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『
求
塚
』
 
試
解
 
 

－
そ
の
変
遷
過
程
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
－
 
 

徐
 
 
禎
 
完
 
 

は
い
レ
め
に
 
 
 

『
求
塚
』
は
純
情
な
少
女
が
二
人
の
男
か
ら
の
求
愛
に
対
し
て
決
断
を
下
せ
 
 

な
か
っ
た
故
に
地
獄
の
責
め
を
受
け
る
と
い
う
主
題
の
曲
で
あ
り
、
そ
の
素
材
 
 

は
『
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
か
ら
取
材
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
今
日
の
大
 
 

方
の
理
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
i
で
は
、
 
 

「
五
音
」
に
「
亡
父
曲
」
と
あ
る
か
ら
、
作
曲
者
は
観
阿
弥
で
あ
る
。
作
 
 

詞
者
も
同
人
で
あ
る
可
能
性
が
な
く
は
な
い
。
 
 

と
な
っ
て
お
り
、
素
材
と
主
題
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

〔
素
材
〕
 
二
人
の
男
に
恋
い
慕
わ
れ
た
た
め
死
ん
だ
少
女
の
話
 
 

（
万
葉
集
・
大
和
物
語
）
 
 

〔
主
題
〕
異
性
の
求
愛
に
対
す
る
不
決
断
が
、
つ
い
に
身
を
亡
ば
し
、
死
 
 

後
も
永
遠
に
苦
し
み
抜
く
こ
と
。
不
決
断
は
少
女
の
純
情
さ
ゆ
え
で
、
邪
 
 

悪
の
か
げ
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
さ
え
脳
髄
を
食
い
裂
か
 
 

れ
、
火
の
柱
に
焼
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
死
に
際
し
て
恋
の
執
心
が
あ
っ
 
 

た
の
で
は
な
い
か
ら
、
一
般
の
仏
教
的
邪
淫
絨
と
は
、
多
少
違
っ
た
見
方
 
 

の
能
だ
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

ま
た
、
作
者
考
定
に
関
し
て
は
、
同
書
に
観
阿
弥
関
係
の
能
と
分
類
さ
れ
て
 
 

い
る
よ
う
に
、
従
来
、
『
求
塚
』
は
観
阿
弥
作
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
真
幸
 
 

氏
は
「
作
品
研
究
（
求
塚
）
 
」
芸
に
お
い
て
、
 
 

能
作
に
は
他
曲
の
応
用
や
改
作
が
つ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
み
に
し
て
 
 

の
こ
と
な
ら
ば
、
（
求
塚
）
 
の
作
者
を
観
阿
弥
と
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
 
 

文
句
や
節
付
の
創
作
と
は
別
に
、
そ
の
曲
の
骨
組
の
構
成
者
に
作
者
の
地
 
 

位
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
（
求
塚
）
 
の
作
者
は
恐
ら
く
観
阿
弥
以
外
 
 

の
人
物
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 

と
結
論
を
下
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

た
だ
、
氏
は
そ
の
後
、
『
能
楽
鑑
賞
の
莱
』
…
に
お
い
て
、
こ
の
説
を
逆
転
 
 

き
せ
、
『
求
塚
』
も
『
江
口
』
な
ど
と
同
じ
く
世
阿
弥
が
父
の
作
曲
し
た
 
［
上
 
 

ゲ
寄
］
を
採
り
入
れ
て
作
っ
た
能
で
あ
る
と
し
、
作
者
世
阿
弥
説
に
傾
い
て
お
 
 

ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
亡
父
曲
の
 
［
上
ゲ
苛
］
が
『
求
塚
』
の
中
で
浮
 
 

き
上
が
っ
て
お
り
、
ま
た
観
阿
弥
の
時
代
に
既
に
夢
幻
能
の
形
態
が
確
立
し
て
 
 

い
た
と
は
考
え
難
い
、
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
 
 

一
方
、
西
野
春
雄
氏
は
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
 
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
』
喜
 
 

の
中
で
、
「
本
曲
は
全
体
が
観
阿
弥
の
手
に
な
る
か
と
推
測
さ
れ
、
世
阿
弥
に
 
 

よ
る
改
作
と
は
認
め
が
た
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

確
か
に
西
野
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
前
場
の
物
尽
く
し
の
 
［
ロ
ン
ギ
］
 
は
 
 

古
作
能
に
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
以
て
世
阿
弥
の
辛
が
全
く
加
わ
 
 

っ
て
い
な
い
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
表
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
 

和
歌
や
歌
語
を
巧
み
に
作
詞
に
応
用
し
て
い
る
前
場
ほ
世
阿
弥
的
で
あ
り
、
現
 
 

在
伝
わ
る
『
求
啄
』
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
複
式
夢
幻
能
の
形
態
で
あ
る
点
か
ら
も
、
 
 

何
ら
か
の
形
で
世
阿
弥
の
辛
が
加
わ
っ
て
い
る
と
見
る
ペ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

勿
論
、
『
五
音
』
急
に
 
 

モ
ト
メ
ヅ
カ
 
亡
父
曲
 
 

サ
レ
バ
人
一
日
一
夜
ヲ
フ
ル
ト
ダ
ニ
 
 

と
あ
る
か
ら
、
後
場
一
声
後
の
 
［
上
ゲ
苛
］
 
は
観
阿
弥
に
よ
る
作
曲
で
あ
り
、
 
 

観
阿
弥
が
『
求
塚
』
生
成
過
程
に
関
与
し
て
い
た
と
い
う
点
は
疑
う
余
地
が
な
 
 

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
記
述
は
『
求
塚
』
全
体
が
観
阿
弥
作
で
あ
る
こ
と
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を
示
す
も
の
と
は
考
え
難
い
。
稿
者
は
、
観
阿
弥
か
ら
世
阿
弥
へ
と
時
代
が
下
 
 

る
に
つ
れ
て
変
遷
の
過
程
を
歩
ん
で
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
の
 
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
阿
弥
時
代
の
 
『
求
塚
』
を
仮
に
原
『
求
塚
』
と
想
定
す
 
 

る
な
ら
ば
、
今
日
伝
わ
る
『
求
塚
』
は
世
阿
弥
に
よ
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
た
も
 
 

の
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
幾
分
か
の
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
で
ほ
、
稿
者
の
考
え
る
原
『
求
壌
』
が
今
日
伝
わ
る
『
求
塚
』
 
へ
と
至
 
 

る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
変
遷
の
方
向
が
如
何
な
る
方
向
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
 
 

の
か
に
関
す
る
手
が
か
り
の
一
端
を
掴
む
こ
と
を
日
擦
と
し
た
い
。
 
 
 

た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
『
来
場
』
 
に
関
す
る
資
料
は
著
し
く
乏
し
い
。
世
阿
 
 

弥
関
係
の
能
楽
論
で
の
 
『
求
塚
』
 
に
関
す
る
記
事
も
前
掲
の
 
『
五
音
』
と
『
世
 
 

子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
 
に
お
け
る
一
例
が
全
て
で
あ
り
、
室
町
末
期
以
降
の
 
 

謡
本
に
お
い
て
も
『
求
塚
』
の
伝
本
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
ま
た
、
演
出
関
係
 
 

の
記
録
も
な
く
、
演
能
記
録
ら
室
町
期
ま
で
の
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
従
っ
 
 

て
、
『
求
塚
』
の
変
遷
過
程
は
基
本
的
に
は
内
部
徴
証
と
そ
の
本
説
の
捉
え
方
 
 

な
ど
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
資
料
集
件
の
下
で
『
求
塚
』
 
の
変
遷
過
程
を
ど
こ
ま
で
解
明
で
 
 

き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
先
学
研
究
に
お
い
て
こ
の
作
品
の
骨
格
は
既
 
 

に
殆
ど
言
及
き
れ
て
も
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
『
求
塚
』
の
本
文
と
本
説
と
 
 

の
関
連
と
い
う
視
点
を
中
心
に
、
今
ま
で
の
研
究
と
は
多
少
異
な
っ
た
試
解
を
 
 

試
み
て
み
た
い
。
『
求
塚
』
変
遷
の
解
明
に
お
け
る
一
つ
の
可
能
性
で
も
示
す
 
 

こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 
 

一
、
F
万
葉
集
』
に
お
け
る
処
女
墓
伝
税
 
 
 

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
処
女
茎
伝
説
（
菟
名
目
処
女
宣
伝
説
）
は
三
つ
の
歌
 
 

群
に
散
在
し
て
い
る
。
歌
番
号
と
題
詞
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

（
ア
）
一
八
〇
一
～
一
八
〇
三
…
葦
屋
の
処
女
が
基
を
過
ぐ
る
時
に
作
る
 
 

歌
一
首
 
井
せ
て
短
歌
≡
 
 

