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初
め
に
（
前
回
の
補
足
）

　

古
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
暑
い
な
か
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
て
、
た
い
へ

ん
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
真
実
の
近
畿
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
二
回
、  

そ
れ
で
今
日
は
終
わ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
前
の
話
の
追
加
と
い
う
か

訂
正
を
も
う
し
あ
げ
ま
す
。。

　

大
阪
府
柏
原
市
茶
臼
山
古
墳
か
ら
出
て
き
た
と
云
わ
れ
る
国
分
神
社
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財
の
三
面
の
鏡
に
つ
い
て
、
簡
単
に
追
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
代
表
と
い
う
か
、
模
範
生
と
い
う
か
、

舶
載
鏡
の
右
代
表
と
い
わ
れ
る
鏡
で
す
。こ
の
う
ち
二
面
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
、

一
面
が
海
東
鏡
と
い
わ
れ
、も
う
一
面
は
徐
州
洛
陽
鏡
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

も
う
一
面
は
盤
竜
鏡
で
三
角
縁
神
獣
鏡
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
盤
竜
鏡
の
銘
文
の
中
に
「
青
蓋
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
普
通
に
考
え
た
ら
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
姓
名
つ
ま
り
「
古
田

武
彦
」
と
同
じ
で
姓
が
「
青
」、
名
が
「
蓋
」
と
考
え
、
青
蓋
と
い
う
人
が
こ

の
鏡
を
作
っ
た
と
申
し
ま
し
た
。
い
ち
お
う
そ
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
な

が
ら
も
う
一
つ
考
え
方
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
申

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

銘
文
は
（
四
十
二
文
字
、
右
回
）、

「
青
蓋
作
竟
、四
夷
服
、多
賀
国
家
、人
民
息
、胡
虜
殄
滅
、天
下
復
、風
雨
時
節
、

五
穀
熟
、
長
保
二
親
、
得
天
力
、
傳
告
后
世
、
楽
毋
極
」

　

し
か
し
、
こ
の
ほ
う
が
本
命
の
考
え
で
す
が
「
青
蓋
作
」
は
、
公
の
官
工
房

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
普
通
一
般
に

は
公
の
官
工
房
は
、「
尚
方
作
」
と
い
う
も
の
が
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
洛
陽
と
そ
の
周
辺
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
洛
陽
周
辺

に
遺
跡
も
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
洛
陽
を
中
心
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
う
し
ま

す
と
、
わ
た
し
の
考
え
方
で
は
、
こ
の
「
青
蓋
」
は
、
呉
の
官
工
房
を
指
す
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
こ
こ
に
持
っ
て
き
ま
し
た
報
告
書
は
中
国
湖
南
省
出
土
の
発
掘
報

告
書
で
す
が
、
後
漢
（
東
漢
）
の
鏡
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
同
じ

よ
う
な
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
九
五
三
年
に
「
長
沙
月
洞
山

二
十
八
号
墓
」
か
ら
出
ま
し
た
。
長
沙
と
い
う
と
、と
う
ぜ
ん
呉
の
領
域
で
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
国
分
神
社
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財
の
三
面
の
鏡
に

つ
い
て
、
わ
た
し
の
理
解
で
は
中
国
製
は
こ
の
「
青
蓋
作
竟
・
・
・
」
と
書
い

た
盤
竜
鏡
の
み
。
し
か
も
呉
か
ら
持
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
自
分
た
ち
は
、
身
元

の
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
呉
の
お
お
や
け
の
工
房
で
鏡
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
今
で
い
う
身
分
証
明
書
で
は
な
い
か
。
こ
の
鏡
は
十
二
．
三
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
で
中
国
の
普
通
の
鏡
で
す
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
よ
う
に
大
き
く
は
な

い
。
あ
る
意
味
で
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
。
部
屋
の
中
で
女
の
人
が
鈕
に
ひ
も
を

付
け
て
、
櫛
で
髪
を
と
く
。
手
に
持
っ
て
お
化
粧
す
る
。
中
国
で
は
実
用
品
で

す
。
二
十
二
・
三
セ
ン
チ
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
と
は
、
大
き
さ
も
重
さ
も
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
。
後
の
二
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
そ
の
呉
の
工
人
が
日
本
・
近
畿

に
来
て
作
っ
た
。
国
産
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。

真
実
の
近
畿　

―

三
世
紀
以
後

古
田
武
彦
講
演　
二
〇
〇
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年　
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二
十
八
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）
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そ
れ
と
こ
の
前
、
画
像
の
専
門
家
で
あ
る
谷
本
茂
氏
に
こ
れ
ら
の
写
真
を

撮
っ
て
い
た
だ
い
た
。
で
す
が
今
お
見
せ
す
る
の
は
、
わ
た
し
が
撮
っ
た
素
人

の
写
真
で
す
が
、
ご
覧
に
な
れ
ば
み
に
く
い
潰
れ
て
い
る
鈕
の
部
分
が
よ
く
わ

か
る
と
思
い
ま
す
。
樋
口
隆
康
さ
ん
か
ら
、
何
回
も
う
か
が
い
ま
し
た
三
角
縁

神
獣
鏡
の
優
等
生
の
鏡
と
い
わ
れ
る
海
東
鏡
と
徐
州
洛
陽
鏡
の
鈕
の
部
分
の
写

真
で
す
。
素
人
な
り
の
こ
の
写
真
の
一
番
良
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の
み
ぐ
る
し
い

見
て
は
お
れ
な
い
よ
う
な
鈕
の
部
分
が
よ
く
分
か
る
と
お
も
い
ま
す
。
今
お
回

し
し
ま
す
。

（
こ
れ
を
ご
覧
に
な
れ
ば
中
国
の
工
房
で
作
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
。）

一
、
お
し
て
る
や　

難
波
の
崎
よ　

・
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淡
島　

自お
の
ご
ろ凝

島　

檳あ
じ
ま
さ榔

の　

島
も
見
ゆ

　

さ
て
難
波
の
問
題
に
移
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
阪
に
難
波
（
な
ん
ば　

な
に
わ
）
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
地
名
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
。
地
元
近
畿
の
歌

か
。
そ
う
い
う
問
題
で
す
。

　

そ
れ
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、『
古
事
記
』
仁
徳
記
の
と
こ
ろ
で
す
。

仁
徳
と
い
う
の
は
大
変
女
好
き
に
描
か
れ
て
い
ま
し
て
、
奥
さ
ん
を
悩
ま
し
て

ば
か
り
い
ま
す
。
吉
備
の
黒
姫
が
美
し
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
れ
で
会

い
た
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
本
妻
の
ほ
う
を
騙
し
て
淡
路
島
を
見
た
い
と
言
っ

て
出
か
け
て
行
っ
た
。
確
か
に
淡
路
島
に
来
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
狙
い
は
吉
備

に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
う
歌
を
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

岩
波
古
典
文
学
大
系
に
準
拠

　
　
『
古
事
記
』
仁
徳
記

　

お
し
て
る
や　

難
波
の
崎
よ　

出
で
立
ち
て　

我
が
國
見
れ
ば

　
　
　
　
　

淡
島　

自お
の
ご
ろ凝

島　

檳あ
じ
ま
さ榔

の　

島
も
見
ゆ　

放さ
け

つ
島
見
ゆ

　

つ
ま
り
難
波
の
先
か
ら
出
て
行
っ
て
自
分
の
国
を
見
下
ろ
し
て
見
る
と
、
淡

島
も
見
え
る
。
オ
ノ
ゴ
ロ
島
も
見
え
る
。
檳
榔
（
あ
じ
ま
さ　

ビ
ン
ロ
ウ
）
の
島
も

見
え
る
。
そ
れ
以
外
の
島
も
見
え
る
。

　

こ
う
い
う
歌
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
議
論
が
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
ど
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
わ
た
し
の
本

の
読
者
の
会
の
方
で
す
。
関
西
や
関
東
な
ど
の
出
さ
れ
て
い
る
会
誌
な
ど
で
、

繰
り
返
し
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
時
間
の
関
係
で
、
は
っ
き
り
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
問
題
だ
け
を
申
し
ま

す
と
、
檳
榔
（
あ
じ
ま
さ　

ビ
ン
ロ
ウ
）
の
植
生
の
問
題
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
現

在
は
た
い
へ
ん
恵
ま
れ
た
時
代
で
、
江
戸
時
代
の
研
究
者
と
違
っ
て
植
物
の
植

生
が
わ
か
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
植
物
図
鑑
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現

在
は
檳あ
じ
ま
さ榔
は
百
科
事
典
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
今
ど
う
書
い
て
あ
る
か

と
言
い
ま
す
と
熱
帯
の
植
物
で
す
。
そ
し
て
日
本
列
島
の
ど
こ
に
生
え
て
い
る

か
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
が
生
え
て
い
る
の
は
南
九
州
。
こ
れ
は
問
題
な
し
。
九

州
西
岸
部
も
、
だ
い
た
い
生
え
て
い
る
。
こ
れ
も
合
格
。
そ
し
て
九
州
の
北
の

玄
界
灘
。
わ
れ
わ
れ
は
玄
界
灘
と
い
う
と
荒
れ
て
寒
い
海
の
よ
う
に
思
い
ま
す

が
、
結
構
暖
か
い
よ
う
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
黒
潮
と
い
う
暖
流
の
別
れ
で

あ
る
対
馬
海
流
の
お
陰
で
す
。

　
（
こ
れ
も
一
言
言
い
ま
す
と
、
青
森
県
に
行
っ
た
と
き
に
勘
違
い
し
ま
し
て

日
本
海
の
方
が
寒
い
。
太
平
洋
の
ほ
う
が
暖
か
い
。
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

実
は
ぜ
ん
ぜ
ん
逆
で
し
た
。
日
本
海
の
方
が
暖
か
い
。
太
平
洋
の
ほ
う
が
寒
い
。

頭
と
現
実
は
逆
で
し
た
。
聞
い
て
み
れ
ば
な
ん
の
こ
と
は
な
い
。
対
馬
海
流
は
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青
森
の
西
に
行
っ
て
も
暖
流
で
す
。
そ
れ
で
津
軽
側
が
暖
か
い
。
他
方
太
平
洋

岸
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
流
と
い
う
親
潮
・
寒
流
が
下
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
で
当

然
の
こ
と
な
が
ら
太
平
洋
岸
は
寒
い
。
だ
か
ら
青
森
県
の
人
に
は
日
本
海
側
は

暖
か
い
。
太
平
洋
側
は
寒
い
。
そ
れ
以
外
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
感
じ
で

す
。）

　

そ
れ
で
対
馬
海
流
は
暖
流
で
す
。
そ
れ
で
地
図
に
あ
る
よ
う
に
壱
岐
島
の
東

に
あ
る
小
呂
島
（
お
ろ
の
し
ま
）
が
ま
さ
に
ア
ジ
マ
サ
の
島
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
有
名
な
沖
の
島
で
す
。
宗む
な
か
た像
神
社
の
神
聖
な
島
で
あ
る
沖
の
島
で
す
。
あ
の

島
に
も
生
え
て
い
る
。
こ
の
沖
の
島
が
植
生
の
ア
ジ
マ
サ
の
北
限
で
す
。
そ
れ

で
朝
鮮
半
島
側
に
は
生
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
東
の
方
は
、
九
州
の
東
岸
部
も

生
え
て
い
な
い
。
こ
の
歌
の
議
論
は
九
州
の
東
岸
部
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
、
読
者
の
会
で
議
論
は
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
ア
ジ
マ
サ
の
植
生
を
見
て
い

く
と
そ
う
は
言
え
な
い
。
ど
う
も
大
分
県
で
は
無
理
で
す
。
い
わ
ん
や
瀬
戸
内

海
も
生
え
て
い
な
い
。
と
て
も
淡
路
島
近
辺
で
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
無
理
で
す
。
だ

か
ら
、
こ
の
歌
は
淡
路
島
で
は
作
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
植
物
学
の
植
生

か
ら
分
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
主
観
的
な
鑑
賞
の
問
題
で
は
な
い
。
昔
は
そ
う

で
な
い
と
頑
張
る
人
も
い
る
が
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
昔
ア
ジ
マ
サ
が
生
え
て
い
た

証
拠
を
挙
げ
な
さ
い
と
な
る
。
考
古
学
的
な
植
生
の
証
拠
が
必
要
と
な
る
し
、

そ
れ
も
出
て
こ
な
い
。
ま
た
仁
徳
天
皇
は
五
世
紀
で
あ
る
。
二
十
世
紀
と
五
世

紀
と
い
う
の
は
植
生
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
同
時
代
で
あ
る
。
簡
単
に
変
わ
る
わ

け
で
は
な
い
。
我
々
は
仁
徳
天
皇
を
大
昔
と
思
っ
て
い
る
が
。
植
生
の
レ
ベ
ル

で
は
同
時
代
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
歌
は
仁
徳
天
皇
が
歌
っ
た
歌
で
は
あ
り
え

な
い
。

　

も
う
一
つ
問
題
は
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」。
変
わ
っ
た
島
名
で
す
が
、
こ
の
島
も

淡
路
島
近
辺
に
は
な
い
。
本
居
宣
長
が
、こ
の
島
が
な
く
て
苦
労
し
て
い
ま
す
。

こ
の
島
で
も
な
い
。
こ
の
島
で
も
な
い
と
江
戸
時
代
に
議
論
し
て
い
る
。
な
い

の
だ
が
、
し
か
し
仁
徳
天
皇
が
こ
の
歌
を
作
っ
て
い
る
以
上
、
淡
路
島
近
辺
に

オ
ノ
ゴ
ロ
島
が
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
迷
わ
な
い
方
が
良

か
っ
た
と
思
う
く
ら
い
迷
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
振
出
し
に
も
ど
っ
て
淡
島
を
淡

