言
わ
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
問
題
が
あ
る
。
最
近
で
は
一
〇
〇
年
ぐ
ら
い
遡
さ
か
の
ばら
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
来
た
。
最
近
で
は
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
で
も
年
輪
測

定
の
概
念
を
導
入
し
て
三
世
紀
中
。
あ
る
い
は
放
射
能
年
代
測
定
を
考
慮
し
て

三
世
紀
前
半
だ
と
い
う
話
が
出
て
き
て
い
る
。

　

一
般
的
に
は
次
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

Ｂ
Ｃ
二
〇
〇
年
か
ら
Ａ
Ｄ
〇
年
ま
で
は
弥
生
中
期

Ａ
Ｄ
一
年
か
ら
Ａ
Ｄ
二
〇
〇
年
ま
で
は
弥
生
後
期

　

今
問
題
を
簡
単
に
し
て
説
明
し
ま
す
と
、
右
の
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
て 

い
る
。
現
在
は
ま
だ
考
古
学
界
は
論
議
の
途
中
で
す
の
で
、
ハ
ッ
キ
リ
結
論

を
出
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
論
理
的
に
は
そ
う
な
る
。
で
す
か
ら    

神
武
の
問
題
で
言
い
ま
す
と
、
従
来
は
考
古
学
編
年
に
よ
り
弥
生
後
期
が
Ａ
Ｄ

一
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
、
神
武
東
侵
も
Ａ
Ｄ
一
〇
〇
年
頃
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。

　

そ
れ
が
今
の
よ
う
に
百
年
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
た
頃
の 

Ａ
Ｄ
一
年
に
な
る
。
こ
の
頃
に
近
づ
く
。
あ
ま
り
限
定
す
る
の
も
問
題
な
の
で

Ａ
Ｄ
一
年
か
ら
五
〇
年
ぐ
ら
い
の
間
。
つ
ま
り
１
世
紀
の
前
半
。
そ
う
い
う 

感
じ
に
な
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
私
に
は
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
と
い
う
か
、
こ
の
考
え
方
に

賛
成
し
て
歓
迎
す
る
テ
ー
マ
が
あ
る
。

　

具
体
的
に
言
う
と
、
な
ぜ
神
武
が
九
州
を
出
て
き
た
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題

が
あ
る
。こ
れ
は『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』で
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。『
古
事
記
』・

『
日
本
書
紀
』
で
は
「
こ
こ
に
い
て
も
仕
方
が
な
い
。
東
に
行
こ
う
」
と
受
け

取
れ
る
よ
う
に
し
か
書
い
て
い
な
い
。

　

そ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
筑
紫
に
居
て
も
、
そ
こ
で
は
も
う
少
数
派
で
異
端

派
で
あ
る
。
そ
こ
に
居
て
も
主
権
は
取
れ
な
い
。
だ
か
ら
新
天
地
を
求
め
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
わ
た
し
は
理
解
で
き
る
。

　

何
が
不
満
で
、
何
が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
紀
元
前
後

は
中
国
の
王
朝
で
は
新
と
い
う
国
の
王お
う
も
う莽
の
時
代
に
な
る
。こ
の
新
の
王
莽
が
、

ひ
じ
ょ
う
に
当
時
の
日
本
に
良
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
証
拠
は
、
彼
の
作
っ

た
「
貨
泉
」
と
い
う
貨
幣
が
、
九
州
か
ら
日
本
海
・
瀬
戸
内
海
、
岡
山
、
大
阪

湾
あ
た
り
ま
で
出
て
く
る
。
だ
か
ら
新
の
王
莽
と
関
わ
り
が
非
常
に
深
か
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
へ
金
印
が
出
て
く
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
志
賀
島
の
金
印
を
貰
っ
た
後
漢
の
光
武
帝
が
出
て
く
る
。
あ
れ
は
大
変
だ
っ

た
と
思
う
。
何
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
と
、
光
武
帝
と
い
う
人
が
出
て
き
て
、