（
イ
）
一
八
〇
九
～
一
八
一
一
…
菟
原
娘
子
が
墓
を
見
る
歌
一
首
 
井
せ
 
 

て
短
歌
 
 

（
ウ
）
四
二
一
一
～
四
二
一
二
…
処
女
墓
の
歌
に
追
ひ
て
こ
た
ふ
る
一
首
 
 

井
せ
て
短
歌
 
 

何
れ
も
長
歌
で
あ
り
、
所
謂
「
伝
説
歌
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
中
で
『
求
塚
』
の
内
容
と
最
も
近
似
し
て
い
る
の
は
虫
麻
呂
の
長
歌
（
 
 

イ
）
 
で
あ
る
。
（
ア
）
は
「
菟
原
娘
子
の
奥
城
」
を
前
に
し
て
の
感
動
・
感
慨
 
 

が
詠
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
（
ゥ
）
 
で
は
「
…
後
の
世
の
 
聞
き
継
ぐ
人
 
 

も
 
い
や
遠
に
 
偲
ひ
に
せ
よ
と
 
黄
楊
小
間
 
し
か
刺
し
け
ら
し
 
生
ひ
て
t
 
 

靡
け
り
」
の
如
く
、
結
果
の
み
を
詠
嘆
し
て
い
る
。
（
ア
）
 
（
ゥ
）
両
者
と
も
、
 
 

処
女
萎
伝
説
の
内
容
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
『
求
塚
』
が
 
『
万
葉
 
 

集
』
か
ら
取
材
し
て
い
る
と
す
れ
ば
 
（
イ
）
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
直
ち
に
 
『
求
塚
』
が
 
『
万
葉
集
』
 
の
虫
麻
呂
の
長
歌
か
ら
 
 

取
材
し
て
い
る
と
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
る
。
 
 
 

先
ず
第
一
は
、
登
場
人
物
の
名
前
が
『
求
壕
』
で
は
菟
原
処
女
、
小
竹
田
男
、
 
 

血
相
丈
夫
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
万
葉
集
』
で
は
菟
原
娘
子
、
菟
原
 
 

壮
士
、
茅
淳
壮
士
（
ま
た
は
信
太
壮
士
）
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
は
、
『
求
塚
』
と
い
う
曲
名
は
、
 
 

あ
た
な
を
尋
ね
、
こ
な
た
を
求
塚
い
づ
く
や
ら
ん
と
、
求
め
求
め
た
ど
り
 
 

行
け
ば
、
求
め
得
た
り
や
求
塚
の
…
 
 

か
ら
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
『
万
葉
集
』
で
は
「
壮
士
墓
」
 
「
娘
子
 
 

墓
」
 
「
奥
城
」
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
「
（
求
）
塚
」
と
い
う
呼
称
が
便
用
さ
 
 

れ
て
お
ら
ず
、
処
女
の
死
後
に
二
人
の
男
が
処
女
の
墓
を
求
め
行
く
と
い
う
内
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容
の
展
開
も
な
い
。
勿
論
、
こ
の
部
分
は
謡
曲
作
者
の
創
作
に
よ
る
と
考
え
る
 
 

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
塚
を
求
め
行
く
＝
求
塚
」
 
 

と
い
う
展
開
は
『
万
葉
集
』
 
に
依
拠
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
は
、
『
求
塚
』
と
 
『
万
彙
集
』
と
で
は
話
の
筋
が
相
当
異
な
っ
て
い
る
 
 

と
い
う
点
で
あ
る
。
『
求
塚
』
で
は
、
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
 
 

後
れ
た
る
 
菟
原
壮
士
い
 
天
仰
ぎ
 
叫
び
お
ら
び
 
地
を
踏
み
 
き
か
 
 

み
た
け
ぴ
て
 
も
こ
ろ
男
に
 
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
 
懸
け
凧
き
の
 
小
 
 

太
刀
取
り
凧
き
 
と
こ
ろ
づ
ら
 
辱
め
行
き
け
れ
ば
 
…
…
 
 

の
よ
う
な
二
人
の
男
の
対
立
関
係
は
投
影
さ
れ
て
い
な
い
。
『
万
葉
集
』
で
は
 
 

話
の
発
端
こ
そ
は
菟
原
処
女
と
二
人
の
男
の
求
婚
談
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
 
 

二
人
の
男
の
対
立
と
そ
の
処
女
へ
の
執
心
を
措
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
求
 
 

塚
』
で
は
、
終
始
一
貫
、
女
を
独
立
し
た
主
人
公
（
シ
テ
）
と
し
て
仕
立
て
上
 
 

げ
、
純
情
な
少
女
の
物
語
と
し
て
綴
っ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
は
、
『
万
葉
集
』
 
に
は
『
求
塚
』
前
場
 
［
下
の
詠
］
 
の
 
「
恩
ひ
佗
び
わ
 
 

が
身
捨
て
て
ん
津
の
園
の
生
田
の
川
は
名
の
み
な
り
け
り
と
」
 
の
歌
に
該
当
、
 
 

或
は
相
応
す
る
歌
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

義
幸
氏
は
、
前
掲
の
 
「
作
品
研
究
 
（
求
壕
）
 
」
に
お
い
て
、
人
物
名
『
万
葉
 
 

集
』
依
拠
説
を
述
べ
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 
 

謡
曲
で
は
女
が
ウ
ナ
イ
オ
ト
メ
、
二
人
の
男
が
サ
サ
ダ
オ
ノ
コ
と
チ
ヌ
ノ
 
 

マ
ス
ラ
オ
で
あ
る
が
、
『
大
和
物
語
』
は
、
女
の
名
を
示
さ
ず
、
男
は
ム
 
 

バ
ラ
 
（
＝
菟
原
＝
ウ
．
ナ
イ
）
と
チ
ヌ
で
あ
る
。
ウ
ナ
イ
オ
ト
メ
の
名
は
『
 
 

万
葉
集
』
以
来
の
も
の
で
問
題
な
い
に
し
て
も
、
男
の
一
人
が
サ
サ
ダ
オ
 
 

ノ
コ
で
あ
る
の
は
、
『
万
葉
集
』
の
田
辺
福
麿
の
反
歌
の
み
に
見
え
る
「
 
 

小
竹
田
丁
子
」
 
（
近
年
は
シ
ノ
ダ
オ
ト
コ
と
読
む
説
が
有
力
）
 
の
訓
読
で
 
 

あ
り
、
チ
ヌ
ノ
マ
ス
ラ
オ
が
『
万
葉
』
の
 
「
血
沼
壮
士
」
に
基
づ
く
こ
と
 
 

い
に
し
へ
の
信
太
壮
士
の
妻
ど
ひ
し
菟
原
娘
子
の
奥
城
ぞ
こ
れ
 
 

こ
の
 
「
信
太
」
と
は
、
『
和
名
抄
』
 
に
 
 

和
泉
国
和
泉
郡
信
太
 
臣
多
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
旧
大
阪
府
和
泉
北
部
信
太
村
一
帯
を
指
す
地
名
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
、
こ
の
 
「
信
太
」
は
古
く
か
ら
「
サ
サ
ダ
」
と
も
読
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
 
 

仙
覚
の
 
『
萬
葉
菜
註
揮
』
 
（
文
永
六
年
こ
N
冨
）
 
看
で
は
、
当
該
歌
の
項
で
、
 
 

「
小
竹
田
丁
子
」
を
「
サ
～
タ
オ
ト
コ
」
と
読
ま
せ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
 
 

明
ま
で
行
っ
て
い
る
。
 
 

サ
ゝ
タ
ヲ
ノ
コ
ト
ハ
、
サ
ゝ
ト
ハ
、
イ
サ
ゝ
ケ
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
リ
。
 
 

イ
サ
＼
ケ
キ
ト
ハ
…
 
 

ま
た
、
時
代
は
少
し
下
る
が
、
下
河
辺
長
流
に
よ
る
『
萬
募
集
管
見
』
 
（
寛
文
 
 

年
間
）
 
空
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

と
と
も
に
、
人
物
の
名
に
関
し
て
は
 
『
大
和
物
語
』
よ
り
は
 
『
万
葉
集
』
 
 

が
典
拠
で
あ
る
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
「
小
竹
田
」
を
 
「
サ
サ
ダ
」
と
訓
読
で
き
、
「
壮
士
」
を
「
ま
す
 
 

ら
お
」
と
読
め
る
。
し
か
し
、
『
大
和
物
語
』
が
『
万
葉
集
』
で
の
 
「
菟
原
壮
 
 

士
（
ウ
ナ
イ
ヲ
ト
コ
）
」
の
 
「
菟
原
」
を
「
ム
バ
ラ
」
と
読
み
、
「
茅
停
壮
士
 
 

（
チ
ヌ
ヲ
ト
コ
）
」
の
 
「
壮
士
」
を
省
略
し
て
「
チ
ヌ
」
と
し
た
と
す
れ
ば
、
 
 