路
島
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
私
の
三
番
目
の
著
書『
盗
ま
れ
た
神
話
』

（
朝
日
文
庫
）
を
読
ま
れ
た
方
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
冒
頭
で
出
し
た
テ
ー
マ

が
あ
り
ま
す
。
神
話
と
し
て
天
の
沼ぬ
ぼ
こ矛
を
海
に
突
き
刺
し
て
引
き
揚
げ
て
コ
ロ

コ
ロ
と
滴し
た
たり

落
ち
て
島
を
作
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
を
扱
い
ま
し
て「
天
の
沼
矛
」

を
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
展
開
さ
れ
た
神
話
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
こ

ろ
が
矛
の
分
布
領
域
は
現
在
で
は
分
か
っ
て
い
る
。
銅
鐸
の
分
布
は
近
畿
が
中

心
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
矛
の
分
布
は
圧
倒
的
に
博
多
湾
岸
が
中
心
。
鋳
型

か
ら
言
っ
て
も
博
多
湾
岸
が
中
心
で
、
実
物
は
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
分
布
し
て

い
る
。
で
す
か
ら
私
が
考
え
ま
し
た
の
は
、こ
の
よ
う
な「
矛
が
全
て
で
始
ま
っ

た
。」
と
い
う
神
話
は
、
矛
の
分
布
の
中
心
点
で
創
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
お
か

し
い
。
こ
れ
は
本
居
宣
長
の
段
階
で
は
考
古
学
な
ど
は
な
い
の
で
文
献
だ
け
で

理
解
す
る
。
ま
た
説
明
が
い
ろ
い
ろ
い
り
ま
す
が
結
論
か
ら
言
え
ば
、「
オ
ノ

ゴ
ロ
島
」
は
、
博
多
湾
に
あ
る
「
能
古
島
（
の
こ
の
し
ま
）」
と
い
う
島
で
あ
る
。

こ
れ
は
変
わ
っ
た
名
前
の
島
で
す
が
、「
御　

オ
」
は
接
頭
語
の
意
味
、「
ロ
」

は
船
を
漕
ぐ
オ
ー
ル
の
櫨
（
ろ
）
の
意
味
、語
幹
部
分
は
「
ノ
コ
」
で
あ
る
。「
オ

ノ
ゴ
ロ
島
」
は
能
古
島
で
あ
る
。
能
古
島
が
原
点
に
な
っ
て
、
あ
の
神
話
が
作

ら
れ
た
。
く
わ
し
い
証
明
は
『
盗
ま
れ
た
神
話
』
を
ご
覧
下
さ
い
。
そ
う
い
う

こ
と
を
読
者
の
会
の
方
は
知
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
博
多
湾
で
作
ら
れ

た
歌
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
読
者
の
方
が
考
え
ら
れ
た
。

　

博
多
湾
な
ら
ば
「
オ
ノ
コ
ロ
島
」
も
見
え
る
。「
ア
ジ
マ
サ
の
見
え
る
島
」

も
当
然
見
え
る
。
両
方
見
え
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
少
し
づ
つ
読
者
の
会
の
中

で
論
争
さ
れ
て
前
進
し
て
い
っ
た
。
本
来
は
関
係
し
た
方
々
の
お
名
前
を
全
部

あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
省
略
し
ま
す
。
そ
れ
で
わ
た
し
が
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
を
受
け
た
。
し
か
し
、
な
お
か
つ
困
っ
て
お
ら
れ
た
の
は
「
淡
島
」
が

な
い
。



　　　　　　　　

　　4真実の近畿　三世紀以後

　

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
前
に
、
昨
年
の
八
月
博
多
で
「
古
田
武
彦
と
古
代
史
を

研
究
す
る
会
」
の
事
務
局
長
の
高
木
さ
ん
に
、「
時
間
が
あ
れ
ば
、
私
と
一
緒

に
少
し
来
て
く
だ
さ
い
。」
と
言
わ
れ
、
車
に
乗
せ
て
い
た
だ
い
て
住
宅
地
の

間
を
通
り
、
か
な
り
の
広
さ
の
よ
ど
ん
だ
池
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
こ
れ
は 

何
で
す
か
と
聞
き
ま
す
と
、
実
は
こ
れ
は
難
波
（
な
に
わ
）
池
だ
っ
た
。
今
は
難

波（
な
ん
ば
）池
と
地
元
の
人
は
呼
ん
で
い
ま
す
。『
明
治
前
期
全
国
小
字
調
査
書
』

（
内
務
省
地
理
局
編
纂
基
本
行
書
、
ユ
マ
ニ
書
房
刊
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
空

襲
で
、
ほ
と
ん
ど
消
失
、
北
部
九
州
と
青
森
が
残
る
）
で
は
難
波
（
な
に
わ
）
と

書
い
て
あ
る
。
現
在
で
は
住
宅
建
設
で
段
々
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も

と
は
海
に
つ
な
が
っ
て
い
た
海
岸
部
で
す
。
現
在
残
っ
て
い
る
池
も
や
が
て
は

住
宅
建
設
で
埋
め
ら
れ
て
、や
が
て
池
も
姿
を
消
す
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
埋
め
ら
れ
て
し
ま
え
ば
何
も
残
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
連
れ
し
ま
し
た

と
言
わ
れ
た
。
入
り
口
の
と
こ
ろ
に
難
波
屋
と
い
う
雑
貨
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
地
名
は
あ
の
雑
貨
屋
さ
ん
の
名
前
ぐ
ら
い
し
か
残
ら
な
い
。
そ
こ
で

あ
ら
た
め
て
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
ち
は
じ
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
一
つ
抜
け
て
い
る
「
淡
島
」
は
ど
こ
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
淡
島
」
と

い
う
地
名
を
ど
こ
を
探
し
て
も
な
い
。
で
す
が
、
わ
た
し
に
は
「
淡
島
」
に
見

覚
え
が
あ
っ
た
。
何
だ
ろ
う
。
三
月
の
終
わ
り
に
な
っ
て
神
社
だ
と
気
付
い
た
。

淡
島
神
社
だ
。
末
社
・
摂
社
は
幾
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
思
い
出
し
た
。
近
く

に
淡
島
神
社
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
『
福
岡
県
神
社
誌
』
を
見
る
と

あ
っ
た
。
宗む
な
か
た像
神
社
の
近
い
と
こ
ろ
福
岡
県
福
間
町
に
淡
島
神
社
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
私
の
理
解
で
は
、
こ
の
歌
を
ど
こ
で
作
っ
た
か
と
言
え
ば
、
博
多
湾

を
出
て
、
玄
界
灘
に
出
て
、
し
ば
ら
く
し
た
と
こ
ろ
。
北
へ
少
し
行
っ
た
と
こ

ろ
だ
。
そ
ん
な
に
離
れ
て
い
な
い
。
そ
の
あ
た
り
だ
。
振
り
返
れ
ば
目
の
前
に

「
オ
ノ
コ
ロ
島　

能
古
島
」、
前
の
方
に
左
手
の
は
ア
ジ
マ
サ
の
島
（
小
呂
島
）。

そ
れ
か
ら
東
を
見
れ
ば
「
淡
島
」
が
見
え
る
。（
淡
島
神
社
が
見
え
る
。）

　

そ
れ
で
こ
の
歌
の
理
解
に
は
、
デ
ー
タ
は
ぜ
ん
ぶ
揃
っ
た
。

　

そ
こ
か
ら
先
は
、
私
は
あ
ら
た
め
て
こ
の
歌
を
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
別
の
理

解
か
ら
、
再
度
考
え
て
み
た
。
淡
島
神
社
は
各
地
に
あ
る
。
和
歌
山
県
は
加
太

に
も
あ
る
。
大
分
県
に
も
あ
る
。
末
社
・
摂
社
は
幾
ら
で
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

い
く
ら
あ
っ
て
も
淡
島
神
社
の
御
祭
神
は
、
ぜ
ん
ぶ
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

少
名
彦
名
（
す
く
な
ひ
こ
な
）
命
で
あ
る
。

　

少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
は
大
国
主
と
出
雲
の
国
を
共
同
経
営
し
、
出
来
上
が
っ
た
と
た
ん

に
、
私
は
も
う
や
め
た
出
雲
に
は
興
味
が
な
い
。
そ
れ
で
常
世
の
国
に
行
く
と

言
っ
て
去
っ
て
行
っ
た
。
非
常
に
か
っ
こ
い
い
神
様
で
あ
る
。
神
話
で
も
他
の

神
様
と
タ
イ
プ
が
違
い
ま
す
。
変
な
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
ゲ
バ
ラ
と
カ
ス

ト
ロ
は
キ
ュ
ー
バ
革
命
で
は
革
命
に
勝
利
し
た
。
そ
れ
か
ら
ゲ
バ
ラ
は
南
米
へ

行
っ
て
亡
く
な
っ
た
よ
う
で
す
が
。
完
成
し
出
来
上
が
っ
た
も
の
に
興
味
は
な

い
。
同
じ
よ
う
な
タ
イ
プ
の
印
象
に
残
る
神
様
で
す
。

（
追
加
で
申
し
ま
す
が
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
銅
剣
な
ど
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。

そ
の
遺
跡
の
近
く
、
す
ぐ
上
の
山
に
上
が
ら
れ
た
ら
大
き
な
岩
が
あ
る
。
そ
こ

か
ら
出
雲
が
見
下
ろ
せ
る
。
そ
の
伝
承
に
曰
く
。
そ
の
岩
の
上
に
大
国
主
と
少

名
彦
名
が
腰
を
か
け
て
国
見
を
な
さ
っ
た
。そ
う
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
と
、

現
地
の
人
が
言
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
私
か
ら
見
れ
ば
け
し
か
ら
ん
話
で
、
な
ぜ

か
と
い
う
と
そ
の
岩
は
旧
石
器
・
縄
文
に
お
け
る
神
聖
な
る
岩
倉
・
磐
の
神
様

の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
弥
生
戦
国
に
出
て
き
た
武
将
で
あ
る
大
国
主
と
少
名

彦
名
の
二
人
が
、
旧
石
器
・
縄
文
以
来
の
出
雲
の
神
聖
な
石
神
の
上
に
、
二
人

が
腰
掛
け
て
喜
ん
で
い
た
。
二
人
の
教
養
の
な
さ
が
分
か
る
。
余
計
な
こ
と
を

言
う
よ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
印
象
を
受
け
た
。
こ
う
い
う
考
え
に
い
た
る
理

由
は
、
今
は
省
略
し
ま
す
が
。）

　

そ
う
い
う
出
雲
（
王
朝
）
の
共
同
経
営
者
の
一
人
が
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
で
あ
る
。
こ

の
伝
説
が
嘘
で
は
な
か
っ
た
の
は
、
荒
神
谷
遺
跡
で
、
銅
剣
が
お
び
た
だ
し
く

出
て
き
た
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
銅
剣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
銅
矛
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
の
問
題
は
大
正
時
代
の
有
名
な
考
古
学
者
で
あ
る
高
橋
健
自
さ
ん
が
、
接
合
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部
の
突
き
出
し
た
ほ
う
を
「
剣
」
と
い
う
仮
の
名
を
つ
け
、
接
合
部
の
引
っ
込

ん
だ
ほ
う
を
「
矛
」
と
仮
の
名
を
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
言
っ
た
の
が
、
後

に
断
定
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
が
、
わ
た
し
か
ら
見
る

と
言
え
る
は
ず
が
な
い
。
接
着
方
法
が
、
木
の
ほ
う
を
凸
に
し
て
金
属
器
が
凹

に
す
れ
ば
「
剣
」
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
い
え
る
は
ず
が
な
い
。
剣
と
矛
の

違
い
は
分
か
り
切
っ
て
い
る
。
柄
が
長
い
方
が
矛
で
す
。
柄
が
長
い
剣
は
な
い
。

柄
が
短
い
よ
う
な
、そ
ん
な
矛
は
な
い
。
剣
と
矛
の
違
い
は
柄
の
長
さ
に
よ
る
。

接
着
方
法
で
は
呼
ば
な
い
。
木
の
柄
の
ほ
う
を
突
き
出
す
か
、
銅
器
の
ほ
う
を

突
き
出
す
か
は
、
ど
こ
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
高
橋
健

自
さ
ん
が
考
古
学
者
ら
し
く
、
大
正
時
代
に
一
応
わ
た
し
は
そ
う
呼
ぶ
と
仮
に

定
義
し
た
。
間
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
書
い
て

あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
後
高
橋
大
先
生
が
言
わ
れ
た
と
、
考
古
学
者
が
絶
対
化
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
は
今
回
の
こ
の
発
掘
で
覆
く
つ
が
え

っ
て
し
ま
っ
た

と
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
大
国
主
の
こ
と
を
何
と
呼
ぶ
か
と
『
出
雲
風
土

記
』
で
は
「
八
千
矛
の
神
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
八
千
剣
の
神
」
と
は
、
ど
こ

に
も
書
い
て
い
な
い
。
た
く
さ
ん
矛
を
持
っ
て
い
る
人
物
。
こ
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
荒
神
谷
遺
跡
に
矛
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
。
だ
か
ら
剣
が

出
て
き
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
一
つ
。

　

も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
筑
紫
矛
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
出
雲
矛

（
剣
）
と
は
接
着
方
法
が
違
い
ま
す
が
。
高
橋
健
自
さ
ん
の
命
名
で
も
、
筑
紫

矛
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
福
岡
県
で
圧
倒
的
に
出
て
く
る
ス
タ
イ
ル
の

矛
が
一
八
本
出
て
き
た
。

　

で
す
か
ら
大
部
分
は
わ
た
し
が
呼
ぶ
出
雲
矛
（
剣
）、
そ
し
て
そ
れ
に
加
え

て
一
・
二
割
の
筑
紫
矛
。
そ
れ
が
セ
ッ
ト
で
出
て
来
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
大
国