新
の
王
莽
は
も
う
ダ
メ
だ
、
あ
ん
な
奴
は
信
用
す
る
な
と
言
わ
れ
た
。
時
代
は

変
わ
っ
た
。
そ
う
光
武
帝
に
言
わ
れ
た
。
し
か
し
言
わ
れ
た
方
は
た
ま
り
ま
せ

ん
。
今
ま
で
新
の
王
莽
の
家
来
を
称
し
、
か
つ
貨
幣
も
貯
め
込
ん
で
い
た
連
中

が
居
た
。
ま
た
貨
幣
だ
け
で
な
く
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
貨
泉
」
を
使
っ
て
い
た
。

そ
こ
へ
、
新
の
王
莽
は
、
も
う
ダ
メ
だ
と
言
っ
て
き
た
。
し
か
し
本
当
に
新
の

王
莽
は
も
う
駄
目
な
の
か
。
漢
の
光
武
帝
は
長
続
き
す
る
の
か
。
言
っ
て
み
れ
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ば
光
武
帝
は
出
て
き
た
と
き
は
反
乱
軍
の
長
で
す
。
新
の
王
莽
に
対
し
て
反
乱

が
各
地
で
起
っ
た
。
そ
の
中
の
武
将
の
一
人
で
、「
何
を
隠
そ
う
私
は
漢
の
血

を
受
け
継
ぐ
劉
で
あ
る
。」
と
称
し
た
。
本
当
か
嘘
か
は
分
か
ら
な
い
。
本
人

が
そ
う
称
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
今
は
偉
そ
う
に
言
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
失
脚
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
倭
国
は
二
つ
に
完
全
に
分
裂
と
考
え
る
。
新
の
王
莽
を
支
持
し
た
従

来
の
勢
力
と
、
新
し
い
新
興
勢
力
で
あ
る
光
武
帝
を
支
持
す
る
勢
力
と
に
倭
国

は
完
全
に
別
れ
た
。
そ
こ
に
大
き
な
、
倭
国
・
九
州
王
朝
内
部
の
分
裂
が
あ
っ

た
と
思
う
。
結
局
は
後
漢
の
光
武
帝
支
持
派
が
勝
つ
。
そ
の
証
拠
に
博
多
湾
岸

に
あ
る
漢
式
鏡
、
前
漢
式
鏡
・
後
漢
式
鏡
。
そ
の
漢
式
鏡
は
漢
に
対
す
る
忠
節

の
印
の
鏡
で
あ
る
。
あ
れ
を
我
々
は
単
な
る
鏡
と
思
っ
て
い
る
が
、
絶
対
に
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
。あ
れ
は
漢
の
天
子
に
対
す
る
忠
誠
宣
言
の
証
拠
品
で
あ
る
。

新
の
王
莽
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
新
の
王
莽
の
鏡
は
別
に
あ
る
が
、
そ
の
鏡
は

九
州
に
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
主
流
は
光
武
帝
支
持
派
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
も
う
こ
れ
で
は
駄
目
だ
。
神
武
た
ち
は
、
そ
う
思
っ
て
倭
国

を
出
て
行
っ
た
。
そ
う
す
る
と
神
武
は
王
莽
派
、
残
党
派
で
す
。
今
ま
で
も
そ

う
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
八
十
年
な
い
し
百
年
も
空
き
す
ぎ

る
。
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
空
き
す
ぎ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
年
輪
測
定
で
、
五
〇
年
な
い
し
一
〇
〇
年
と
紀
元
ゼ
ロ
年
に

近
づ
い
て
き
た
。
ま
さ
に
そ
の
話
に
な
る
。

　

そ
れ
で
面
白
す
ぎ
る
問
題
が
あ
る
。『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
が
卑ひ

み

か
弥
呼

の
事
に
つ
い
て
一
生
懸
命
書
い
て
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
金
印
の
こ
と
は
鼻
に
も

か
け
な
い
。
光
武
帝
の
金
印
の
話
は
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
ぜ
ん
ぜ
ん

出
て
こ
な
い
。
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。『
後
漢
書
』
に
書
い
て
あ
る
。

出
土
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
甚
兵
衛
さ
ん
が
畑
か
ら
金
印
を
見
つ
け
た
と
い
う

こ
と
に
成
っ
て
い
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
出
な
く
と
も
『
後
漢
書
』
を
見
れ