結
局
『
万
葉
集
』
と
『
大
和
物
語
』
の
登
場
人
物
は
同
じ
と
言
え
る
。
『
大
和
 
 

物
語
』
が
、
当
時
、
こ
の
処
女
墓
伝
説
が
既
に
著
名
で
あ
っ
た
故
に
菟
原
処
女
 
 

を
「
女
」
と
省
略
し
、
そ
れ
と
同
じ
方
針
の
下
で
二
人
の
男
の
名
前
を
「
ム
パ
 
 

ラ
」
 
「
チ
ヌ
」
と
し
た
と
す
れ
ば
、
特
に
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

寧
ろ
、
謡
曲
『
求
塚
』
の
登
場
人
物
が
『
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
と
は
異
 
 

な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
の
如
く
、
氏
の
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
 
 

福
麿
の
反
歌
は
確
か
に
 
「
信
太
壮
士
 
（
シ
ノ
ダ
ヲ
ト
コ
）
 
」
と
な
っ
て
い
る
。
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大
和
も
の
か
た
り
に
、
此
女
を
よ
は
ふ
お
と
こ
、
ひ
と
り
は
い
つ
み
の
国
 
 

の
を
の
こ
、
姓
は
ち
ぬ
と
い
ひ
、
ひ
と
り
は
つ
の
国
の
男
、
姓
ハ
う
原
に
 
 
 

青
け
る
と
い
へ
は
、
さ
～
た
男
卜
小
ふ
こ
と
は
不
見
。
さ
る
に
よ
り
て
、
 
 
 

或
抄
物
に
は
、
兵
ノ
よ
善
を
は
、
い
さ
、
け
さ
ト
い
へ
は
、
其
心
に
、
さ
 
 

ヽ
た
男
ト
ハ
い
ふ
也
卜
云
々
。
小
竹
田
ト
か
け
る
、
田
の
字
心
得
か
た
し
。
 
 

是
を
患
ふ
に
、
此
さ
＼
田
お
と
こ
は
、
い
つ
み
の
国
の
ち
ぬ
お
と
こ
か
別
 
 

名
な
る
へ
し
、
小
竹
ト
か
き
て
は
、
し
の
ト
モ
よ
め
り
。
い
つ
み
に
、
し
 
 

の
だ
ト
い
ふ
所
ア
レ
ハ
、
し
の
田
お
と
こ
と
い
ふ
心
に
い
へ
る
を
、
さ
＼
 
 

田
ト
ハ
い
へ
る
か
。
…
 
 

両
者
の
捉
え
方
は
若
干
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
「
小
竹
田
」
と
「
信
太
」
 
 

は
同
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
よ
 
 

り
以
前
か
ら
「
小
竹
田
」
と
「
信
太
」
は
混
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
甘
。
 
 

一
方
の
「
茅
淳
」
も
和
泉
国
を
指
し
、
具
体
的
に
は
妹
市
か
ら
岸
和
田
市
一
 
 

帯
を
指
す
。
つ
ま
り
、
「
茅
淳
」
も
「
信
太
＝
小
竹
田
」
も
同
じ
和
泉
国
を
指
 
 

す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
茅
停
壮
士
」
も
「
信
太
壮
士
＝
小
竹
田
壮
士
」
も
 
 

同
じ
和
泉
国
出
身
の
壮
士
を
指
す
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
を
整
理
す
る
と
、
『
求
塚
』
で
は
先
述
の
通
り
、
男
は
二
人
と
も
和
泉
 
 

国
の
出
身
で
あ
る
「
小
竹
田
男
」
と
「
血
相
丈
夫
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 

が
、
【
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
で
は
男
の
一
人
は
処
女
と
同
じ
菟
原
の
地
の
 
 

男
で
、
も
う
一
人
が
他
郷
和
泉
国
の
男
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
謡
曲
『
求
塚
』
と
『
万
葉
集
』
の
伝
説
歌
群
と
の
間
 
 

に
は
相
当
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
少
な
く
と
も
、
『
求
塚
』
が
直
 
 

接
『
万
葉
集
』
に
依
拠
⊥
た
の
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
は
そ
う
困
難
で
は
な
 
 

い
。
登
場
人
物
の
設
定
、
二
人
の
男
の
対
立
・
闘
争
、
処
女
の
死
後
の
展
開
な
 
 

ど
を
含
め
て
、
両
者
の
間
に
は
共
通
点
よ
り
は
相
違
点
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
小
竹
田
男
」
を
摂
津
の
国
の
男
と
し
、
「
血
沼
丈
夫
」
を
和
泉
国
の
男
と
 
 

す
る
『
謡
曲
集
上
』
の
頭
注
の
よ
う
に
、
【
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
に
重
ね
 
 

て
二
人
の
男
を
見
る
こ
と
は
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

二
、
F
大
和
物
梧
一
に
お
け
る
処
女
‡
伝
悦
 
 
 

『
大
和
物
語
』
正
一
四
七
段
は
、
三
つ
の
小
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
ア
）
冒
頭
よ
り
「
す
み
わ
び
ぬ
…
」
の
歌
を
は
さ
ん
で
女
の
基
を
中
心
 
 

に
左
右
に
二
人
の
男
の
墓
を
作
っ
た
と
い
う
所
ま
で
。
 
 

（
イ
）
温
子
皇
后
に
 
（
ア
）
ま
で
の
話
を
絵
に
書
い
て
奉
る
と
い
う
所
か
 
 

ら
、
歌
の
終
わ
り
ま
で
。
 
 

（
ゥ
）
 
「
さ
て
こ
の
男
は
…
」
か
ら
最
終
部
ま
で
。
琶
 
 

こ
の
中
で
『
求
塚
』
と
最
も
近
似
し
て
い
る
の
は
 
（
ア
）
 
で
あ
る
。
（
イ
）
は
 
 

挿
入
的
内
容
で
、
処
女
董
伝
説
と
直
接
に
は
関
係
な
い
部
分
で
あ
り
、
（
ウ
）
 
 

は
全
く
謡
曲
に
投
影
さ
れ
て
い
な
い
。
『
求
塚
』
が
『
大
和
物
語
』
か
ら
取
材
 
 

し
た
と
す
れ
ば
（
J
）
の
部
分
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
（
ア
）
の
場
合
も
、
前
半
の
 
「
す
ぴ
わ
び
ぬ
」
の
歌
の
所
ま
で
は
 
 

『
求
塚
』
と
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
、
二
人
の
男
の
朗
 
 

が
基
を
作
る
際
の
対
立
な
ど
は
『
東
榎
b
に
は
全
く
受
容
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
こ
の
一
四
七
段
に
は
、
『
求
壕
』
が
依
拠
し
た
出
典
右
考
え
る
上
で
 
 

『
万
葉
集
』
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
 
 

①
『
万
葉
集
』
に
は
『
求
塚
』
の
前
場
［
語
り
］
 
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
 
 

い
る
「
鴛
鳶
」
に
関
す
る
逸
話
が
な
い
が
、
『
大
和
物
語
』
一
四
七
段
 
 

で
は
「
水
鳥
」
の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

②
『
求
壕
』
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
場
」
、
即
ち
、
「
生
田
川
」
 
 

は
、
『
万
乗
集
』
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
大
和
物
語
』
一
四
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七
段
で
は
「
生
田
の
川
の
つ
ら
に
」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
る
。
 
 

『
求
塚
』
で
こ
の
 
「
鴛
貪
」
の
逸
話
が
処
女
入
水
の
直
接
的
原
因
と
な
っ
て
い
 
 

る
点
を
勘
窒
す
る
と
、
こ
の
二
点
は
『
求
塚
』
 
の
出
典
を
考
え
る
上
で
看
過
で
 
 

き
な
い
。
「
鴛
薫
」
 
の
逸
話
は
『
求
塚
』
 
の
展
開
上
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
 
 

り
、
前
場
［
語
り
］
が
本
説
と
最
も
緊
密
な
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
求
塚
』
 
 

が
こ
の
逸
話
を
持
た
な
い
 
『
万
葉
集
』
 
の
長
歌
か
ら
取
材
し
た
と
は
考
え
難
い
。
 
 

勿
論
、
前
述
の
よ
う
に
、
『
求
塚
』
と
『
大
和
物
語
』
の
間
に
も
相
違
は
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
「
焉
薫
」
の
逸
話
を
持
た
な
い
 
『
万
彙
集
』
よ
り
は
『
大
和
物
語
』
 
 

系
統
の
話
か
ら
取
材
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
「
鴛
薫
」
と
「
水
 
 

鳥
」
と
い
う
相
違
は
、
鴛
貪
も
水
鳥
の
一
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
系
統
の
 
 