主
と
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
の
共
同
経
営
と
い
う
出
雲
王
朝
の
実
体
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
少
名
彦
名
（
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
）
が
な
ぜ
筑
紫
か
と
言
い
ま
す
と
、
ス
ク
ナ

ヒ
コ
ナ
、
○
○
ナ
○
○
ナ
と
だ
ぶ
っ
て
入
っ
て
い
る
名
称
の
ダ
ブ
リ
言
語
と
い

う
古
い
表
現
で
あ
る
。「
ナ
」
は
那
ノ
津
の
「
ナ
」、
こ
れ
は
港
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。「
ヒ
コ
」
は
長
官
。「
ヒ
コ
ナ
」
は
港
の
長
官
の
意
味
。「
ス
ク
」
は
わ
た

し
の
理
解
で
は
、
福
岡
県
春
日
市
須す

く玖
岡お
か
も
と本
遺
跡
の
須
玖
（
す
く
）
と
考
え
て
い

ま
す
。
須す

く玖
の
中
に
あ
る
岡お
か
も
と本
。
現
在
の
と
こ
ろ
中
国
の
絹
が
出
て
き
た
唯
一

の
弥
生
の
遺
跡
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
わ
た
し
は
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
は
博
多
湾
岸
、
そ
の
博
多
の
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
で
あ
る
春
日
市
の
須
玖
岡
本
の
須す

く玖
、
そ
の
須す

く玖
に
い
る
王
者
で
あ
っ

た
と
、
以
前
か
ら
理
解
し
て
い
た
。

（
こ
の
ダ
ブ
リ
言
語
の
例
は
ア
シ
ナ
ズ
チ
テ
ナ
ズ
チ
で
す
。
ス
サ
ノ
オ
の
神
話

で
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
話
の
広
島
県
版
。
普
通
は
島
根
県
の
話
で
す
が
、
一
つ

だ
け
広
島
県
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
例
が
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
、
○
○
ナ
ズ
○
ナ
ズ
と
ダ
ブ
っ
て
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
古
い
表

現
の
方
法
の
よ
う
で
す
が
。）

　

こ
の
歌
を
作
っ
た
本
来
の
主
人
公
は
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
で
あ
る
。こ
う
考
え
て
き
た
。

そ
れ
で
、
こ
の
歌
で
は
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
は
、
博
多
湾
岸
を
出
て
い
く
時
と
う
ぜ
ん
振

り
返
っ
た
。「
我
が
國
」と
い
う
の
は
須す

く玖
の
王
者
で
す
か
ら
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
に
と
っ

て
、
博
多
湾
岸
は
と
う
ぜ
ん
我
が
国
で
す
。
わ
が
国
の
一
部
分
と
い
う
言
い
方

で
は
な
い
。
振
り
返
れ
ば
と
う
ぜ
ん
私
の
国
だ
。
そ
う
い
う
言
い
か
た
を
し
て

い
る
。
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
に
は
、
ま
こ
と
に
よ
く
当
て
は
ま
る
。
博
多
湾
岸
に
淡
島
と

言
っ
て
い
る
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
を
祀
っ
て
い
る
神
社
が
あ
る
。
そ
こ
を
「
淡
島
」
と
呼

ぶ
の
を
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
が
歌
う
の
が
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

一
番
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
こ
れ
か
ら
彼
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の

か
。
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
は
常
世
の
国
に
行
こ
う
と
し
て
、
わ
が
国
を
出
発
し
よ
う
と
し

て
い
る
。「
檳
榔
（
あ
じ
ま
さ
）
の
島
も
見
ゆ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
小

呂
島
に
た
だ
檳あ
じ
ま
さ榔
が
生
え
て
い
て
見
え
て
い
た
か
ら
言
っ
た
だ
け
と
い
う
話
で

は
な
い
。
つ
ま
り
檳あ
じ
ま
さ榔
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
檳あ
じ
ま
さ榔
の
本
家
本
元
で
あ
る

常
世
の
国
・
熱
帯
地
方
に
行
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
へ
行
く
少
名
彦
名
物
語
の
終
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わ
り
に
近
い
一
節
だ
と
、
わ
た
し
は
理
解
し
た
。
ま
た
『
古
事
記
』
の
中
で
大

国
主
の
話
は
ほ
か
と
違
っ
て
い
る
。
大
国
主
は
良
い
意
味
で
浮
き
上
が
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
大
国
主
は
女
好
き
で
歌
好
き
。『
古
事
記
』
全
部
が
あ
の
無
邪
気

さ
、
奔
放
さ
だ
け
で
あ
れ
ば
、『
古
事
記
』
は
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
大
国
主
の
と
こ
ろ
だ
け
、
独
特
の
色
っ
ぽ
く
雅み
や
びで
天
衣
無
縫
に
物
語
が
展

開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
盗
ま
れ
た
神
話
』（
朝
日
文
庫
）
で
、す
で
に
『
大

国
古
事
記
』
と
い
う
も
の
が
、『
古
事
記
』
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
成
立
し
て
い

る
と
考
え
た
。
そ
れ
を
『
古
事
記
』
が
利
用
し
て
は
め
込
ん
で
『
古
事
記
』
を

造
っ
た
。
だ
か
ら
他
の
と
こ
ろ
と
文
脈
・
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て
い
る
。
あ
そ
こ

だ
け
『
古
事
記
』
が
孤
立
し
て
い
る
。
他
と
違
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
る
と
実

は
成
立
し
て
い
た
の
は
『
大
国
古
事
記
』
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ

う
な
『
少
名
彦
名
古
事
記
』
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
『
少
名
彦
名
古

事
記
』の
最
後
の
ほ
う
に
は
、少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
は
常
世
の
国
に
行
こ
う
と
し
て
旅
立
っ

て
い
る
。
こ
の
話
は
終
り
の
ほ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
後
の
話
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

（
こ
の
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
の
出
発
の
時
間
帯
は「
天
孫
降
臨
」の
前
で
す
。
で
す
か
ら「
天

孫
降
臨
」
は
、
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
の
留
守
を
ね
ら
っ
て
筑
紫
を
襲
っ
た
。
大
国
主
に
国

を
譲
れ
と
い
う
言
い
か
た
を
し
て
、
大
国
主
が
留
守
預
り
で
あ
っ
た
板
付
と
い

う
日
本
最
大
の
縄
文
水
田
の
地
帯
を
襲
っ
た
。
こ
れ
は
留
守
狙
い
だ
。）

　

と
言
い
ま
す
の
は
、
わ
た
し
が
古
代
史
に
入
っ
た
の
は
三
国
志
の
『
魏
志
倭

人
伝
』
の
解
読
か
ら
で
す
。
一
番
怖
か
っ
た
の
は
倭
国
か
ら
東
南
方
向
に
一
年

行
け
ば
国
が
あ
る
。
裸
国
・
黒
歯
国
が
あ
る
。
こ
の
問
題
で
す
。

　
『
魏
志
倭
人
伝
』
部
分

　
　

又
有
裸
國
黒
齒
國
復
在
其
東
南
船
行
一
年
可
至
參
問
倭
地

　

そ
れ
ま
で
邪
馬
台
国
問
題
を
論
じ
る
人
は
い
ま
し
た
が
、
誰
一
人
と
し
て
裸

国
・
黒
歯
国
の
こ
と
を
ま
じ
め
に
論
じ
た
人
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
く
そ
真
面

目
に
扱
っ
た
。「
二
倍
年
歴
」、
現
在
の
年
期
で
半
年
の
こ
と
を
、
一
年
と
呼
ん

で
い
た
。
そ
う
考
え
て
「
二
倍
年
歴
」
を
提
唱
し
た
。
こ
の
一
年
は
、
一
年
の

半
分
・
半
年
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
倭
国
か
ら
東
南
方
向
に
半
年
で
黒
潮
に
乗
れ
ば

行
け
る
と
こ
ろ
は
何
処
だ
ろ
う
。
幸
い
に
当
時
ヨ
ッ
ト
で
乗
り
出
す
青
年
が
い

た
。
今
は
よ
い
お
年
で
す
が
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
は
西
海
岸
・
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
三
ヶ
月
止
ま
り
。
後
三
カ
月
で
何
処
ま
で
行
く
か
と
い
う
と

西
海
岸
の
ペ
ル
ー
・
エ
ク
ア
ド
ル
止
ま
り
。
チ
リ
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ま
で
行
か

な
い
。
足
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。（
米
田
氏
の
件
は
略
）
現
在

で
は
こ
れ
は
幸
い
に
も
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
き
た
。
先
日
来
も
あ
る
人
か
ら
、
明

治
大
学
考
古
学
教
授
で
あ
る
考
古
学
会
の
会
長
さ
ん
も
、
ど
う
も
南
米
に
日
本

人
が
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま

で
反
対
の
人
で
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
話
を
聞
き
ま
し
た
。
他
に
も
南
米
の
ミ

イ
ラ
の
寄
生
虫
の
件
や
、
ウ
ィ
ル
ス
の
件
な
ど
次
々
自
然
科
学
の
証
明
も
出
ま

し
た
。
そ
れ
で
今
ま
で
拒
否
反
応
を
示
し
て
、
古
田
は
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
言
っ
て
い
た
人
も
、
い
な
く
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
問
題
は
わ
た
し
に
と
っ
て
は
昔
の
話
で
す
が
、
今
の
わ
た
し
の
残
さ
れ

た
問
題
は
、
陳
寿
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
記
録
し
た
の
は
、
裸
国
・
黒
歯
国
の

話
を
中
国
人
が
倭
の
使
い
か
ら
聞
い
た
。
そ
れ
以
外
に
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う

す
る
と
倭
人
の
中
で
そ
う
い
う
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、ど
の
話
か
と
な
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』ど
れ
を
見
て
も
、

常
世
の
国
の
話
し
か
な
い
。
常
世
の
国
の
話
は
何
回
か
出
て
く
る
。
田
島
守
の

話
も
あ
る
。
そ
の
常
世
の
国
は
赤
道
界
隈
の
国
と
し
か
思
え
な
い
。
で
す
か
ら

倭
人
は
使
者
に
常
世
の
国
の
話
を
語
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
考
え
は
到

着
し
て
い
た
。
し
か
し
今
は
も
っ
と
厳
し
く
考
え
る
と
浦
島
太
郎
は
駄
目
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
雄
略
天
皇
の
と
こ
ろ
と
書
い
て
あ
る
。
雄
略
天
皇
は
三
世
紀
よ
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り
後
。
浦
島
太
郎
の
話
を
魏
の
使
い
が
聞
い
た
可
能
性
は
ゼ
ロ
。
そ
う
い
う
時

間
帯
。
ま
た
田
島
守
の
話
も
三
世
紀
よ
り
後
。
だ
か
ら
田
島
守
の
話
を
聞
い
た

可
能
性
は
ゼ
ロ
。
じ
ゃ
あ
何
が
残
る
か
。

　
「
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
が
常
世
の
国
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
。」

こ
の
話
な
ら
、
三
世
紀
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
よ
り
前
。
ま
た
天
孫
降
臨
の
前
。

こ
の
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
の
話
な
ら
本
来
は
弥
生
前
期
の
終
わ
り
頃
。
今
ま
で
の
編
年

で
言
う
と
Ｂ
Ｃ
一
百
年
以
前
。
年
輪
年
代
測
定
法
で
は
一
〇
〇
年
遡
ら
せ
ね
ば

な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
言
う
と
Ｂ
Ｃ
二
百
年
以
前
（
天
孫
降

臨
の
前
）。
そ
の
前
夜
で
す
か
ら
Ｂ
Ｃ
二
百
五
十
年
ぐ
ら
い
前
。
そ
の
と
き
に
、

も
う
出
雲
や
筑
紫
に
は
興
味
を
失
っ
た
。
常
世
の
国
へ
行
こ
う
。
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
が

そ
う
言
っ
た
。
こ
の
話
な
ら
、
魏
の
使
い
が
聞
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
わ
た
し
の
仮
説
な
の
で
す
が
、
主
語
は
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
で
あ
る
と
理
解
す

れ
ば
、
こ
の
歌
は
後
ぜ
ん
ぶ
合
う
。
大
阪
湾
仁
徳
だ
っ
た
ら
ぜ
ん
ぜ
ん
駄
目
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
少す
く
な
ひ
こ
な

名
彦
名
博
多
湾
な
ら
完
全
に
合
う
。
私
が
勝
手
に
お
と
ぎ

話
を
作
っ
て
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
続
き
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
こ
は
た
だ
檳あ
じ
ま
さ榔
が
見
え
る
、
常
世
の
国
の
入
り
口
で
あ
る
と

い
う
話
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
の
話
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
魏
の

使
い
に
語
っ
た
。
魏
の
使
い
も
も
う
少
し
詳
し
く
書
い
て
く
れ
れ
ば
良
か
っ
た

が
、
要
点
を
捕
ら
え
て
東
南
方
向
へ
「
二
倍
年
歴
」
で
船
航
一
年
。
二
倍
年
歴

で
一
年
、
ほ
ん
と
う
は
半
年
。
し
か
も
大
事
な
こ
と
は
、
そ
こ
は
熱
帯
で
あ
る
。

裸
国
・
黒
歯
国
で
す
か
ら
。
は
だ
か
の
国
、
く
ろ
い
歯
の
国
で
す
か
ら
。
こ
れ

も
あ
り
そ
う
で
、
か
な
り
ポ
イ
ン
ト
は
つ
か
ん
で
書
い
て
あ
る
。
今
の
わ
た
し

の
理
解
で
は
『
少
名
彦
名
古
事
記
』
の
一
説
を
、
魏
の
使
い
に
語
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
今
の
と
こ
ろ
は
想
像
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
。