ば
き
ち
ん
と
書
い
て
あ
る
。
少
し
は
金
印
を
有
り
難
そ
う
に
書
い
て
あ
っ
て
も

良
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
無
い
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
気
が
す
る
。
と
に

か
く
現
在
の
段
階
の
理
解
で
は
神
武
が
近
畿
に
侵
入
し
た
の
は
西
暦
一
年
か
ら

五
十
年
頃
の
間
ぐ
ら
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問
２

　

そ
れ
で
は
神
武
が
近
畿
に
来
て
か
ら
、「
倭
国
大
乱
」
が
、
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

（
回
答
）

　

そ
の
通
り
で
す
が
、「
倭
国
大
乱
」
と
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
後
漢
書
』
の
倭
伝
に
は
「
大
乱
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
三
国
志
』
魏
志
倭

人
伝
で
は
「
倭
国
乱
る
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
説
明
も
『
邪
馬
一

国
の
証
明
』（『
日
本
古
代
新
史
』）
な
ど
で
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
ご

覧
下
さ
い
。「
倭
国
の
乱
」
は
当
然
神
武
東
征
よ
り
後
で
す
。
九
州
博
多
湾
を

中
心
に
す
る
乱
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問
３

　

神
武
と
卑
弥
呼
の
関
係
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
す
か
。

（
回
答
）

　

も
ち
ろ
ん
卑ひ

み

か
弥
呼
よ
り
神
武
の
方
が
ず
っ
と
古
い
。
卑
弥
呼
よ
り
ず
っ
と
前

に
神
武
が
糸
島
を
出
て
き
た
。
卑
弥
呼
の
時
代
に
は
、
少
な
く
と
も
神
武
の
子

孫
が
近
畿
を
、
少
な
く
と
も
大
和
盆
地
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
に

あ
っ
た
と
思
う
。

　

こ
れ
も
言
い
出
す
と
面
白
い
問
題
が
あ
る
。
神
武
の
後
の
天
皇
の
称
号
を
十

代
ぐ
ら
い
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、変
な
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と「
神

倭
」
と
い
う
名
前
の
付
い
た
人
物
が
何
人
か
居
て
、
そ
の
後
「
倭
」
と
名
前
の
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付
い
た
人
物
が
何
人
か
居
て
、
そ
れ
か
ら
「
大
倭
」
の
称
号
が
付
い
た
人
物
が

何
人
か
居
る
。
ま
た
何
も
な
い
人
も
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
き
ま
ぐ
れ
で
「
大
倭
」
を
付
け
た
人
、「
倭
」
だ
け
の
人
、「
倭
」
が
嫌
な

人
が
居
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が『
魏
志
倭
人
伝
』を
見
ま
す
と「
大

倭
」
と
称
し
て
市
場
を
監
督
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
奈
良
県

大
和
に
「
大
倭
」
が
付
い
て
居
た
人
物
は
、「
大
倭
」
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
「
大
倭
」
と
名
乗
っ
た
。
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
「
大
倭
」
と
名

乗
っ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
「
倭
」
は
（
地
名
で
言
え
ば
）「
ヤ
マ
ト
」
で
は

な
く
て
「
チ
ク
シ
」
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
限
を

与
え
ら
れ
た
人
物
と
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
物
が
居
る
。
こ
の
権
限
を
与
え
ら

れ
た
人
物
が
居
た
か
ら
「
大
倭
」
と
名
乗
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
ま
す
か
。
こ
の
場
合
の
「
倭
」
は
ヤ
マ
ト
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
チ
ク

シ
を
意
味
す
る
「
倭
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
「
倭
（
チ
ク
シ
）」

を
与
え
ら
れ
た
か
ら
名
乗
っ
た
。与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
名
乗
っ
て
い
な
い
。

２００４年　9月 　１日　第１刷発行 
著　者　古田武彦　　 

　　　　　　　編　集　古田史学の会
発行人　横田幸男　　
東大阪市寺前町２ー３ー１６
TEL ＆ FAX 06-6727-0408

 郵便番号 　577-0845
　※本書の本文書体は、ヒラギノ明朝体を使用しております。ヒラギノ明朝
体で表示出来なかった文字については、文字鏡明朝体 true type を使用してお

ります。

真実の近畿　三世紀以前