話
が
伝
承
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

②
の
 
「
生
田
川
」
と
い
う
場
の
設
定
も
、
『
求
塚
』
が
依
拠
し
た
出
典
を
考
 
 

え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
『
求
塚
』
で
は
ワ
キ
・
ワ
キ
連
の
 
［
 
 

上
ゲ
司
］
 
で
 
「
名
に
の
み
閻
会
し
津
の
国
の
、
生
田
の
里
に
着
き
に
け
り
く
」
 
 

と
当
初
よ
り
生
田
の
里
と
い
う
場
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
形
 
 

で
若
菜
績
の
一
ま
と
ま
り
が
展
開
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
田
の
 
 

若
菜
描
か
ら
前
場
［
語
り
］
 
で
の
 
「
あ
の
生
田
の
鴛
寿
」
 
へ
と
つ
な
が
り
、
後
 
 

場
の
地
獄
で
の
責
め
へ
と
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
求
塚
』
が
「
生
田
の
地
」
を
一
曲
の
舞
台
と
し
て
設
定
し
、
 
 

そ
れ
を
軸
に
、
そ
の
地
名
か
ら
連
想
き
れ
る
「
若
菜
描
」
 
「
生
田
の
駕
毒
」
 
へ
 
 

と
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
謡
曲
作
者
が
 
『
求
塚
』
を
構
成
す
る
襟
に
 
 

取
材
し
た
出
典
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
「
生
田
の
地
」
 
 

に
言
及
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
出
典
と
は
 
 

『
大
和
物
語
』
系
統
の
説
話
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
『
万
葉
 
 

集
』
で
は
、
特
に
場
を
設
定
し
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
、
菟
原
に
住
む
処
女
に
対
 
 

す
る
求
婚
で
あ
る
と
い
う
前
後
関
係
か
ら
菟
原
を
中
心
に
し
た
話
で
あ
る
だ
ろ
 
 

う
と
推
測
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
害
意
・
水
鳥
の
逸
話
も
持
た
な
い
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
求
塚
』
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
謡
曲
作
者
が
参
照
 
 

し
た
の
は
『
大
和
物
語
』
系
統
の
生
田
川
辺
に
お
け
る
「
鴛
薫
」
の
逸
話
を
含
 
 

む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ペ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 
「
生
田
の
地
」
か
 
 

ら
連
想
さ
れ
る
「
生
田
の
若
菜
描
」
を
前
場
に
生
か
し
た
、
と
考
え
る
の
が
穏
 
 

当
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
指
摘
し
た
如
く
、
『
求
塚
』
が
直
接
『
万
葉
集
』
か
ら
 
 

恢
材
し
た
と
は
考
え
難
く
、
も
し
『
万
葉
集
』
か
ら
取
材
し
た
と
し
て
も
、
そ
 
 

れ
は
『
万
葉
集
』
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
例
え
ば
前
掲
の
 
『
萬
葉
菜
管
見
』
 
 

の
如
く
、
『
大
和
物
語
』
を
引
用
し
て
い
る
『
万
葉
集
』
の
古
注
釈
書
、
或
は
 
 

そ
れ
と
同
じ
流
れ
を
汲
む
文
献
・
説
話
か
ら
取
材
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

因
み
に
、
『
古
本
能
狂
言
』
で
は
、
『
歌
林
良
材
』
 
（
永
享
年
間
）
か
ら
『
大
 
 

和
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
 
 
 

伊
藤
博
氏
は
 
『
万
葉
集
の
表
現
と
方
法
 
上
』
古
代
和
歌
史
研
究
5
 
（
塙
書
 
 

房
・
昭
和
六
二
年
）
 
に
お
い
て
、
「
伝
説
歌
は
、
万
葉
を
も
っ
て
と
だ
え
、
ど
 
 

う
や
ら
、
以
後
の
説
話
文
学
生
成
の
土
壌
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
ら
し
い
」
と
 
 

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
『
万
葉
集
』
の
 
「
処
女
墓
」
伝
説
 
 

は
て
旦
『
万
葉
集
』
で
途
絶
え
、
後
に
増
補
が
加
え
ら
れ
て
（
『
大
和
物
語
』
 
 

で
も
い
く
つ
か
の
小
段
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
、
増
補
の
痕
跡
と
し
て
受
け
止
 
 

め
ら
れ
る
）
 
「
求
塚
」
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
 
 

そ
れ
が
凝
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
に
は
著
名
な
説
話
と
し
て
発
展
し
て
お
り
、
そ
 
 

の
説
話
か
ら
『
求
壕
』
を
取
材
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
高
桑
集
 
 

管
見
』
な
ど
、
古
注
釈
書
の
頸
で
は
『
大
和
物
語
』
を
引
用
し
て
い
る
も
の
が
 
 

多
々
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
万
葉
集
』
の
 
「
処
女
墓
」
伝
説
が
伝
説
歌
と
し
て
一
旦
途
絶
え
た
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の
で
は
な
く
、
直
接
『
大
和
物
語
』
の
 
「
求
塚
」
伝
説
へ
と
増
補
形
成
さ
れ
た
 
 

と
し
て
も
、
『
求
壕
』
の
作
者
が
取
材
し
た
の
は
増
補
後
の
 
『
大
和
物
語
』
系
 
 

統
の
説
話
か
ら
で
あ
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

因
み
に
、
『
大
和
物
語
』
に
は
「
を
と
め
塚
」
を
「
も
と
め
壕
」
と
す
る
伝
 
 

本
が
あ
り
昏
、
『
太
平
記
』
に
も
「
求
啄
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
 
 
 

…
義
貞
剰
瑚
ノ
上
二
下
立
テ
、
東
替
ノ
馬
ヲ
待
給
共
、
敢
テ
御
方
是
ヲ
…
 
 

（
巻
十
六
・
新
田
殿
湊
河
合
戦
ノ
事
）
 
 

「
求
塚
」
と
い
う
名
称
・
形
態
の
説
話
が
当
時
既
に
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
。
 
 

し
か
る
に
、
前
述
の
如
く
、
『
万
葉
集
』
に
は
「
 
（
求
）
壕
」
の
用
例
は
な
い
。
 
 
 

な
お
、
香
西
精
氏
も
『
能
謡
観
照
』
 
（
檜
書
店
・
昭
和
五
六
年
）
 
の
中
で
「
 
 

『
求
塚
』
の
作
者
の
典
拠
と
し
た
の
は
『
万
葉
集
』
で
は
な
く
『
大
和
物
語
』
 
 

で
、
生
田
川
の
地
縁
か
ら
生
田
の
小
野
に
場
面
設
定
し
た
ら
し
い
」
と
い
う
旨
 
 

の
指
摘
を
な
き
れ
て
お
り
、
本
稿
と
は
ぼ
同
じ
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 

三
、
恋
の
執
心
と
地
獣
の
責
め
 
 
 

『
求
塚
』
 
で
は
二
人
の
男
、
更
に
は
鉄
烏
と
化
し
た
鴛
棄
ま
で
が
地
獄
で
処
 
 

女
（
少
女
）
を
責
め
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
処
女
が
地
獄
 
 

で
責
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
処
女
が
ど
ち
ら
の
男
も
選
択
ヒ
な
か
 
 

っ
た
不
決
断
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
・
理
 
 

解
さ
れ
て
い
る
。
『
謡
曲
大
概
』
で
は
、
 
 

後
段
の
地
獄
の
責
め
苦
を
措
く
様
も
、
あ
ま
り
に
苛
酷
で
あ
る
。
‥
ニ
こ
れ
 
 

に
近
い
の
は
 
〔
善
知
鳥
〕
 
で
あ
る
が
、
彼
は
殺
生
戒
を
犯
し
て
ゐ
る
の
で
 
 

あ
る
か
ら
、
な
は
こ
れ
よ
り
首
肯
し
易
い
。
本
曲
の
主
人
公
の
如
き
可
憐
 
 

な
女
性
を
、
か
は
ど
ま
で
に
苦
し
め
な
く
と
も
、
よ
さ
さ
う
な
も
の
だ
と
 
 

恩
は
れ
る
。
…
 
 

と
し
、
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
『
謡
曲
集
上
』
で
も
、
「
異
性
の
求
愛
に
対
 
 

す
る
不
決
断
が
…
死
後
も
永
遠
に
苦
し
み
抜
く
こ
と
」
と
解
説
し
て
い
る
。
現
 
 

在
伝
わ
る
『
求
塚
』
の
本
文
を
見
る
限
り
で
は
、
そ
う
解
釈
・
理
解
で
き
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
求
塚
』
の
詞
書
 
 

に
は
処
女
が
地
獄
で
二
人
の
男
に
責
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
見
あ
 
 

た
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
理
由
は
『
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
 
 

に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
『
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
語
』
で
措
か
れ
て
い
る
の
は
、
 
 