　

も
う
一
つ
あ
る
、
常
世
の
国
の
出
て
く
る
ケ
ー
ス
は
。
神
武
の
三
番
目
の
兄

さ
ん
の
問
題
。一
番
目
五
瀬
命
と
四
番
目
弟
神
武
は
博
多
湾
岸
糸
島
か
ら
出
て
、

大
阪
湾
に
突
入
し
て
兄
は
紀
伊
の
国
で
亡
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
番
目
・
三

番
目
は
ほ
か
へ
行
っ
て
、
い
な
く
な
っ
た
。
二
番
目
は
海
原
に
行
っ
た
。
三
番

目
は
常
世
の
国
に
行
っ
た
。
そ
こ
だ
け
し
か
書
い
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
二
番

目
・
三
番
目
の
話
は
、
魏
の
使
い
に
語
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

以
上
、
こ
の
歌
の
理
解
は
永
年
の
懸
案
の
ひ
と
つ
に
決
着
が
つ
い
た
。『
古

事
記
』
そ
の
も
の
の
問
題
か
ら
す
る
と
、『
古
事
記
』
本
来
は
大
変
リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
る
史
料
を
使
っ
て
い
る
本
な
の
で
す
が
、
ど
う
も
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
非
常

に
残
念
と
い
う
か
、
場
所
も
違
う
時
代
も
違
う
も
の
を
持
っ
て
き
て
、
は
め
込

ん
で
い
る
。

　

私
は
こ
れ
に
は
驚
か
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
説
話
は
軒

並
み
そ
の
よ
う
で
あ
る
。
名
古
屋
や
関
東
な
ど
い
た
る
所
で
、
現
地
の
神
話
を

持
っ
て
き
て
主
語
を
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
切
り
替
え
て
作
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う

こ
と
が
厭
に
な
る
ほ
ど
次
々
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
驚
か
な
か
っ
た
の

で
す
が
仁
徳
記
も
そ
う
だ
っ
た
と
は
、
た
い
へ
ん
ガ
ッ
カ
リ
し
ま
し
た
。

し
か
も
こ
の
点
は
重
大
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
本
居

宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
基
礎
は
仁
徳
記
の
こ
の
歌
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
最

近
本
居
宣
長
の『
古
事
記
伝
』を
読
み
な
お
し
て
発
見
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば「
オ

ノ
ゴ
ロ
島
」
が
『
古
事
記
』
の
先
頭
の
神
話
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
国
生
み
神

話
に
出
て
く
る
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」
が
ど
こ
だ
と
い
う
話
で
、
決
め
手
を
仁
徳
紀

の
こ
の
歌
に
比
定
し
て
い
る
。「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」
が
淡
路
島
の
近
く
に
あ
っ
た

の
は
間
違
い
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
神
話
は
淡
路
島
で
展
開
し
た
。
本
居
宣
長

の
『
古
事
記
伝
』
の
基
礎
が
、
仁
徳
紀
の
こ
の
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」
が
淡
路
島
で

つ
く
ら
れ
た
と
い
う
事
実
と
宣
長
は
考
え
た
。そ
れ
を
原
点
に
展
開
し
て
い
る
。

こ
れ
は
『
古
事
記
』
の
中
の
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
問
題
で
な
く
、
宣
長

が
え
が
い
た
『
古
事
記
』
神
話
の
全
体
像
が
、
そ
れ
が
大
津
波
で
崩
れ
ゆ
く
状

況
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
い
き
ん
わ
た
し
は
改
め
て
認
識
い
た
し
ま
し
た
。
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な
お
「
難
波
（
な
に
わ
）」
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
に
関
し
て
大
阪
湾
と
博
多
湾
、

ど
ち
ら
が
古
い
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
こ
れ
も
考
え
て
い
く
と
比
較
的
簡
単

に
答
が
出
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
博
多
湾
は
「
那
ノ
津　

な
の
つ
」
と
言

い
ま
す
。
そ
し
て「
難
波　

な
に
わ
」と
も
言
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
語
幹
が「
な
」

で
共
通
し
て
い
る
。「
那
ノ
津　

な
の
つ
」
は
港
の
意
味
で
す
。「
に
わ
」
は
お

庭
の
「
庭
」
で
す
が
、こ
れ
も
単
な
る
「
に
わ
」
で
な
く
「（
神
聖
な
）
祭
り
の
場
」

を
意
味
す
る
言
葉
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
な
」
が
元
で
、
で
き

た
言
葉
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
阪
の
場
合
は
、「
な
に
わ
」
し
か
無
い
。「
な
の
つ
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
甲
乙
セ
ッ
ト
が
あ
る
中
で
、
乙
だ
け
が
来
て
い
ま

す
。
こ
の
場
合
は
わ
た
し
の
言
語
学
的
な
理
解
か
ら
言
い
ま
す
と
、
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
方
が
元
で
、
セ
ッ
ト
で
な
い
ほ
う
が
分
派
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
の
が
い
ち
ば
ん
自
然
な
理
解
で
あ
る
。
逆
の
場
合
は
絶
無
と
は
言
え
な

い
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
逆
な
ら
逆
で
あ
る
と
い
う
別
の
証
明
が
い
る
と

考
え
ま
す
。
普
通
に
考
え
れ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
ほ
う
が
自
然
で
、
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
な
い
ほ
う
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
。

　

こ
れ
と
似
た
問
題
を
一
つ
述
べ
ま
す
と
、
金
達
寿
（
キ
ム　

タ
ル
ス
）
さ
ん

と
い
う
方
が
、
日
本
語
を
み
な
韓
国
・
朝
鮮
語
か
ら
説
明
で
き
る
と
言
わ
れ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
二
・
三
十
年
前
で
す
が
ひ
じ
ょ
う
に
シ
ョ
ッ
ク
を

与
え
ま
し
た
。
現
在
で
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
し
影
響
を
与
え
て

い
る
。
わ
た
し
は
非
常
に
興
味
深
い
試
み
で
あ
っ
た
と
思
う
。
言
語
に
た
い
す

る
わ
た
し
ど
も
の
関
心
を
揺
り
動
か
す
有
効
な
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ク
療
法
で
あ
っ

た
。
し
か
し
金
達
寿
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
本
当
で
あ
る
か
と
言
い
ま

す
と
疑
問
が
多
い
。
か
な
り
本
当
で
は
な
い
。
変
な
日
本
語
で
す
が
、
本
当
で

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

例
を
あ
げ
ま
す
と
「
ウ
リ
ナ
ラ
」。
こ
れ
は
韓
国
語
で
「
我
が
祖
国
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
奈
良
県
で
「
ナ
ラ
」
と
、
言
っ
て
い
る
が
あ
れ
は
韓
国
語
で

あ
る
。
日
本
人
が
知
ら
な
い
だ
け
だ
。
朝
鮮
か
ら
来
た
帰
化
人
が
奈
良
県
で
あ

る
大
和
に
造
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
最
初
の
頃
言
わ
れ
て
、
そ
の
後
何
回
も
言
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
し
の
理
解
で
は
、こ
れ
は
残
念
な
が
ら
ペ
ケ
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
日
本
語
の
方
で
は
「
ナ
ラ
」
と
い
う
地
名
は
や
た
ら
に
あ
る
。

字
地
名
な
ど
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
こ
の
あ
た
り
で
は
奈
良
県
の

ナ
ラ
だ
け
で
は
な
く
、有
名
な
銅
鐸
の
出
土
し
た
東
奈
良
遺
跡
の
ナ
ラ
も
あ
る
。

福
岡
県
で
も
小
銅
鐸
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
は
奈
良
遺
跡
。日
本
中
ナ
ラ
だ
ら
け
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
簡
単
な
話
で
、「
均
す　

ナ
ラ
ス
」
と
い
う
動
詞
が
あ
る
。

日
本
で
は
だ
い
た
い
山
地
が
多
く
、
初
め
か
ら
平
野
で
あ
る
所
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
だ
か
ら
住
も
う
と
思
え
ば
山
地
を
平
ら
に
し
て
均
さ
な
い
と
住
め
な
い
。

均
し
た
所
を
「
ナ
ラ
」
と
言
う
。
つ
ま
り
動
詞
と
名
詞
が
セ
ッ
ト
に
成
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
韓
国
語
で
は
「
ナ
ラ
」
と
い
う
名
詞
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
ナ

ラ
ス
」
と
い
う
動
詞
は
韓
国
語
に
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
均
し
た
と
こ

ろ
を
、「
ナ
ラ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
動
詞
と
名
詞
が
セ
ッ
ト
に
成
っ
て

い
る
。
私
は
動
詞
と
名
詞
が
セ
ッ
ト
に
成
っ
て
い
る
ほ
う
が
主
で
、
成
っ
て
い

な
い
ほ
う
が
従
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
韓
国
語
で
言
っ
て
い
る
「
ウ
リ
ナ

ラ
」
の
「
ナ
ラ
」
と
い
う
の
は
日
本
語
で
あ
る
。
こ
う
言
う
と
怒
る
方
が
お
ら

れ
る
が
、
い
く
ら
怒
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
学
問
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
持
ち

込
む
の
は
間
違
い
。

　

こ
れ
も
言
い
出
す
と
、
面
白
す
ぎ
て
問
題
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
関

係
で
途
中
の
論
証
を
省
い
て
述
べ
ま
す
と
『
山せ
ん
が
い
き
ょ
う

海
経
』
と
い
う
中
国
周
の
時
代

の
末
期
に
当
た
る
戦
国
時
代
の
本
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
言
え
ば
縄
文
晩
期
に

当
た
り
ま
す
。
そ
の
中
に
今
の
平
壌
（
ピ
ョ
ン
ア
ン
）
あ
た
り
に
蓋
国
（
ガ
イ
コ
ク
）

と
い
う
国
が
あ
っ
た
。
そ
の
南
方
は
倭
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ

る
。
つ
ま
り
倭
人
が
い
た
。
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山
海
経
、
海
内
北
経
。
蓋
国
は
鉅
燕
の
南
、
倭
の
北
に
在
り
、
倭
は
燕
に
属
す
。

（
日
本
で
は
縄
文
時
代
晩
期
に
当
た
る
。
事
実
韓
国
の
光
州
の
博
物
館
に
は
、

日
本
の
縄
文
土
器
と
そ
っ
く
り
の
土
器
が
展
示
し
て
あ
る
。
韓
国
の
学
芸
員
に

確
認
し
た
が
、
九
州
の
轟
と
ど
ろ
き・

曽
畑
式
土
器
で
あ
る
と
は
っ
き
り
答
え
た
。
こ
の

土
器
が
ど
っ
ち
か
ら
ど
っ
ち
に
行
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
韓
国
光
州
と
九
州
熊

本
付
近
に
同
じ
土
器
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。）

　

こ
の
こ
と
は
別
の
方
か
ら
も
言
え
る
。
韓
国
側
の
史
料
『
三
国
史
記
』
に
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
高
句
麗
の
建
国
の
英
雄
、
中
国
式
に
は
朱
蒙
と
い
う
人
物

が
居
ま
し
た
。
そ
の
高
句
麗
の
初
代
王
の
第
二
夫
人
が
第
一
夫
人
に
い
じ
め
ら

れ
て
長
男
・
次
男
を
連
れ
て
ソ
ウ
ル
あ
た
り
に
来
て
、
そ
こ
で
百
済
と
い
う
国

を
造
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
年
代
が
書
い
て
あ
る
。
紀
元

前
一
世
紀
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
居
た
人
間
を
征
服
し
支
配
し
て
救
っ
て
や
っ
た

の
だ
。そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。初
め「
十
済
」と
名
乗
る
。「
十
姓
済
民
」、

十
の
姓
を
持
つ
民
を
救
っ
た
か
ら
「
十
済
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
が
後
に
百
の
姓

を
持
つ
民
を
救
っ
て
や
っ
た
か
ら「
百
済
」と
呼
ん
だ
。「
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
。」

と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
征
服
支
配
し
た
。
そ
れ
を
征
服
者
側
か
ら
「
救
っ
て

や
っ
た
の
だ
。」
と
言
っ
て
い
る
。
日
本
人
が
百
済
を
ヒ
ャ
ク
サ
イ
と
い
う
言

い
方
を
し
な
い
で
、
ク
ダ
ラ
と
言
う
の
は
「
百
済
（
く
だ
ら
）」
は
日
本
語
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。「
ら
」
で
終
わ
る
日
本
語
は
多
い
。
羅
（
ら
）
は
村む
ら・
空そ
ら

の
「
ら
」

で
あ
る
。「
く
だ
」
は
、
果
物
の
「
く
だ
」。
豊
か
な
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
。

「
く
だ
ら
」は
実
り
多
き
豊
か
な
土
地
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
る
。「
く
だ
ら
ん
」

は
そ
れ
の
否
定
語
。
と
に
か
く
倭
人
が
居
た
と
こ
ろ
に
Ｂ
Ｃ
一
世
紀
に
騎
馬
民

族
が
侵
入
し
て
百
済
が
出
来
た
。
倭
人
が
居
た
ら
倭
語
が
使
わ
れ
て
い
な
け
れ

ば
お
か
し
い
。
つ
ま
り
「
ナ
ラ
」
と
い
う
の
は
倭
語
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
「
ウ
リ
ナ
ラ
」
の
「
ウ
リ
」
は
、
間
違
い
な
く
騎
馬
民
族
語
で
あ

る
と
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
「
ウ
リ
」
は
「
私
の
」
と
い
う
第
一
人
称
の