寧
ろ
、
二
人
の
男
が
地
獄
の
果
て
ま
で
処
女
を
追
い
か
け
て
行
く
と
い
う
恋
の
 
 

執
心
に
立
脚
し
た
二
人
の
対
立
で
あ
る
。
確
か
に
、
前
場
最
終
部
の
 
［
上
ゲ
苛
］
 
 

に
「
二
人
の
男
が
刺
し
遵
へ
」
と
あ
り
、
そ
の
後
続
が
「
そ
れ
さ
へ
わ
が
替
に
、
 
 

な
る
身
を
助
け
給
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 
［
下
ノ
詠
］
 
の
 
「
 
 

思
ひ
侍
び
わ
が
身
捨
て
て
ん
…
」
に
呼
応
し
て
い
る
処
女
白
身
の
自
責
で
あ
っ
 
 

て
、
二
人
の
男
に
地
獄
の
責
め
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
因
と
は
言
え
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
『
謡
曲
葉
上
』
の
 
「
解
説
」
に
あ
る
通
り
、
処
女
に
は
「
死
に
 
 

際
し
て
恋
の
執
心
」
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
人
の
男
の
恋
 
 

の
執
心
の
行
方
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
求
壕
』
に
は
「
一
般
の
仏
教
的
邪
淫
観
と
は
、
多
少
養
っ
 
 

た
見
方
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
・
原
因
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
 
 

あ
る
。
こ
れ
は
前
場
と
後
場
と
に
お
い
て
一
曲
の
因
果
関
係
が
統
一
さ
れ
て
い
 
 

な
い
と
い
う
矛
盾
と
し
て
指
宿
で
き
る
。
 
 
 

因
み
に
、
和
泉
流
閉
廷
言
で
も
、
処
女
が
身
を
投
げ
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
後
、
 
 
 

…
死
骸
を
取
上
げ
此
土
中
に
つ
き
読
め
申
し
て
候
へ
ば
。
二
人
の
男
は
之
 
 

る
事
の
あ
は
れ
さ
よ
と
。
（
中
略
）
此
の
壕
の
上
に
て
刺
し
遵
へ
。
（
中
 
 

略
）
古
へ
の
う
な
ひ
乙
女
の
幽
霊
。
偏
に
姿
を
ま
み
え
申
し
た
る
と
存
じ
 
 

を
聞
き
。
是
処
に
来
り
。
（
ァ
〉
 
 我
れ
放
か
様
に
身
を
投
げ
。
空
し
く
な
り
た
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と
展
開
さ
れ
る
が
、
傍
線
部
（
ア
）
と
 
（
イ
）
は
相
矛
盾
す
る
。
ア
イ
の
台
詞
 
 

か
ら
は
処
女
へ
の
恋
慕
・
同
情
が
窺
え
る
の
に
対
し
て
、
ワ
キ
の
台
詞
で
は
男
 
 

が
処
女
を
恨
ん
で
い
る
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
蔵
流
で
も
、
多
 
 

少
の
相
違
は
あ
る
が
、
二
人
の
男
が
処
女
を
恨
ん
で
い
な
い
の
は
同
様
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
原
『
求
塚
』
の
段
階
か
ら
存
在
し
て
い
た
 
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
先
学
の
御
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
、
後
場
の
地
獄
 
 

で
の
責
め
は
大
和
猿
楽
的
で
あ
る
と
い
え
、
観
阿
弥
の
面
影
が
強
い
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
『
求
塚
』
の
詞
章
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
こ
の
後
場
に
は
部
分
部
分
改
訂
 
 

さ
れ
て
い
る
痕
跡
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
に
、
［
中
ノ
リ
地
］
 
の
 
「
…
あ
な
た
を
尋
ね
、
こ
な
た
を
求
塚
い
づ
く
 
 

や
ら
ん
と
、
求
め
求
め
た
ど
り
行
け
ば
、
求
め
得
た
り
や
求
塚
の
、
革
の
蔭
野
 
 

の
霧
消
え
て
…
」
が
前
場
［
上
ゲ
苛
］
 
の
 
「
ふ
た
り
の
男
は
、
こ
の
塚
に
求
め
 
 

来
り
つ
つ
…
」
と
合
致
し
な
い
点
で
あ
る
。
二
人
の
男
が
死
後
に
ま
で
処
女
の
 
 

塚
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
求
壕
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
［
中
ノ
リ
地
］
 
 

の
ま
ま
だ
と
、
処
女
が
自
分
の
塚
を
求
め
る
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 

即
ち
、
塚
を
求
め
行
く
主
体
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
［
中
／
り
地
］
 
で
 
 

一
曲
の
終
焉
で
あ
る
か
ら
、
一
曲
の
主
題
で
あ
る
「
（
二
人
の
）
男
が
処
女
の
 
 

塚
を
求
め
、
終
に
た
ど
り
看
い
た
」
と
い
う
結
末
に
な
る
べ
き
所
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
に
、
［
ロ
］
 
の
 
「
妨
恐
ろ
し
や
お
こ
と
は
誰
そ
、
小
竹
田
男
の
亡
心
と
 
 

や
、
さ
て
こ
な
た
な
る
は
皿
沼
丈
夫
、
左
右
手
を
取
っ
て
、
来
れ
来
れ
と
畳
む
 
 

れ
ど
も
…
」
と
小
竹
田
男
と
血
沼
丈
夫
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
は
原
『
求
壕
』
で
は
後
場
に
二
人
の
男
が
実
際
に
舞
台
に
登
場
し
て
曲
の
 
 

展
開
に
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
材
料
と
し
て
注
目
に
値
 
 

す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
『
求
塚
』
の
前
場
［
上
ゲ
苛
］
 
で
は
、
処
女
が
空
し
く
 
 

候
。
一
イ
）
 
 

此
の
女
は
。
男
の
恨
を
深
う
請
け
た
る
者
な
れ
ば
…
 
 

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
二
人
の
男
も
「
刺
し
連
へ
て
」
死
ん
だ
と
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
二
人
の
男
が
処
女
に
恨
み
を
抱
く
な
ど
と
い
っ
た
展
開
 
 

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
夢
幻
能
の
後
場
後
半
で
シ
テ
以
外
 
 

の
人
物
名
が
挙
が
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
二
人
の
男
の
名
前
 
 

が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
『
船
橋
』
後
場
で
の
ツ
レ
宜
や
『
通
盛
』
後
場
で
の
 
 

ツ
レ
欝
の
よ
う
に
、
原
『
求
塚
』
の
段
階
で
は
二
人
の
男
が
実
瞭
に
舞
台
に
登
 
 

場
し
て
シ
テ
と
何
ら
か
の
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
た
、
そ
の
痕
跡
と
考
え
る
ペ
 
 

き
で
あ
ろ
う
。
「
恐
ろ
し
や
お
こ
と
は
誰
そ
」
と
問
答
形
式
で
あ
り
な
が
ら
シ
 
 

テ
の
自
問
自
答
で
終
わ
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

現
に
、
こ
の
前
後
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
「
こ
は
そ
も
わ
ら
は
が
な
し
け
る
 
 

答
か
や
、
あ
ら
恨
め
し
や
」
と
あ
り
、
「
賀
意
が
鉄
鳥
と
な
っ
て
頭
を
つ
つ
き
 
 

髄
を
食
ふ
」
の
は
自
分
の
答
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
 
 

部
分
は
 
「
処
女
が
脳
髄
を
食
い
裂
か
れ
る
」
と
し
、
食
い
裂
か
れ
る
主
体
を
処
 
 

女
と
解
し
て
い
る
が
、
二
人
の
男
が
脳
髄
を
合
い
裂
か
れ
る
の
は
自
分
の
答
で
 
 

あ
る
と
解
し
、
食
い
裂
か
れ
る
主
体
は
二
人
の
男
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
そ
の
 
 

根
拠
は
、
こ
の
 
「
こ
は
そ
も
わ
ら
は
が
な
し
け
る
巻
か
や
、
あ
ら
恨
め
し
や
」
 
 

は
、
前
場
 
［
下
ノ
詠
］
 
で
の
 
「
恩
ひ
俺
び
」
 
の
歌
と
同
 
［
上
ゲ
苛
］
 
の
 
「
刺
し
 
 

遵
へ
て
空
し
く
な
れ
ば
、
そ
れ
さ
へ
わ
が
答
に
な
る
身
を
助
け
給
へ
と
て
…
」
 
 

と
あ
る
二
人
の
男
の
死
に
対
す
る
処
女
の
自
責
と
呼
応
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
 
 

と
見
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
恐
ろ
し
や
」
も
二
人
の
男
が
 
 

自
分
を
責
め
る
こ
と
に
対
す
る
台
詞
で
は
な
く
、
二
人
の
男
が
地
獄
に
墜
ち
て
 
 

ま
で
戦
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
「
恐
ろ
し
や
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
 
 
 

第
三
に
、
『
五
音
』
で
「
亡
父
曲
」
と
し
て
い
る
後
場
［
上
ゲ
苛
］
 
で
は
、
 
 

「
…
い
は
ん
や
叫
叫
引
は
、
去
り
に
し
跡
も
久
方
の
…
司
叫
も
、
ふ
た
た
び
 
 

世
に
も
帰
れ
か
し
…
」
の
如
く
、
世
を
去
っ
た
の
は
「
わ
れ
ら
」
で
あ
り
、
再
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び
世
に
帰
る
の
も
「
わ
れ
ら
」
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
 
「
わ
 
 

れ
ら
」
と
は
、
素
直
に
解
せ
ば
、
小
竹
田
男
と
血
沼
丈
夫
の
二
人
の
男
で
あ
る
 
 

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
 
［
上
ゲ
苛
］
も
前
記
の
 
［
□
］
同
様
、
 
 

二
人
の
男
が
実
昧
に
舞
台
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
材
料
と
し
て
取
 
 

り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
五
昔
』
に
忠
実
に
従
え
ば
、
［
中
ノ
リ
 
 

地
］
 
の
 
「
い
ま
は
火
宅
に
帰
ら
ん
と
」
の
主
体
も
「
わ
れ
ら
も
、
ふ
た
た
び
世
 
 

に
も
帰
れ
か
し
」
と
同
様
、
二
人
の
男
と
取
れ
る
。
 
 
 

以
上
指
摘
し
た
三
点
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
『
求
塚
』
の
後
場
に
お
け
る
地
 
 

獄
で
の
責
め
は
、
本
来
、
処
女
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
人
の
男
に
対
す
 
 

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
 
 

で
あ
る
。
『
求
塚
』
に
関
す
る
資
料
が
乏
し
く
、
こ
の
推
測
を
資
料
的
に
裏
付
 
 

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ま
指
摘
し
た
三
点
と
、
『
万
葉
集
』
 
『
大
和
物
 
 

語
』
に
共
通
す
る
二
人
の
男
の
恋
の
執
心
と
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
 
 

地
獄
で
の
責
め
の
対
象
は
二
人
の
男
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
［
□
］
 
の
「
左
右
手
を
取
っ
て
来
れ
乗
れ
と
責
む
れ
ど
も
」
を
従
来
 
 

の
解
釈
の
通
り
に
解
す
と
、
「
乗
れ
来
れ
と
責
む
れ
ど
も
」
が
釈
然
と
し
な
い
。
 
 

こ
れ
は
『
大
和
物
語
』
の
 
「
一
人
は
足
を
と
ら
へ
、
い
ま
一
人
は
手
を
と
ら
へ
 
 

て
死
に
け
り
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
『
求
塚
』
で
は
、
二
人
の
男
は
 
 

地
獄
に
堕
ち
て
ま
で
処
女
を
奪
い
合
っ
て
戦
っ
て
お
り
、
そ
の
執
心
故
に
地
獄
 
 

で
責
め
を
受
け
る
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
在
伝
わ
る
処
女
が
二
人
 
 

の
男
か
ら
責
め
を
受
け
る
と
い
う
形
に
改
作
さ
れ
た
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
謡
曲
集
上
』
で
は
、
後
場
 
［
サ
シ
］
 
の
 
「
”
…
わ
が
古
墳
な
ら
で
は
ま
た
 
 

何
も
の
ぞ
…
塚
右
守
る
飛
晩
は
松
風
に
飛
び
…
」
を
「
わ
が
古
墳
以
外
に
は
何
 
 

も
の
も
な
い
っ
…
二
人
の
男
の
妄
執
も
人
魂
と
な
っ
て
わ
が
壕
に
つ
き
ま
と
い
」
 
 

と
解
し
て
い
る
。
現
行
の
詞
章
で
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
し
か
な
い
が
、
こ
 
 

れ
も
釈
然
と
し
な
い
。
『
大
和
物
語
』
の
「
さ
れ
ば
女
の
基
を
な
か
に
て
左
右
 
 

に
な
む
男
の
壕
ど
も
い
ま
も
あ
な
る
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
解
し
、
本
来
は
二
 
 

人
の
男
が
死
後
の
世
界
で
自
分
の
墓
以
外
に
処
女
の
墓
を
守
る
も
の
は
い
な
い
 
 

と
い
う
対
立
を
示
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
赦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

表
氏
は
前
掲
の
 
「
作
品
研
究
（
求
壕
）
 
」
の
補
説
に
お
い
て
、
作
者
観
阿
弥
 
 

説
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
「
わ
れ
ら
」
を
含
む
 
［
上
ゲ
寄
］
が
本
来
『
求
塚
』
 
 

と
は
関
係
な
か
っ
た
も
の
を
別
人
が
 
『
求
塚
』
 
に
転
用
し
た
疑
い
が
強
い
と
し
、
 
 

そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 
 

「
わ
れ
ら
」
の
語
が
二
度
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
謡
曲
に
例
の
多
い
自
称
 
 

の
 
「
わ
れ
ら
」
が
大
半
は
会
話
の
中
、
ま
た
は
卑
下
約
言
辞
な
の
と
異
質
 
 

の
用
法
で
あ
り
、
こ
の
上
ゲ
寄
が
複
数
の
人
物
の
述
懐
と
し
て
桜
ら
れ
た
 
 

こ
と
を
思
わ
せ
る
。
 
 

こ
の
 
「
わ
れ
ら
」
を
単
数
の
自
称
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
 
 

後
に
述
べ
る
「
わ
ら
は
」
と
の
関
係
か
ら
も
、
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
こ
の
 
「
 
 

わ
れ
ら
」
は
複
数
の
人
物
の
述
懐
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
ま
た
 
 

観
阿
弥
が
他
曲
用
に
作
詞
∵
作
曲
し
た
 
［
上
ゲ
苛
］
を
別
人
（
恐
ら
く
世
阿
弥
 
 

で
あ
ろ
う
）
が
『
求
塚
』
に
転
用
し
た
と
い
う
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
 
 

し
か
し
、
「
作
品
研
究
 
（
求
壕
）
 
」
で
述
べ
ら
れ
た
 
［
上
ゲ
寄
］
 
の
 
「
後
の
堀
 
 

川
の
御
宇
」
と
い
う
時
代
の
限
定
は
、
 
 

求
め
壕
が
、
処
女
墓
の
名
で
『
万
葉
集
』
の
頓
に
詠
ま
れ
て
以
来
久
し
く
 
 

歌
に
詠
ま
れ
ず
、
前
述
の
如
く
『
塩
川
百
首
』
で
俊
将
に
よ
っ
て
初
め
て
 
 

歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
 
（
以
下
略
）
 
 

と
い
う
説
を
否
定
す
る
材
料
も
な
い
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
と
い
 
 

う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
、
私
見
の
如
く
、
「
わ
れ
ら
」
を
素
直
に
二
人
 
 

の
男
の
自
称
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
後
場
の
地
獄
で
の
責
め
は
本
来
二
人
の
男
に
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対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
複
数
の
自
称
が
用
 
 

い
ら
れ
て
い
る
理
由
が
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
求
塚
』
に
お
け
る
シ
テ
の
自
称
は
「
わ
ら
は
」
 
「
わ
れ
」
 
「
わ
が
」
の
三
 
 

種
類
で
あ
る
。
「
わ
が
答
」
な
ど
の
連
体
修
飾
と
し
て
の
用
法
以
外
は
、
「
水
 
 

鳥
ま
で
も
叫
叫
ゆ
ゑ
に
」
の
一
例
を
除
く
と
、
全
て
「
わ
ら
は
」
で
統
一
さ
れ
 
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 
「
わ
ら
は
」
と
は
次
の
三
例
で
あ
る
。
 
 
 

①
第
三
段
［
掛
ケ
合
］
の
「
沖
村
引
嘲
も
若
菜
の
摘
む
暇
…
」
 
 
 

②
第
五
段
［
語
り
］
の
「
汚
そ
の
時
相
身
叫
思
ふ
や
う
…
」
 
 
 

③
第
十
段
［
□
］
の
「
汗
…
こ
は
そ
も
叫
引
潮
が
な
し
け
る
答
…
」
 
 

即
ち
、
現
代
語
に
お
け
る
「
私
は
 
（
が
・
も
）
 
」
な
ど
の
意
味
で
使
わ
れ
る
自
 
 

称
は
全
て
 
「
わ
ら
は
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
係
わ
ら
ず
、
［
 
 

上
ゲ
苛
］
 
の
み
が
「
わ
れ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
他
の
小
段
と
は
異
質
で
あ
 
 

る
。
三
段
・
五
段
・
十
段
と
「
わ
ら
は
」
 
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
に
、
間
の
第
 
 