所
有
格
。
こ
れ
を
征
服
者
が
被
征
服
者
の
言
葉
で
自
分
の
こ
と
を
言
う
馬
鹿
は

い
な
い
。
絶
対
に
自
分
の
言
葉
で
言
う
。「
ウ
リ
」
は
本
来
の
騎
馬
民
族
語
で

あ
る
。
も
し
「
ナ
ラ
」
と
い
う
言
葉
が
騎
馬
民
族
語
の
「
ナ
ラ
」
な
ら
中
央
ア

ジ
ア
を
指
し
て
、
そ
う
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
ウ
リ
ナ
ラ
」
は

必
ず
現
在
の
朝
鮮
半
島
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
ナ
ラ
」
の
ほ
う
は
倭
人
の

言
葉
で
あ
る
。

　

で
す
か
ら
わ
た
し
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、「
ナ
ラ
」「
ナ
ラ
ス
」
と
セ
ッ
ト

に
成
っ
て
い
る
ほ
う
と
、
成
っ
て
い
な
い
ほ
う
が
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
は
、

セ
ッ
ト
に
成
っ
て
い
る
ほ
う
か
ら
、
セ
ッ
ト
に
成
っ
て
い
な
い
ほ
う
に
伝
播
し

た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

朝
鮮
か
ら
日
本
に
伝
播
し
た
も
の
も
あ
っ
て
も
、
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
だ

い
た
い
海
峡
は
隔
て
て
い
て
も
近
い
の
か
ら
、
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
に
影
響
し

て
も
当
た
り
前
で
あ
る
し
、
逆
に
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
に
影
響
し
て
も
当
た
り

前
で
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。
当
た
り
前
だ
。
そ
の
当
た
り
前
の
話
を
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。こ
の
当
た
り
前
を
戦
前
は
も
ち
ろ
ん
戦
後
も
や
ら
ず
に
来
た
。

こ
の
研
究
を
今
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
入
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
大
き
く
元
に
戻
り
、
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、「
那
ノ
津
」・「
難
波
」

と
セ
ッ
ト
に
成
っ
て
い
る
ほ
う
が
原
産
地
で
、「
難
波
」
だ
け
で
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
な
い
ほ
う
が
伝
播
で
あ
る
。
神
武
が
九
州
か
ら
近
畿
に
来
た
。
そ
れ
を
原

点
に
し
な
い
と
、
近
畿
の
歴
史
は
す
べ
て
分
か
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
も
そ
の
ひ

と
つ
で
す
。
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そ
れ
で
、
も
う
一
つ
面
白
い
問
題
を
追
加
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。「
難
波
」

と
い
う
字
面
で
す
が
、「
難
」
は
「
難む
つ
かし　

か
た
し
」
と
い
う
意
味
で
助
動
詞

で
あ
る
。
そ
れ
で
「
波
」
は
、
名
詞
の
「
な
み
」
と
い
う
意
味
と
、「
波
立
つ
」

と
い
う
動
詞
の
意
味
が
、
漢
和
辞
典
を
引
く
と
判
り
ま
す
よ
う
に
両
方
出
て
き

ま
す
。
こ
の
場
合
ど
ち
ら
の
用
法
か
と
言
え
ば
、
当
然
動
詞
で
す
。
な
ぜ
か
と

言
い
ま
す
と
、助
動
詞
が
続
く
の
は
名
詞
で
な
く
て
動
詞
で
す
。
こ
の
「
難
波
」

と
い
う
字
面
は
、「
波
難
し　

な
み
だ
ち　

が
た
し
」
と
い
う
意
味
で
出
来
て

い
る
字
面
で
す
。「
な
に
わ
」
と
い
う
発
音
に
似
た
字
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

「
浪
速
」
と
い
う
漢
字
も
使
え
ま
す
し
、
た
と
え
ば
「
那
庭
」
と
い
う
よ
う
な

字
も
使
え
ま
す
。
そ
の
中
で
「
波
難
し　

な
み
だ
ち　

が
た
し
」
と
い
う
意
味

を
こ
め
て
「
難
波
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
の
や
り
手
で
す
、
こ
の

字
を
あ
て
た
人
は
。

　

と
こ
ろ
が
博
多
湾
の
場
合
は
外
は
玄
界
灘
。
有
名
な
荒
波
の
世
界
で
す
。
と

こ
ろ
が
博
多
湾
に
来
る
と
袋
の
海
。
特
に
志
賀
島
と
能
古
島
が
あ
る
か
ら
、
そ

れ
に
波
が
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
波
が
立
た
な
い
。
い
わ
ん
や
、
そ
こ
か

ら
も
う
一
つ
入
り
込
ん
で
い
た
難
波
（
な
に
わ
）
津
は
、
ほ
ん
と
に
波
が
立
た
な

い
池
の
よ
う
な
海
だ
っ
た
。
だ
か
ら
「
波
難
し　

な
み
だ
ち　

が
た
し
」。

大
阪
湾
の
場
合
は
目
の
前
は
瀬
戸
内
海
で
す
。
私
は
呉
で
育
ち
ま
し
た
。
少
年

時
代
は
瀬
戸
内
海
人
間
で
す
が
、　

瀬
戸
内
海
は
狂
乱
怒
涛
の
海
と
は
言
え
な

い
。
そ
れ
を
バ
ッ
ク
に
し
て
特
に
大
阪
湾
だ
け
「
波
難
し　

な
み
だ
ち　

が
た

し
」
と
は
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

　

そ
れ
で
皆
さ
ん
は
い
つ
も
使
っ
て
い
る
か
ら
疑
問
を
持
た
な
い
だ
け
で
、
こ

の
字
面
は
考
え
て
み
ま
す
と
、
大
阪
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
博
多
湾
岸
な
ら

ド
ン
ピ
シ
ャ
リ
。
そ
う
い
う
問
題
も
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

二
、
な
に
は
づ
に　

さ
く
や
こ
の
は
な　

冬
ご
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ま
は　

は
る
べ
と　

さ
く
や　

こ
の
花

　

も
う
一
つ
後
も
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。

古
今
集
仮
名
序
に
、
こ
う
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

な
に
は
づ
に　

さ
く
や
こ
の
は
な　

冬
ご
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ま
は　

は
る
べ
と　

さ
く
や　

こ
の
花

　

こ
の
歌
が
、
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
。
四
国
の
ほ
う
か
ら
木
簡
が
出
て

き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
余
計
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に

言
い
ま
す
と
、大
阪
市
此こ
の
は
な花
区
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
れ
は
「
コ
ノ
ハ
ナ
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
証
拠
で
は
な
い
か
。
調
べ
て
み

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
思
い
た
っ
て
大
阪
市
此
花
区
役
所
に
電
話
し

ま
し
た
ら
簡
単
に
わ
か
り
ま
し
た
。
よ
う
す
る
に
大
正
十
四
年
此
花
区
が
北
区

か
ら
分
区
す
る
と
き
、
古
今
集
の
こ
の
歌
に
ち
な
ん
で
此
花
区
と
名
付
け
ま
し

た
と
解
答
が
あ
り
ま
し
た
。（
そ
の
時
の
責
任
者
、
市
長
さ
ん
と
区
長
さ
ん
の

名
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。）
そ
れ
で
別
に
「
コ
ノ
ハ
ナ
」
と
い
う
町
の

名
や
字
地
名
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
古
典
に
基
づ
い
て
名
付
け
た
な
か
な

か
奥
ゆ
か
し
い
命
名
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
を
大
阪
と
結
び
つ
け
る
「
此
花
（
こ
の
は
な
）」
と
い
う
地
名
が
、
大

阪
に
あ
っ
た
証
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

つ
い
で
な
が
ら
枚
方
市
に
、
こ
の
歌
を
刻
ん
だ
石
碑
が
あ
る
と
い
う
お
話
を

お
聞
き
し
た
。
そ
れ
で
枚
方
市
役
所
に
電
話
し
て
お
聞
き
し
ま
す
と
、
百
済
の

ほ
う
か
ら
来
た
王わ

に仁
と
い
う
人
が
枚
方
市
で
死
ん
だ
と
い
う
伝
承
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
お
墓
の
と
こ
ろ
に
あ
る
石
碑
に
、こ
の
歌
が
刻
ん
で
あ
る
そ
う
で
す
。

行
っ
て
み
た
い
が
、
ま
だ
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
。
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な
ぜ
王
仁
が
出
て
く
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
古
今
集
仮
名
序
の
中
に
小
さ
く
二

段
に
分
け
た
注
釈
が
あ
り
ま
す
。

「
お
ほ
さ
ゝ
ぎ
の
み
か
ど
、
な
に
は
づ
に
て
、
み
こ
と
を
き
こ
え
け
る
時
、
東

宮
を
た
が
ひ
に
ゆ
づ
り
て
、
く
ら
ゐ
に
つ
き
た
ま
は
で
、
三
と
せ
に
な
り
に
け

れ
ば
、
王
仁
と
い
う
人
の
い
ぶ
か
り
思
ひ
て
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
哥
也
。

こ
の
花
は
む
め
の
花
を
い
ふ
な
る
べ
し
。」

　

と
か
い
て
あ
り
ま
す
。「
お
ほ
さ
ゝ
ぎ
の
み
か
ど
」
と
は
仁
徳
天
皇
の
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
こ
の
歌
は
王
仁
が
奉
っ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
お
か
し
い
。

ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
語
の
歌
で
す
。
王
仁
は
中
国
人
で
な
け
れ
ば
百
済
人
で
す

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
歌
を
作
れ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
は
、
い
っ
た

い
何
か
。
こ
の
問
題
も
、
わ
た
し
は
以
前
か
ら
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
場
合
は
「
コ
ノ
ハ
ナ
」
は
大
阪
市
此
花
区
と
は
い
ち
お
う
関
係
な
し
、
別
と

考
え
て
良
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
こ
の
「
難
波
津
（
な
に
わ
ず
）」
も
九
州
博
多
湾
と
考
え
て
も   

良
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら

見
る
と
簡
単
に
答
え
が
出
て
来
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
次
に
、
私
は
「
神
武
実
在
」
ば
か
り
で
な
く
「
天
孫
降
臨
」
も
歴
史

事
実
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
歴
史
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に 

繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
歴
史
事
実
と
考
え
な
い
戦
後
の
右
翼
は
ぜ

ん
ぶ
腰
が
抜
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
「
天
孫
降
臨
」
も
歴
史

事
実
と
考
え
な
け
れ
ば
考
古
学
的
出
土
物
の
説
明
が
ぜ
ん
ぶ
不
可
能
に
な
る
。

福
岡
県
の
弥
生
の
前
期
末
・
中
期
初
（
前
末
中
初
）
に
出
土
物
が
、
が
ら
っ
と

一
変
す
る
。
弥
生
中
期
以
後
か
ら
「
三
種
の
神
器
」
が
出
始
め
る
。
吉
武
高
木

遺
跡
か
ら
平
原
遺
跡
ま
で
。
こ
れ
は
福
岡
県
の
学
芸
員
・
考
古
学
者
の
間
で
は

み
ん
な
常
識
で
あ
る
。「
前
末
中
初
」、
福
岡
県
で
こ
の
言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば

学
芸
員
は
勤
ま
ら
な
い
。
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
の
は
み
ん
な
常
識
な
の
で
す
が
、

な
ぜ
変
わ
る
の
か
は
考
古
学
だ
け
で
は
失
語
症
に
な
っ
て
説
明
は
付
か
な
い
。

わ
た
し
か
ら
言
え
ば
か
ん
た
ん
な
話
で
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
あ
れ
だ

け
苦
労
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
、
神
代
の
巻
で
「
天
孫
降
臨
」
を
抜
き
に
し
た

ら
『
日
本
書
紀
』・『
古
事
記
』
を
作
る
意
味
が
な
い
で
は
な
い
か
。
で
す
か
ら
、

そ
の
「
天
孫
降
臨
」
は
歴
史
事
実
で
す
。
で
す
が
、
わ
た
し
が
歴
史
事
実
だ
と

言
っ
て
み
て
も
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
だ
わ
た
し
が
言
っ
て
い

る
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
る
か
ら
、や
は
り「
天

孫
降
臨
」
は
歴
史
事
実
で
あ
る
。
三
種
の
神
器
を
神
宝
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
に
す

る
勢
力
が
支
配
者
と
し
て
筑
紫
に
や
っ
て
来
た
。

　
「
三
種
の
神
器
」
は
先
ほ
ど
の
韓
国
側
の
倭
地
に
も
あ
る
。
光
州
な
ど
に
は
、

み
ご
と
な
三
種
の
神
器
が
あ
り
ま
す
。「
三
種
の
神
器
」
は
、
ほ
ん
と
う
は
藤

田
友
治
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
三
種
の
宝
物
が
正
し
い
。し
か
し
後
世
で
言
う「
三

種
の
神
器
」
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
「
三
種
の
神
器
」
は
朝
鮮
半
島
南
端

部
に
出
て
き
ま
す
。

　

元
に
も
ど
り
「
天
孫
降
臨
」
は
歴
史
事
実
だ
と
考
え
ま
す
が
、
こ
の
天
孫
降

臨
を
行
っ
た
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
天あ
ま
て
る
お
お
か
み

照
大
神
の
孫
に
当
た
る
邇に
に
ぎ
の

邇
藝
命
が
博
多

湾
岸
に
侵
攻
し
た
。
な
ぜ
博
多
湾
岸
か
の
証
明
は
『
盗
ま
れ
た
神
話
』（
朝
日

文
庫
）
を
ご
ら
ん
下
さ
い
。

　
『
古
事
記
』
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
「
筑
紫
の
日
向
（
ひ
な
た
）
の
高
千
穂
の

久
士
布
流
多
氣
（
く
し
ふ
る
た
け
）」
に
降
り
た
。
筑
紫
の
日ひ
な
た向
、
吉
武
高
木
遺
跡

が
あ
る
と
こ
ろ
が
日ひ
な
た向

で
す
。す
ぐ
西
側
に
あ
る
山
が
高た
か
す祖

山
連
峰
の
日ひ
な
た向

山
、

日ひ
な
た向
峠
。
そ
こ
か
ら
博
多
側
に
流
れ
出
し
て
い
る
川
が
日ひ
な
た向
川
。
日ひ
な
た向
川
が
室

見
川
に
合
流
す
る
と
こ
ろ
に
わ
が
国
最
古
の
三
種
の
宝
物
が
出
ま
し
た
先
ほ
ど

の
吉
武
高
木
遺
跡
。
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そ
こ
で
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
、
わ
た
し
が
言
う
九
州
王
朝
の
初
代
。
そ
の
ニ
ニ

ギ
が
海
岸
を
歩
い
て
い
た
と
き
博
多
湾
岸
だ
と
思
い
ま
す
が
、
出
会
っ
た
の
が

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
（
こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
）。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
歌
は
コ
ノ

ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
対
象
に
な
っ
た
歌
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
ま
す
。

　

な
に
は
づ
に　

さ
く
や
こ
の
は
な　

冬
ご
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ま
は　

は
る
べ
と　

さ
く
や　

こ
の
花

　

こ
の
短
い
五
・
七
・
五
の
中
に
、
二
回
も
「
こ
の
は
な
」
と
い
う
代
名
詞
が
出

て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
「
こ
の
は
な
」
が
二
回
も
出
て
く
る
歌
は
、
普
通
は
い

や
ら
し
い
話
で
す
。
と
こ
ろ
が
花こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め

之
佐
久
夜
毘
売
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る

な
ら
良
く
わ
か
る
。

　

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
ニ
ニ
ギ
と
結
婚
し
て
、
今
で
言
う
御
成
婚
の
時
の

歌
。
即
位
の
式
の
歌
。
こ
の
時
歌
わ
れ
た
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
側
の
歌
で
あ

る
。
ニ
ニ
ギ
側
の
歌
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
今
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
そ

の
よ
う
に
理
解
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
歌
が
解
け
て
き
ま
す
。
王
仁
は
ま
ず
百
済
か
ら
博

多
湾
岸
に
来
た
。
そ
こ
で
こ
の
歌
を
知
っ
た
。
そ
れ
で
次
に
大
阪
湾
に
来
た
。  

そ
う
す
る
と
近
畿
の
大
阪
湾
で
即
位
を
め
ぐ
っ
て
兄
弟
で
、
も
め
て
い
た
。  

「
や
め
な
さ
い
！
」
と
王わ

に仁
が
、
ニ
ニ
ギ
が
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
結
婚
し

て
う
ま
く
行
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
っ
て
こ
の
歌
を

持
っ
て
き
た
。
外
国
人
で
あ
る
自
分
が
、
直
接
そ
う
言
う
の
は
生
意
気
だ
か

ら
、
こ
の
歌
を
書
い
た
も
の
を
持
っ
て
き
て
彼
ら
に
進
呈
し
た
。
仲
良
く
し
な

さ
い
と
示
唆
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
疑
問
が
解
け
、
分
か
り
ま
す
。
王
仁
が
自

分
で
、
日
本
語
の
こ
の
歌
を
作
っ
て
差
し
出
し
た
と
考
え
る
と
お
か
し
い
。 

話

が
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
わ
た
し
と
し
て
は
、
こ
の
歌
の

い
ち
お
う
の
理
解
が
で
き
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

三
、
古
墳
の
解
明

　

そ
れ
で
は
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
次
に
い
き
ま
す
。
藤
田
友
治
さ
ん
が
、

ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
本
を
作
ら
れ
ま
し
た
。『
前
方
後
円
墳
ー
そ
の
起
源
を
解
明

す
る
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
と
い
う
本
で
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
た
し
と
し
て
は
こ
の
本
に
対
し
て
い
く
つ
か
言
い
た
い

こ
と
が
あ
る
の
で
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
呼
び
方
は
間
違
っ
て
い
る
。
藤
田
さ
ん
も
本

の
中
で
、
ハ
ッ
キ
リ
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
の
呼
び
方
は
呼
び
や
す
い
こ

と
と
共
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
と
本
屋
さ
ん
が
、
こ
う
い
う
名
前
を
使

い
た
い
の
で
使
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
内
容
を
み
る
と
「
前
方
後
円
墳
」

と
い
う
呼
び
方
は
間
違
っ
て
い
る
と
ハ
ッ
キ
リ
書
い
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

そ
の
通
り
な
の
で
す
が
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
呼
び
方
は
止
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
韓
国
へ
行
っ
て
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
韓
国

大
邱
（
た
い
き
ゅ
う
）
の
洛
東
江
沿
い
に
あ
る
大
学
の
な
か
に
あ
る
古
墳
の
説
明

書
き
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　
「
日
本
人
、
お
よ
び
日
本
の
学
者
は
前
方
後
円
墳
と
言
っ
て
い
る
け
れ
も
、

こ
れ
は
全
く
無
知
の
せ
い
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
は

洛
東
江
に
そ
う
い
う
古
墳
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
円
の
丸
い
方

が
川
に
向
い
て
い
る
。
角
の
方
が
み
ん
な
山
地
の
方
を
向
い
て
い
る
。
だ
か
ら

言
う
な
ら
ば
逆
で
あ
り
、呼
び
方
も
逆
で
あ
る
。
前
円
後
方
墳
な
ら
分
か
る
が
、

前
方
後
円
墳
と
彼
ら
が
言
っ
て
い
る
の
は
古
墳
を
見
て
い
な
い
。
彼
ら
の
知
識

不
足
の
証
拠
で
あ
る
。」

　

韓
国
語
で
書
い
て
あ
り
韓
国
の
通
訳
の
方
に
訳
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
わ
た

し
共
は
全
く
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ

の
名
前
を
最
初
付
け
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
蒲
生
軍
平
が
誤
解
し
て
こ
の
言
葉

を
作
っ
た
。
そ
れ
が
、
あ
ん
ま
り
言
葉
の
調
子
が
良
す
ぎ
る
も
の
だ
か
ら
、
い
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ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
今
の
考
古
学
者
は
こ
の
言
葉
が
良
い
と
は
だ
れ
も

思
っ
て
い
な
い
。
み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
知
り

な
が
ら
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
知
っ
て
い
な
が
ら
今
後
使
う
こ
と
は
止

め
る
べ
き
だ
。
使
用
禁
止
に
す
べ
き
だ
。「
前
方
後
円
墳
」
と
言
葉
を
使
い
な

が
ら
、こ
の
言
葉
で
は
駄
目
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
過
渡
的
に
は
仕
方
が
な
い
。

し
か
し
今
後
は
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
言
葉
は
や
め
る
べ
き
だ
。

　

で
は
ど
う
呼
ぶ
か
。
以
前
に
一
案
と
し
て
わ
た
し
は
「
従
台
主
墳
墓
」
と
い

う
呼
び
方
を
提
案
し
た
。
し
か
し
「
前
方
後
円
墳
」
と
い
う
呼
び
方
は
口
調
が

良
か
っ
た
。
そ
れ
に
習
い
ま
す
と
、
私
の
一
案
と
し
て
は
「
主
墳
後
台
墓
」
と

い
う
呼
び
方
で
あ
れ
ば
実
質
を
示
し
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
墳
の
ほ
う
が
主
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
台
の
ほ
う
が
く
っ
付
い
て
い
る
。
だ
か
ら
墳
を
主

と
し
台
を
従
え
る
。
こ
う
い
う
表
現
で
「
主
墳
従
台
墓
」
と
い
う
言
葉
を
表
記

し
て
、
一
応
の
わ
た
し
の
案
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
も
っ
と
良
い
案
が
あ

れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
結
構
で
す
。

　

こ
う
い
う
呼
び
方
の
問
題
で
は
苦
い
思
い
出
が
あ
り
ま
し
て
、
上
田
正
昭
さ

ん
が
『
大
和
朝
廷
』
と
い
う
本
を
角
川
選
書
で
書
い
て
お
ら
れ
る
。
私
が
早
い

時
期
に
書
い
た
共
著
の
本
の
中
に
「
上
田
さ
ん
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
大
和
朝
廷

は
、・
・
・
」
と
書
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
さ
っ
そ
く
上
田
さ
ん
か
ら
電
話

が
か
か
っ
て
き
て
、「
古
田
さ
ん
、
あ
の
話
は
違
い
ま
す
よ
。
私
は
あ
の
本
の

中
で
は
、
大
和
朝
廷
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
と
書
い
て
あ
る
。
私
は
河
内
王
朝

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
私
が
大
和
朝
廷
と
言
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て

は
困
り
ま
す
。」
と
言
わ
れ
た
。
上
田
さ
ん
と
は
過
去
に
高
等
学
校
の
教
師
と

し
て
同
僚
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
上
田
さ
ん
の
言
わ

れ
た
通
り
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
わ
た
し
が
「
近
畿
天
皇
家
」
と
い
う
変

な
言
い
方
を
考
え
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
そ
の
理
由
の
一
つ
が
、
実
は
こ
の

電
話
で
す
。
大
和
も
河
内
も
ま
と
め
て
呼
ぶ
と
な
る
と
近
畿
。
そ
れ
で
「
近
畿

天
皇
家
」
と
い
う
呼
び
方
を
考
え
た
。

　

そ
れ
で
次
は
、
こ
の
本
の
問
題
点
と
し
て
、
藤
田
さ
ん
は
「
台
の
上
で
儀
式

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
台
の
下
に
墓
が
あ
る
か
ら
だ
。」
と
書
い

て
お
ら
れ
る
。
こ
の
意
見
に
わ
た
し
は
、
ど
う
か
な
と
思
う
。
ま
ず
台
の
上
で

祭
る
。
こ
の
場
合
祭
り
の
主
催
者
・
台
の
上
に
い
る
者
と
そ
の
参
列
者
・
周
辺

に
い
る
人
々
を
、
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
を
一

緒
に
し
て
、
ひ
と
括
り
に
し
て
祭
る
人
と
考
え
る
と
、
問
題
が
現
実
で
は
な
く

な
る
。

　

そ
れ
と
前
方
（
従
台
）
に
も
墓
が
あ
る
古
墳
は
、
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
例
外
的
な
ケ
ー
ス
、
あ
と
で
後
台
部
に
造
ら
れ
た
。
ま
ず
主
墳
の
墓

よ
り
後
に
造
ら
れ
た
。す
べ
て
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、先
に
造
ら
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
ま
ず
無
い
と
考
え
ま
す
。
時
代
と
い
う
意
味
で
は
同
時
代
で
し
ょ
う
が
。

土
器
の
時
代
区
分
で
分
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
古
墳
前
期
と
い
う
意
味
で
は
同
時

期
で
す
が
。
し
か
し
細
か
く
見
れ
ば
や
は
り
主
墳
の
死
者
を
含
め
て
そ
の
後
、

主
人
の
お
側
に
葬
ら
れ
た
い
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
葬
ら
れ
た
。
そ
の
時
間
の

前
後
関
係
。
時
間
の
ズ
レ
。
た
と
え
五
年
な
り
一
〇
年
な
り
で
も
、
時
間
の
ズ

レ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
も
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。

　

つ
ま
り
古
墳
の
本
質
論
を
考
え
る
場
合
は
、
例
外
的
に
注
意
す
べ
き
問
題
を

持
っ
て
き
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

二
番
目
の
問
題
と
し
て
は
、
古
墳
と
他
の
古
墳
と
の
噛
み
合
い
の
問
題
に
つ

い
て
、
説
明
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。
納
得
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

宮
崎
県
の
有
名
な
西
都
原
（
さ
い
と
ば
る
）
古
墳
群
の
女
狭
穂
（
め
さ
ほ
）
塚
と 

男
狭
穂
（
お
さ
ほ
）
塚
の
古
墳
が
、
か
み
合
っ
て
い
る
問
題
で
す
。
藤
田
さ
ん
は

女め

さ

ほ
狭
穂
塚
が
、
男お

さ

ほ
狭
穂
塚
に
近
接
し
て
古
墳
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
噛
み

合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
古
墳
の
祭
ら
れ
る
部
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分
で
あ
る
後
円
部
が
残
っ
て
い
る
。
祭
っ
て
い
る
の
は
主
墳
と
後
台
墳
の
間
で

祭
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
男お

さ

ほ
狭
穂
塚
も
祭
ら
れ
て
い
る
。
べ
つ
に
共
存
し
て
い
る

の
だ
か
ら
衝
突
は
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
一
つ
の
発
見
と
し
て
書

い
て
お
ら
れ
、
現
地
に
立
っ
て
観
察
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
見
方
に
対
し
て
わ
た
し
の
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
な
ら
も
う
少
し

離
し
て
造
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
。
男お

さ

ほ
狭
穂
塚
は
円
部
だ
け
が
墓
で
は
な
く
、

そ
の
周
辺
も
神
聖
な
領
域
に
入
っ
て
い
る
。そ
の
周
辺
の
領
域
を
侵
し
て
い
る
。

今
の
よ
う
に
土
地
が
な
い
時
代
で
は
な
い
。
権
力
者
で
す
か
ら
土
地
は
い
く
ら

で
も
離
し
て
使
え
る
は
ず
だ
。
や
は
り
そ
う
す
る
と
、
こ
の
墓
は
明
ら
か
に
前

の
墓
の
一
部
を
破
壊
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
姿
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
で
わ
た
し
も
現
地
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
お
も
し
ろ
い
の
は
前
の
墓
で
あ
る

男お

さ

ほ
狭
穂
塚
の
墓
は
土
塀
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
は
全
く
近
畿
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
作
ら
れ
た
墓
は
男お

さ

ほ
狭
穂
塚

の
墓
だ
け
で
は
な
く
宮
崎
の
各
所
に
あ
る
。女め

さ

ほ
狭
穂
塚
古
墳
は
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
「
前
方
後
円
墳
」。
私
が
言
う
主
墳
従
台
墓
の
ス
タ
イ
ル
で