八
段
だ
け
が
 
「
わ
れ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
八
段
と
そ
れ
以
外
の
部
分
 
 

が
生
成
時
期
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
と
井
せ
て
『
玉
音
』
 
の
 
 

「
亡
父
曲
」
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
問
題
の
 
［
上
ゲ
寄
］
以
外
は
全
て
世
阿
弥
 
 

の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 

四
、
穂
び
に
か
え
て
 
 
 

以
上
、
内
部
徴
証
を
頼
．
り
に
い
く
つ
か
の
推
測
を
試
み
た
。
 
 
 

『
求
塚
』
は
本
説
の
点
で
は
、
『
万
葉
集
』
の
伝
説
歌
群
か
ら
取
材
し
て
い
 
 

る
の
で
は
な
く
、
『
大
和
物
語
』
系
統
の
 
「
鴛
蓑
」
の
逸
話
を
含
む
説
話
か
ら
 
 

取
材
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『
大
和
物
語
』
第
三
段
で
詳
細
に
 
 

描
か
れ
て
い
る
地
獄
に
お
け
る
二
人
の
男
の
対
立
の
様
も
、
何
ら
か
の
形
で
謡
 
 

曲
『
求
塚
』
に
投
影
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
 
 
 

一
、
間
の
出
た
ち
ふ
し
た
い
こ
の
あ
い
し
ら
い
す
る
も
の
～
出
た
ち
と
同
 
 

前
也
。
 
 

即
ち
、
『
求
塚
』
の
ア
イ
は
『
富
士
太
鼓
』
の
 
「
ア
イ
シ
ラ
イ
す
る
者
」
と
同
 
 

じ
出
立
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
 
『
富
士
太
鼓
』
 
の
ア
イ
と
は
、
太
刀
持
で
 
 

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
『
求
塚
』
の
ア
イ
は
太
刀
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
 
 

こ
で
ア
イ
が
太
刀
を
持
つ
理
由
と
し
て
は
、
ア
イ
が
二
人
の
男
の
対
立
を
再
現
 
 

す
る
と
い
う
物
ま
ね
を
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
考
え
難
い
。
そ
の
物
ま
ね
 
 

が
ア
イ
の
 
「
語
り
」
と
ど
の
程
度
の
比
重
で
あ
っ
た
の
か
は
判
断
す
る
材
料
が
 
 

な
い
が
、
も
し
、
ア
シ
ラ
イ
ア
イ
的
な
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
『
 
 
 

そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
男
の
対
立
の
様
が
後
場
に
投
影
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が
 
 

散
見
す
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
の
如
く
、
私
見
に
沿
っ
て
後
場
を
解
す
と
、
原
 
 

『
求
塚
』
は
二
人
の
男
が
地
獄
に
堕
ち
て
ま
で
も
対
立
を
続
け
る
と
い
う
執
心
 
 

故
に
地
獄
の
責
め
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
内
容
的
に
も
形
態
的
に
も
夢
幻
能
と
 
 

は
程
遠
く
、
現
在
能
に
近
く
、
『
船
橋
』
 
で
の
地
獄
の
苦
患
と
も
通
じ
る
鬼
能
 
 

形
態
の
曲
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
表
氏
の
 
「
作
品
研
 
 

究
 
（
求
塚
）
 
」
 
に
既
に
言
及
が
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
原
『
求
塚
』
の
形
態
を
考
え
る
上
で
、
大
蔵
流
の
間
狂
言
電
に
問
題
 
 

の
二
人
の
男
の
対
立
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
表
氏
は
、
 
 

「
作
品
研
究
（
求
塚
〉
 
」
で
貞
幸
二
年
の
松
井
本
に
触
れ
、
「
こ
れ
は
狂
言
方
 
 

の
手
で
行
わ
れ
た
工
夫
と
思
わ
れ
、
謡
曲
作
者
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
 
 

て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
様
の
内
容
が
筑
波
大
学
図
書
館
蔵
『
間
之
本
』
で
 
 

も
確
認
で
き
、
間
狂
言
の
後
半
で
「
籾
ハ
彼
者
共
巨
）
や
い
ん
の
が
う
に
よ
り
し
 
 

ゆ
ら
の
く
を
う
く
る
…
」
と
な
っ
て
お
り
、
後
場
で
修
羅
の
苦
を
受
け
る
の
は
 
 

二
人
の
男
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
虎
清
奥
書
『
間
・
風
 
 

流
伝
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
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求
塚
』
に
近
く
、
古
形
態
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
如
く
、
上
記
の
間
狂
言
の
本
文
を
尊
重
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
 
 

初
期
・
貞
享
年
間
の
 
『
求
塚
』
の
ア
イ
は
今
日
言
う
「
居
語
り
」
で
は
な
く
、
 
 

ま
た
後
場
で
地
獄
の
責
め
を
受
け
る
の
も
二
人
の
男
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
貞
享
年
間
の
大
蔵
流
及
び
江
戸
初
期
の
筑
波
大
学
図
 
 

書
館
蔵
の
間
之
本
は
、
内
容
が
 
『
大
和
物
語
』
に
非
常
に
近
い
上
、
資
料
的
に
 
 

観
阿
弥
・
世
阿
弥
時
代
ま
で
遡
れ
な
い
の
で
、
早
急
な
判
断
は
避
け
る
べ
き
で
 
 

あ
ろ
う
。
た
だ
、
何
れ
の
場
合
も
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
で
は
現
行
の
 
『
求
 
 

塚
』
本
文
と
前
後
関
係
が
成
り
立
た
な
い
。
更
に
は
、
二
人
の
男
の
対
立
を
含
 
 

ま
な
い
和
泉
流
の
間
狂
言
は
、
『
求
塚
』
と
前
後
関
係
が
う
ま
く
噛
み
合
う
が
、
 
 

寧
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
典
型
的
な
聞
狂
言
（
居
語
り
）
 
の
形
態
を
呈
し
て
お
り
、
 
 

完
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
時
代
が
下
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
求
塚
』
が
観
阿
弥
の
段
階
か
ら
夢
幻
能
で
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
。
 
 

先
に
も
若
干
触
れ
た
が
、
若
菜
摘
の
段
は
夢
幻
能
を
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
 
 

展
開
と
認
識
で
き
、
前
場
の
若
菜
描
の
段
の
存
在
に
よ
っ
て
夢
幻
能
と
し
て
の
 
 

類
型
に
収
ま
り
、
ま
た
複
式
能
と
し
て
後
場
へ
の
展
開
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
若
菜
描
の
段
は
『
敦
盛
』
第
三
段
の
問
答
と
は
ぼ
同
じ
 
 

構
造
に
な
っ
て
お
り
、
シ
テ
 
（
ツ
レ
）
と
ワ
キ
と
の
間
に
対
立
的
関
係
が
存
在
 
 

す
る
の
で
あ
る
。
「
…
所
ど
こ
ろ
の
有
様
に
も
、
な
ど
か
ほ
ご
覧
じ
知
ら
ざ
ら
 
 

ん
」
 
「
小
野
と
は
な
ど
や
知
ろ
し
め
さ
れ
ぬ
」
 
「
生
田
の
森
と
も
林
と
も
、
知
 
 

ら
ぬ
こ
と
を
な
間
は
せ
給
ひ
そ
」
な
ど
に
見
え
る
対
立
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
敦
盛
』
の
場
合
は
シ
テ
が
平
敦
盛
で
あ
り
、
 
 

ワ
キ
が
熊
谷
直
実
こ
と
蓮
生
法
師
で
あ
る
の
で
、
相
互
に
対
立
的
関
係
が
あ
っ
 
 

て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
求
塚
』
で
は
シ
テ
と
ワ
キ
が
対
立
的
関
 
 

係
で
あ
る
ペ
く
必
然
性
が
見
あ
た
ら
ず
、
シ
テ
は
後
場
で
ワ
ヰ
に
地
獄
の
責
め
 
 

か
ら
の
救
済
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
に
対
立
的
関
係
が
あ
る
の
は
不
 
 

自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
若
菜
摘
み
の
段
は
『
敦
盛
』
か
ら
応
用
、
或
は
、
 
 

転
用
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

表
氏
は
、
前
掲
の
 
『
能
楽
の
冥
』
で
、
『
求
壕
』
の
改
作
時
期
を
『
三
通
』
 
 

以
後
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
『
三
道
』
 
に
 
『
求
壕
』
 
 

の
曲
名
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
『
敦
盛
』
は
模
範
曲
と
し
て
そ
の
曲
名
が
挙
が
 
 

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
併
せ
て
、
『
五
音
』
で
の
後
場
［
上
ゲ
寄
］
が
亡
父
 
 

曲
で
あ
る
と
い
う
記
事
と
、
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
で
「
旅
人
の
、
通
 
 