あ
り
土
塀
な
ど
に
囲
ま
れ
て
い
な
い
。
新
し
い
別
の
時
代
の
墓
と
し
て
作
ら
れ

た
。
そ
の
場
合
男お

さ

ほ
狭
穂
塚
の
墓
の
一
角
を
冒
し
て
、
女め

さ

ほ
狭
穂
塚
の
古
墳
は
作
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
男お

さ

ほ
狭
穂
塚
の
墓
と
い
う
前
の
時
代
の
古
墳
を
百
パ
ー
セ
ン

ト
尊
重
し
保
存
す
る
と
い
う
立
場
で
は
な
い
と
、
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

古
い
勢
力
と
新
し
い
勢
力
の
矛
盾
と
い
う
か
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
そ
れ
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
ら
に
同
じ
く
奈
良
県
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
。
こ
れ
も
藤
田
さ
ん
の
御
本
か
ら
借

り
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
図
は
こ
の
本
を
作
成
す
る
段
階
の
図
で
す
。
で
す
が

こ
れ
も
後
に
、発
掘
調
査
報
告
会
に
参
加
さ
れ
た
か
た
は
お
分
か
り
の
よ
う
に
、

木
棺
の
痕
跡
の
あ
る
大
き
な
穴
・
石
室
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
や
は
り
同
じ
く
、
同
じ
と
こ
ろ
に
古
墳
を
作
る
必
要
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
も
う
少
し
離
し
て
古
墳
を
作
っ
て
も
、
な
に
も
悪
く
な
い
。
権
力
者
で

す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
よ
う
に
そ
ん
な
し
み
っ
た
れ
た
土
地
の
使
い
方

を
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
前
の
古
墳
に
対
し
て
十
分
敬

意
を
表
し
て
い
な
い
。
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
こ
か
ら
先
は
言
い
に
く
い
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
言
い
に
く
い
こ
と
も
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
、
前
の
古
墳
も
盗
掘
さ
れ

て
い
た
で
し
ょ
う
。
誰
が
盗
掘
し
た
の
で
し
ょ
う
。
普
通
は
盗
掘
と
い
う
と
泥

棒
の
よ
う
に
悪
い
ヤ
ツ
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
誰
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
古
墳
は
不
思
議
だ
。
あ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
に
、
あ
そ
こ
か
ら
出
て
来
た

も
の
は
大お
お
み
わ神
神
社
の
御
神
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
の
古
墳
か
ら
出
て
き

た
も
の
で
す
と
宮
司
さ
ん
が
見
せ
て
お
ら
れ
た
。
現
代
で
は
あ
り
が
た
い
こ
と

に
ビ
デ
オ
が
あ
る
の
で
、
繰
り
返
し
確
認
で
き
る
。
で
す
か
ら
盗
掘
さ
れ
た
鏡

は
、
大お
お
み
わ神
神
社
の
御
神
宝
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
同
型
鏡
の
中
に
、

今
國
學
院
大
学
（
東
京
都
渋
谷
区
）
に
あ
る
鏡
が
博
物
館
に
常
設
で
展
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
鏡
は
大
分
悪
い
鏡
と
い
う
か
、
こ
の
鏡
は
あ
っ
た
実
物
を
元
に

模
作
し
た
鏡
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
も
言
い
出
す
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
今
回
は
省
略
し
ま
す
。
同
じ
く
も
う
一
つ
箸
墓
出
土
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
鏡
が
國
學
院
大
学
に
あ
っ
て
、
そ
の
鏡
は
確
か
に
古
墳
か
ら
出
て
き
た
も
の

の
よ
う
で
す
。
し
か
し
こ
の
鏡
は
古
墳
に
入
れ
る
と
き
に
、
何
回
も
踏
み
返
し

踏
み
返
し
さ
れ
た
後
作
ら
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
す
。
今
回
出
土
し
た
画
文

帯
神
獣
鏡
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
そ
れ
に
箸
墓
と
言
っ
て
も
近
辺
の
ど
こ

の
古
墳
か
ら
出
た
か
は
明
確
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

と
に
か
く
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
似
た
よ
う
な
も
の
が
、
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
で
す
が
普
通
盗
掘
さ
れ
た
も
の
は
姿
が
現
れ
な
い
。

好こ
う
ず
か

事
家
が
密
か
に
夜
取
り
出
し
て
ニ
タ
ニ
タ
と
眺
め
て
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う

の
が
普
通
だ
。
あ
ま
り
姿
を
現
さ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
現
れ
て
い
る
。
し
か
も

大
神
神
社
の
御
神
宝
に
な
っ
て
姿
を
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と

で
す
。
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今
言
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
こ
か
ら
先
は
私
の
推
察
で
す
。
あ
の
鏡
を
掘

り
出
し
た
人
が
大お
お
み
わ神

神
社
に
奉
納
し
た
の
で
は
な
い
か
。
と
て
も
夜
密
か
に
墓

を
掘
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
誰
か
と
考
え
ま
す
と
後
で
古
墳
を
造
っ
た

人
で
す
。
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
は
、か
な
り
前
の
古
墳
に
ぶ
つ
か
っ
て
造
っ
て
い
る
。

そ
の
時
は
壊
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
つ
い
で
に
墓
の
中
に
入
り
鏡
を
初
め
取

り
出
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
自
分
の
手
元
に
置
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
墓

か
ら
取
り
出
し
た
も
の
を
身
辺
に
置
い
て
お
く
の
は
気
色
が
悪
い
。
日
本
人
の

感
覚
に
は
、
神
社
に
奉
納
す
れ
ば
罪
が
免
れ
る
。
そ
う
い
う
感
覚
が
あ
る
の
で

神
社
に
奉
納
し
た
。
そ
れ
で
大お
お
み
わ神
神
社
に
入
っ
た
。

以
上
は
わ
た
し
の
想
像
で
す
が
、
と
に
か
く
確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
六
・
七
世

紀
に
作
ら
れ
た
あ
の
古
墳
の
主
は
、
か
な
り
前
の
古
墳
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
同
じ
子
孫
で
は
な
い
。
同
じ
近
畿
の
中
で
も
対
立
し
た
勢
力
が
出
て
き

て
、こ
の
古
墳
を
六
・
七
世
紀
に
造
っ
て
い
る
。そ
う
い
う
古
墳
の
成
り
立
ち
が
、

古
墳
の
か
み
あ
い
の
中
か
ら
よ
く
分
か
る
。

　

次
に
古
墳
の
か
み
あ
い
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
説
明
を
も
う
少
し
一
般
化
し

た
形
で
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

わ
た
し
が
名
付
け
た
Ｔ
Ｒ
型
と
い
う
か
、
征
服
者
型
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。
前
代
の
墳
墓
も
し
く
は
神
聖
な
場
所
を
完
全
消
滅
さ
せ
て
、
後
に
新
し
い

古
墳
を
築
く
。

　

そ
う
い
う
方
法
に
、
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
も
の
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
あ
る
意

味
で
は
貴
重
な
例
が
あ
り
ま
し
て
、
奈
良
県
の
イ
ト
ク
の
森
の
問
題
で
す
。

「
考
古
学
上
よ
り
見
た
る
邪
馬
臺
国
」（『
考
古
学
雑
誌
』
第
十
二
巻
第
五
号　

大
正
十
一
年
一
月
五
日
、
考
古
学
会
の
講
演　

高
橋
健
自
）

　

こ
れ
の
中
の
一
節
に
、
大
和
の
畝
傍
山
の
東
側
に
「
イ
ト
ク
ノ
モ
リ
」
と
い

う
小
字
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
前
方
後
円
墳
が
あ
っ
て
、
そ
の
前
方
部
の
一
角

が
壊
さ
れ
て
、
そ
こ
に
民
家
が
出
来
て
い
ま
し
た
。
そ
の
民
家
を
立
ち
退
か
せ

る
と
、
そ
の
下
か
ら
土
器
が
出
て
き
た
。
墓
も
出
て
き
た
。
そ
れ
は
金
属
器
で

は
な
く
て
土
器
と
石
器
、
石
の
鏃や
じ
り・
石
の
鑓や
り

・
漁
具
の
材
料
と
も
い
う
べ
き
石

三
個
が
出
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
、
な
ん
と
黒
曜
石
の
鏃
が
出
て
き
た
。
さ
き
ほ

ど
の
石
の
鏃
と
言
っ
て
い
る
の
は
黒
曜
石
の
鏃
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
講
演
で
、
高
橋
健
自
さ
ん
は
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
円
部
の

方
は
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
金
属
器
が
中
に

入
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
そ
の
も
の
は
想
像
で
す
が
、
た
い
へ
ん
可
能
性
は

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
方
部
の
下
か
ら
出
て
き
た
の
は
石
器
や
鏃
や
弥
生

式
土
器
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
金
石
併
用
期
と

言
葉
を
使
い
ま
し
て
石
器
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
も

一
般
の
人
た
ち
は
ま
だ
石
器
時
代
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
皇
家
は
、
近
畿
で
す
で

に
石
器
時
代
か
ら
崇
め
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
邪

馬
台
国
は
近
畿
で
あ
る
。
面
白
い
証
明
で
す
ね
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
方

部
の
下
か
ら
出
て
き
た
墳
墓
を
陪
塚
の
よ
う
な
形
で
と
ら
え
る
。
そ
の
陪
塚
は

黒
曜
石
を
含
む
石
器
時
代
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
葬
ら
れ

て
い
る
人
々
は
、
石
器
時
代
か
ら
天
皇
家
に
服
属
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら

天
皇
家
は
近
畿
で
こ
れ
だ
け
古
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
邪
馬
台
国
は
近
畿
で
あ

る
。

　

し
か
し
こ
の
考
え
方
は
大
正
十
年
の
考
え
方
で
あ
る
。
現
代
で
は
そ
ん
な
考

え
方
を
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。な
ぜ
か
と
い
う
と
陪
塚（
ば
い
ち
ょ
う
）

と
い
う
も
の
は
主
た
る
古
墳
の
横
に
あ
る
。
ど
れ
く
ら
い
離
れ
て
い
る
の
が

陪ば
い
ち
ょ
う
塚
で
あ
る
の
か
は
議
論
が
あ
る
が
、
陪ば
い
ち
ょ
う塚は
横
に
あ
る
。
真
下
に
あ
る
陪
ば
い
ち
ょ
う塚

は
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
下
か
ら
出
て
き
た
も
の
は
、
縄
文
ま
で
は
行
か
な

く
と
も
、
明
ら
か
に
弥
生
時
代
前
期
の
土
器
な
ら
ば
前
期
の
墓
で
あ
る
。
そ
の
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弥
生
時
代
前
期
の
墓
の
上
に
、
バ
ー
ン
と
古
墳
時
代
に
主
墳
従
台
墓
を
造
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
か
。
高
橋
健
自
や
津
田
左
右
吉
の
理
解
と
は

逆
に
な
る
。
近
畿
天
皇
家
が
近
畿
で
の
自
然
発
生
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
墓
の
あ

り
方
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
は
除
け
て
横
に
造
る
。
そ
れ
を
バ
ー
ン
と
前
の
時

代
の
墓
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
も
し
弥
生
前
期
な
ら
そ
の
墓
を
、
一
般
民
衆
か

ら
隠
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
祭
祀
も
出
来
な
い
。
新
し
い

自
分
た
ち
の
権
力
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
民
衆
に
知
ら
せ
る
。
二
つ
の
意
味
を

兼
ね
て
い
る
。
一
石
二
鳥
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
前
方
後
円
墳
」、
わ
た
し
の

い
う
主
墳
従
台
墓
を
造
っ
た
人
た
ち
は
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
た
ち
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
は
、
あ
れ
だ
け
一
生
懸

命
言
っ
て
い
る
。
我
々
の
先
祖
は
九
州
か
ら
来
た
、九
州
か
ら
来
た
。
そ
う
言
っ

て
い
る
の
に
、
そ
れ
が
嘘
と
は
お
か
し
い
。
事
実
と
し
て
、
よ
そ
か
ら
来
た
も

の
だ
か
ら
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
、
バ
ー
ン
と
覆
っ
た
。

　

奈
良
県
に
は
広
大
な
弥
生
の
遺
跡
が
広
が
っ
て
い
る
。
す
ご
い
面
積
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、そ
の
弥
生
遺
跡
の
中
心
に
古
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
。

で
す
か
ら
あ
の
よ
う
な
古
墳
の
下
に
神
聖
な
墓
が
あ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

あ
の
古
墳
の
下
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
神
聖
な
古
墳
を
造
り
ま
し
た
。
そ
う
い

う
こ
と
は
普
通
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
す
が
事
実
は
、
今
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
普
通
古
墳
の
発
掘
と
言
っ
て
も
、
古
墳
の
石
室
だ
け
の
発
掘
で
終
わ
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
石
室
の
下
を
掘
っ
て
欲
し
い
が
、
考
古
学
の
習
慣
と
し
て
は
そ

こ
で
止
め
る
。
し
か
し
ほ
ん
と
う
に
歴
史
の
断
層
を
見
る
に
は
、
石
室
の
下
を

掘
っ
て
欲
し
い
。
そ
の
点
こ
れ
は
偶
然
わ
か
る
例
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
の
住
ん
で
い
る

京
都
府
向
日
市
、
長
岡
京
市
。
そ
こ
で
発
掘
さ
れ
た
現
地
報
告
会
に
と
き
ど
き

参
加
し
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
様
子
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、
弥
生

時
代
の
方
型
周
溝
墓
の
上
に
古
墳
時
代
の
住
居
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い

う
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
と
若
い
学
芸
員
に
お
聞

き
し
ま
す
と
、
墓
を
い
つ
ま
で
も
大
事
に
す
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
み
た
い
で

す
。
そ
う
い
う
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
現
場
で
若
い
人
を
い
じ
め
る

趣
味
は
な
い
の
で
、
そ
れ
以
上
突
っ
込
ん
で
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
と
思
う
。
今
の
人
は
墓
を
大
事
に
し
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
昔
の

人
は
墓
を
も
っ
と
大
事
に
し
た
と
思
う
し
、
ふ
だ
ん
の
生
活
以
上
に
大
事
に
し

た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
現
実
に
、
弥
生
時
代
の
墓
の
上

に
古
墳
時
代
の
住
居
を
建
て
て
い
る
の
は
、
や
は
り
弥
生
時
代
の
人
々
と
古
墳

時
代
の
人
々
と
は
断
層
が
あ
る
。
弥
生
時
代
に
も
墓
を
造
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
、後
も
そ
れ
を
祀
る
。
そ
の
祀
っ
て
い
た
墓
を
、

新
し
い
勢
力
が
入
っ
て
き
て
押
し
つ
ぶ
し
古
墳
の
上
に
住
居
を
建
て
た
。
墓
は

そ
の
下
に
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
祀
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
歴
史
の
興
味
深
い
断

層
が
あ
る
。
そ
れ
を
現
地
の
発
掘
調
査
員
は
他
に
も
あ
る
。
こ
こ
に
も
あ
る
、

あ
そ
こ
に
も
あ
る
。
あ
ん
ま
り
あ
り
す
ぎ
る
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
シ
ョ
ッ

ク
を
覚
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ひ
じ
ょ
う
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
後
に
こ
の
問
題
で
、
も
う
一
つ
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
N
Ｔ
型
と
な
づ
け
ま
し
た
が
非
衝
突
型
。
前
代
の
墳
墓

お
よ
び
神
聖
な
場
所
を
破
壊
せ
ず
完
全
保
存
さ
せ
て
新
し
い
古
墳
を
作
っ
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
し
く
見
え
る
も
の
が
御
所
野
（
ご
し
ょ
の
）
遺
跡
。
岩
手
県
二に
の
へ戸
郡

一い
ち
の
へ戸
町
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
て
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。『
真
実
の
東
北
王
朝
』（
駿
々

堂
絶
版
）
の
最
後
に
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
と
う
ぜ
ん
古
墳
時
代

の
古
墳
な
の
で
す
が
、
そ
の
古
墳
を
造
る
と
き
に
縄
文
時
代
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー

ク
ル
が
見
つ
か
り
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
で
古
墳
を
造
っ
た
人
た
ち
が
ど
う
し
た



　　17　真実の近畿　三世紀以後

か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
の
ダ
ブ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
古
墳
を
削
っ
て
い
る
。
古

墳
の
円
形
の
一
部
を
削
っ
て
築
造
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
お
も
し
ろ
い
古
墳
が

あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
わ
っ
た
形
の
古
墳
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
縄
文

時
代
の
祭
り
の
場
を
冒
す
形
に
な
る
か
ら
、
そ
こ
を
避
け
て
変
形
古
墳
を
作
っ

た
。
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
今
ま
で
そ
ん
な
古
墳
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ

た
。

　

こ
の
古
墳
時
代
の
人
た
ち
は
、
明
ら
か
に
こ
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が
前
の

時
代
の
神
聖
な
祭
り
の
場
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
知
っ
て
い
た
ら
離
せ

ば
よ
い
の
に
、
こ
こ
が
昔
か
ら
の
神
聖
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か

ら
、
こ
こ
に
墓
を
造
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
神
聖
な
場

所
に
墓
を
造
る
こ
と
に
よ
り
、
民
衆
の
支
持
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
加
え
て
こ
こ
に
古
墳
を
造
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
以
前
の
神
聖
な
場

所
を
潰
す
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
さ
ら
に
民
衆
の
評
価
が
上
が
る
こ
と
を

期
待
し
て
凹
ま
し
て
古
墳
を
造
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
古
墳
を
作
る
さ
い
、
わ
ざ

わ
ざ
一
部
を
削
っ
て
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
神
聖
な
領
域
を
侵
さ
な
い
形
で
変

形
古
墳
を
作
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
古
墳
も
あ
る
。
こ
れ
は
非
衝
突

型
。

　

こ
の
よ
う
に
、い
ろ
い
ろ
な
型
の
古
墳
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。分
け
れ
ば
も
っ

と
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
Ｔ
Ｒ
型
及
び
N
Ｔ
型
で
す
。

　

以
上
い
ろ
い
ろ
文
句
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
藤
田
さ
ん
の

本
そ
の
も
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
本
で
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
き
ち
ん
と
ま
と
め

て
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
机
の
側
に
一
冊
は
揃
え
て
置
き
た
い
本
で
す
。
勉
強
さ
れ

た
ら
何
か
の
役
に
た
つ
本
で
す
。
ま
た
ご
自
身
の
考
え
で
あ
る
壷
形
古
墳
と
い

う
意
見
も
強
力
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
本
に
対
す
る
結
論
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
二
番
目
は
銅
鏡
の
問
題
、
景
初
三
年
鏡
、
繰
り
返
し
見
て
良
か
っ

た
。
朝
か
ら
晩
ま
で
繰
り
返
し
見
ま
し
た
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と

は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
き
た
。
こ
れ
も
口
で
言
う
よ
り
写
真
が
早
い
の
で
す
が
、

じ
つ
は
今
文
化
庁
に
写
真
を
撮
る
よ
う
願
い
書
を
出
し
て
申
請
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
許
可
さ
れ
写
真
が
撮
れ
た
段
階
で
、
わ
た
し
が
理
解
し
た
全
て
を
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
出
土
の
画
文
帯
神
獣
鏡
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
も
面
白
い
で
す
ね
。
景
初
三
年
鏡
も
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
画
文
帯

神
獣
鏡
も
、
画
像
と
銘
文
が
対
応
し
て
い
る
。

（
こ
れ
ら
は
古
田
武
彦
講
演
会　

二
〇
〇
〇
年
七
月
九
日
（
日
）「
三
角
縁
神
獣

鏡
の
盲
点
」
を
参
照
）

　

三
番
目
に
古
墳
の
発
掘
儀
礼
の
問
題
。
こ
れ
は
茨
城
県
の
那
須
国
造
碑
の
近

く
に
あ
る
古
墳
の
問
題
で
す
。
那
須
国
造
碑
は
有
名
で
す
が
、
そ
の
近
く
に
上

侍
塚
・
下
侍
塚
古
墳
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
水
戸
光
圀
が
那
須
国
造
碑
と
関
係

す
る
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
考
え
て
発
掘
し
た
。
し
か
し
何
も
出
な
か
っ

た
。
何
者
か
を
示
す
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
残
念
で
す
が
そ
の
と
き
水
戸

光
圀
は
、
そ
の
発
掘
の
前
に
「
墓
前
祭
」
そ
し
て
発
掘
し
た
後
に
埋
め
戻
し
た

あ
と
「
墓
後
祭
」
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
儀
式
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の

発
掘
し
た
祈
念
の
文
章
が
残
っ
て
い
る
が
非
常
に
感
動
す
る
文
章
で
す
。
こ
の

行
為
に
対
し
て
、
わ
た
し
は
ひ
じ
ょ
う
に
感
動
し
て
い
る
。
教
育
委
員
会
か
ら

送
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
水
戸
光
圀
は
儀
式
を
行
っ
た
の
に
、
明
治
以
後
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ

て
い
な
い
。
発
掘
の
前
に
儀
式
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
か
。
終
わ
っ
て
儀
式

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
か
。
ど
う
も
わ
た
し
は
儀
式
は
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
な
い
。
酷ひ
ど

い
の
は
、
掘
っ
た
ら
放
っ
た
ら
か
し
。
掘
っ
た
ら
中
の
も
の

は
持
ち
出
し
ま
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
中
身
は
減
る
。
減
っ
て
も
、
そ
の
あ
と

放
っ
た
ら
か
し
の
古
墳
は
日
本
中
た
く
さ
ん
あ
る
。
酷ひ
ど

い
の
は
、
い
っ
ぱ
い
泥
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水
が
溜
ま
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
酷
い
と
思
っ
て
教
育
委
員
会
に
電
話
し
ま
し

た
。 

そ
う
し
ま
す
と
、
あ
れ
が
い
い
の
で
す
。
乾
け
ば
痛
み
や
す
い
の
で
、
い

つ
も
泥
水
が
あ
る
ほ
う
が
よ
い
。
そ
う
い
う
返
事
で
す
。
こ
れ
は
酷
い
話
で
す
。     

だ
い
た
い
感
覚
的
に
人
間
の
お
墓
が
泥
水
で
ご
っ
そ
り
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
死
者
に
対
す
る
礼
儀
で
は
な
い
と
思
う
。
や
は
り
明
治
以
後
の
人
間
は

堕
落
し
て
い
る
。
死
者
に
対
す
る
礼
儀
を
失
っ
て
い
る
。
水
戸
光
圀
に
は
ず
か

し
い
。
だ
か
ら
難
し
い
こ
と
を
言
う
必
要
は
な
い
の
で
、
サ
ン
プ
ル
を
書
い
て

み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
墓
を
掘
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
や
す
ら
ぎ
の
お

邪
魔
を
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
終
わ
っ
た
ら
、
こ
の
よ

う
に
発
掘
し
て
終
わ
り
ま
し
た
。
元
の
通
り
に
戻
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の

で
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。
こ
の
元
の
通
り
に
、と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
。

最
低
限
、
元
に
戻
す
義
務
が
あ
る
。
あ
の
よ
う
に
散
乱
さ
せ
て
ほ
お
っ
て
お
く

考
古
学
者
も
ひ
ど
い
が
、
一
般
の
人
も
ひ
ど
い
。
同
じ
く
墓
前
祭
・
墓
後
祭
を

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
発
掘
で
も
、
日
本
人
が
お
こ
な
っ
て
欲
し
い
。
別
に
日
本
語
は

分
か
ら
な
く
と
も
、
死
者
を
大
事
に
す
る
精
神
は
的
確
に
伝
わ
る
と
思
う
。
死

者
に
も
現
地
の
人
々
に
も
。
日
本
は
神
の
国
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
よ
り
も

実
地
で
行
う
こ
と
が
大
事
だ
。死
者
を
大
事
に
す
る
精
神
が
エ
ジ
プ
ト
人
に
も
、

ま
た
来
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
・
イ
ギ
リ
ス
人
に
も
伝
わ
る
と
思
う
。
ど
こ
で
あ

ろ
う
と
も
何
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
死
者
に
対
す
る
礼
儀
な
し
で
発
掘
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
考
え
は
、
死
者
に
対
す
る
現
代
人
の
驕
り
・
堕
落
で
あ
る
。
生
意

気
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

最
後
に
こ
の
資
料
館
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
泉
北
考
古
資
料
館
に
、

天
皇
陵
に
対
す
る
総
合
資
料
館
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
天
皇
陵
の
資
料

な
ら
、
泉
北
考
古
資
料
館
に
行
け
ば
あ
る
よ
。
十
年
目
に
は
か
な
り
集
ま
る
。

百
年
目
に
は
ほ
と
ん
ど
集
ま
る
。
千
五
百
年
目
は
世
界
中
の
資
料
が
集
ま
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
天
皇
陵
の
資
料
は
泉
北
考
古
資
料
館
に
集

ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
資
料
館
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
も
第

一
号
と
し
て
、
国
会
の
参
議
院
で
の
宮
内
庁
長
官
と
天
皇
陵
に
関
す
る
の
や
り

と
り
の
資
料
を
取
り
寄
せ
ま
す
の
で
置
い
て
お
き
ま
す
。

　

ま
た
古
墳
に
対
し
大
王
陵
と
名
付
け
た
ら
良
い
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
藤
田

さ
ん
も
森
浩
一
さ
ん
の
こ
の
意
見
に
賛
成
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
、
わ
た

し
は
こ
れ
に
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
神
武
（
神
倭
磐
余
彦
）
天
皇
は
大

王
で
す
か
。
私
は
神
武
天
皇
は
大
王
で
な
い
と
思
う
。
ま
だ
大
王
に
は
至
っ

て
い
な
い
分
派
で
す
。
ど
こ
か
ら
大
王
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
神
武

天
皇
陵
を
大
王
陵
と
名
付
け
た
ら
、
岡
山
の
造
山
・
作
山
古
墳
、
あ
れ
も
大
王

陵
と
言
わ
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
造
山
・
作
山
が
大
王
陵
で

あ
る
な
ら
、
そ
の
前
後
は
大
王
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
先
ほ
ど
の
女め

さ

ほ
狭
穂
塚
・

男お

さ

ほ
狭
穂
塚
は
大
王
陵
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
に
一
定
し
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
大
王
陵
と
い
う
言
葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

な
い
。や
は
り
使
う
場
合
は
定
義
を
し
っ
か
り
し
て
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
で
は
「
天
皇
陵
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、
日
本
で
一
つ
ぐ

ら
い
天
皇
陵
総
合
資
料
館
が
あ
る
の
が
当
然
で
は
な
い
か
。
発
掘
な
し
で
も
古

墳
に
関
す
る
資
料
は
宮
内
庁
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
宮
内
庁
に
行
く
の
は
た
い
へ

ん
で
す
か
ら
、
泉
北
考
古
資
料
館
に
来
れ
ば
わ
か
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
連

絡
す
れ
ば
資
料
が
手
に
入
る
。
そ
う
い
う
天
皇
陵
総
合
資
料
館
が
日
本
に
一
つ

ぐ
ら
い
、
な
い
の
は
恥
ず
か
し
い
。

　

以
上
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
わ
り
）
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