さ
ま
た
げ
に
摘
む
も
の
は
、
生
田
の
小
野
の
若
菜
也
…
」
翌
と
、
『
求
塚
』
の
 
 

前
場
［
下
ゲ
寄
］
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
嘉
す
る
と
、
前
者
の
 
［
上
ゲ
 
 

苛
］
 
は
観
阿
弥
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
若
菜
摘
み
の
一
段
は
世
阿
弥
に
 
 

よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
求
塚
』
に
は
、
鬼
能
形
態
の
、
今
日
伝
わ
る
『
求
塚
』
よ
り
も
『
大
和
物
 
 

語
』
の
説
話
に
近
似
し
て
い
た
原
『
求
塚
』
が
存
在
し
た
。
そ
れ
を
世
阿
弥
が
 
 

シ
テ
中
心
主
義
を
基
本
と
す
る
夢
幻
能
に
改
作
す
る
段
階
で
「
賀
意
」
 
「
生
田
 
 

の
地
」
 
「
若
菜
摘
み
」
 
へ
と
展
開
さ
れ
る
一
連
の
ま
と
ま
り
に
『
敦
盛
』
第
三
 
 

段
の
構
造
を
取
入
れ
、
よ
り
本
説
に
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
二
人
の
男
の
対
立
 
 

を
シ
テ
で
あ
る
処
女
が
地
獄
の
責
め
を
受
け
る
と
い
う
展
開
に
変
え
た
。
そ
し
 
 

て
、
そ
の
背
景
に
は
、
二
人
の
男
の
対
立
の
梯
を
物
ま
ね
で
演
じ
る
写
実
的
で
 
 

凄
惨
な
も
の
か
ら
「
舞
歌
」
を
中
心
と
す
る
作
品
へ
の
 
「
再
反
」
、
即
ち
、
世
 
 

阿
弥
の
言
う
「
幽
玄
」
な
能
へ
の
変
遷
過
程
が
窺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
葉
上
』
横
道
萬
重
雄
・
表
章
校
注
、
岩
波
 
 

書
店
、
昭
和
五
九
年
。
特
に
注
し
な
い
限
り
謡
曲
本
文
は
同
書
に
よ
る
。
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（
2
）
 
『
観
世
』
昭
和
四
〇
年
一
月
号
。
『
能
楽
史
新
考
（
二
）
』
 
（
わ
ん
や
 
 

書
店
、
昭
和
六
一
年
）
所
収
に
よ
る
。
氏
は
こ
の
論
に
お
い
て
本
説
・
 
 

評
価
の
変
遷
な
ど
に
関
し
て
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
 
 

（
3
）
 
『
能
楽
鑑
賞
の
葉
』
四
〇
号
、
昭
和
五
七
年
十
二
月
、
「
能
楽
鑑
賞
の
 
 

会
」
発
行
。
『
能
楽
史
新
考
（
二
）
』
 
（
わ
ん
や
書
店
、
昭
和
六
一
年
）
 
 

に
「
作
品
研
究
 
（
求
塚
）
 
」
補
説
と
し
て
所
収
を
利
用
。
 
 

（
4
）
横
道
萬
望
雄
・
西
野
春
雄
・
羽
田
和
書
、
昭
和
六
二
年
、
岩
波
書
店
。
 
 

（
三
 
吉
作
能
の
作
者
と
作
品
）
 
 

（
5
）
 
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
義
幸
他
校
注
、
岩
波
書
店
、
昭
和
 
 

五
九
年
。
特
に
注
し
な
い
限
り
能
楽
論
に
関
す
る
本
文
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

（
6
）
 
「
菟
原
処
女
」
・
「
菟
原
娘
子
」
 
（
『
万
葉
集
』
）
、
「
菟
名
目
処
女
」
 
 

（
『
謡
曲
集
上
』
）
な
ど
、
様
々
な
表
記
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
謡
 
 

曲
集
上
』
の
 
「
 
（
菟
名
目
）
処
女
」
と
す
る
。
 
 

（
7
）
 
『
万
葉
集
』
 
の
歌
番
号
並
び
に
本
文
等
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
 
 

集
一
～
五
』
青
木
生
子
・
井
手
至
・
伊
藤
博
他
校
注
、
新
潮
社
、
昭
和
 
 

五
九
年
に
よ
る
。
以
後
、
特
に
出
典
を
示
さ
な
い
限
り
『
万
葉
集
』
関
 
 

係
の
本
文
等
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

（
8
）
 
（
『
万
葉
集
叢
書
』
第
八
瞬
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四
七
年
）
所
収
。
 
 

（
9
）
 
（
『
万
葉
集
叢
書
』
第
六
輯
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四
七
年
）
所
収
。
 
 

（
1
D
）
 
r
抽
中
抄
』
 
（
第
十
三
）
 
で
は
、
「
又
さ
～
だ
の
を
と
こ
、
う
ば
ら
を
 
 

と
▼
し
、
う
な
ひ
男
は
同
摂
津
国
の
男
の
名
欺
。
い
づ
み
の
男
は
ち
ぬ
の
 
 

男
也
。
う
な
ひ
を
と
め
、
う
ば
ら
を
と
め
、
あ
し
や
の
を
と
め
、
一
人
 
 

が
名
な
り
。
」
と
あ
る
。
当
時
、
既
に
こ
の
よ
う
な
混
同
が
起
こ
っ
て
 
 

い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
説
と
し
て
は
受
け
入
れ
難
い
。
 
 

（
1
1
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
阪
倉
篤
 
 

義
他
四
名
校
注
、
岩
波
書
店
 
昭
和
四
七
年
。
以
後
、
特
に
出
典
を
示
 
 

さ
な
い
限
り
『
大
和
物
語
』
本
文
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

（
は
）
 
こ
の
部
分
も
「
あ
る
旅
人
…
」
以
降
を
別
の
小
段
と
し
て
分
け
る
こ
と
 
 

も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
一
ま
と
ま
り
と
し
た
。
 
 

（
1
3
）
 
（
笠
間
叢
書
一
四
一
『
大
和
物
語
本
文
の
研
究
』
対
校
篇
、
本
多
伊
平
 
 

著
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
五
年
）
 
に
よ
る
と
、
「
も
と
め
づ
か
」
と
な
 
 

っ
て
い
る
伝
本
は
、
「
天
理
大
学
付
属
図
書
館
蔵
御
巫
氏
旧
蔵
本
」
 
「
 
 

鈴
鹿
三
七
氏
旧
蔵
本
」
 
「
久
曽
神
昇
氏
歳
勝
命
本
」
の
三
木
。
「
小
汀
 
 

利
得
氏
旧
蔵
伝
為
氏
筆
本
」
で
は
「
お
と
こ
づ
か
」
。
 
 

ま
た
、
『
抽
中
抄
』
 
（
第
十
三
）
 
に
は
「
を
と
め
 
（
を
）
も
と
め
と
 
 

書
歎
。
を
と
め
と
同
響
也
。
」
と
あ
り
、
「
書
」
 
「
≡
」
の
音
の
類
似
 
 

か
ら
起
因
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
 
 

『
万
葉
集
』
 
で
は
、
『
校
本
萬
薫
集
六
』
 
（
佐
佐
木
信
綱
他
編
、
岩
 
 

波
書
店
、
昭
和
五
四
年
）
 
に
も
「
求
壕
」
と
い
う
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
 
 

（
国
）
 
「
作
品
研
究
（
船
橋
）
 
」
小
田
幸
子
、
F
観
世
』
昭
和
四
八
年
十
二
月
。
 
 

但
し
、
『
求
壕
』
の
二
人
の
男
が
ツ
レ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
未
詳
。
 
 

（
1
5
）
拙
論
 
（
『
適
盛
』
論
－
そ
の
変
容
に
関
す
る
一
試
論
－
）
 
（
「
筑
波
大
 
 

学
平
家
部
会
論
集
第
一
集
」
、
筑
波
大
学
平
家
部
会
、
平
成
元
年
）
。
 
 

（
1
6
）
貞
幸
二
年
松
井
兵
右
衝
門
好
道
奥
書
『
間
之
本
』
 
（
法
政
大
学
能
楽
研
 
 

究
所
蔵
）
、
貞
享
四
年
鞍
貫
勘
四
郎
奥
書
『
聞
七
十
八
番
』
 
（
湾
山
文
 
 

庫
蔵
）
。
筑
波
大
学
図
書
館
蔵
本
は
貴
重
本
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
江
 
 

戸
初
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
泉
流
の
間
狂
言
は
『
狂
言
 
 

集
成
』
 
（
野
々
村
戒
三
他
、
能
楽
書
林
、
昭
和
四
九
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
7
）
 
『
求
塚
』
に
は
、
曲
名
を
「
若
菜
」
と
す
る
伝
本
も
複
数
あ
る
。
 
 

（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
研
究
科
学
生
）
 
 
 




