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一

　
垣
内
（
カ
イ
ト
）
は
思
い
の
ほ
か
こ
み
入
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
最
初
か

ら
も
し
こ
れ
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
ま
だ
し
ば
ら
く
は
手
を
着
け

ず
に
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
が
興
味
を
持
ち
始
め
た
動
機
は
、

（
一
）
垣
内
が
日
本
の
か
な
り
弘
い
区
域
に
わ
た
っ
て
、
分
布
し
て
い
る
事

実
ま
た
は
少
な
く
と
も
そ
の 
痕  
跡 
こ
ん
せ
き

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
気

づ
い
て
い
る
人
は
ま
だ
少
な
く
、
今
ま
で
に
発
表
せ
ら
れ
た
二
三
の
研
究
、

た
と
え
ば
小
川
、
中
山
、
野
村
氏
等
の
そ
れ
は
、
た
だ
あ
る
一
方
だ
け
の
現

象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
ぬ
ゆ
え
に
、
推
定
が
や
や
不
安
な
る
を
免
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れ
な
か
っ
た
。
今
幸
い
に
民
間
伝
承
の
会
の
、
各
地
の
同
志
の
協
力
が
得
ら

れ
た
な
ら
ば
、
新
た
な
る
資
料
が
お
い
お
い
に
出
現
し
て
、
比
較
が
可
能
に

な
り
、
よ
ほ
ど
確
実
に
近
い
事
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
一
つ
で
あ
る
。

（
二
）
次
に
は
中
世
以
前
の
垣
内
に
つ
い
て
は
、
や
や
豊
富
に
過
ぐ
と
い
う

ほ
ど
の
古
文
書
の
資
料
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
現
在
は
ま
だ
整
理
と
綜
合
が
進

ん
で
は
お
ら
ぬ
ら
し
い
。
そ
れ
を
民
俗
学
の
手
で
成
し
遂
げ
る
ま
で
は
望
み

が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
当
代
に
も
な
お
跡
を
引
い
て
い
る
不
審
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
な
ら
ば
、
自
然
に
文
書
史
学
の
興
味
を
刺
戟
す
る
こ
と

に
も
な
っ
て
、
双
方
か
ら
歩
み
寄
っ
て
、
こ
の
一
つ
の
未
墾
地
を
開
拓
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
。
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そ
れ
か
ら
今
一
つ
は
政
策
と
か
ら
み
合
っ
た
問
題
で
あ
る
が
、

（
三
）
新
時
代
の
農
地
制
度
に
お
い
て
は
、
農
場
の
単
位
と
い
う
こ
と
が
、

全
然
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
放
任
し
て
お

い
て
も
農
業
は
進
歩
し
、
国
の
生
産
計
画
は
立
つ
も
の
か
ど
う
か
。
そ
う
い

う
疑
問
に
答
え
る
が
た
め
に
も
、
一
通
り
は
今
ま
で
ど
う
し
て
い
た
か
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
何
よ
り
も
先
に
垣
内
と
い

う
も
の
の
成
立
と
、
こ
れ
が
次
第
に
農
村
生
活
の
表
相
か
ら
、
消
え
隠
れ
て

来
た
経
過
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
私
は
思
っ
た
。
最

近
山
口
弥
一
郎
君
等
の
手
に
よ
っ
て
調
査
せ
ら
れ
た
北
上
川
右
岸
の
農
村
地

帯
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
大
分
以
前
に
、
自
分
等
が 

一  

瞥 

い
ち
べ
つ

し
て
い
る
関

東
東
部
の
近
世
初
期
の
開
発
地
な
ど
に
は
、
以
前
の
垣
内
制
を
憶おも
わ
し
め
る
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よ
う
な
屋
敷
地
取
り
の
方
式
が
な
お
折
々
は
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
た
だ
単

な
る
因
習
の
持
続
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
実
は
ま
だ
活
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
時
世
に
相
応
し
た
幾
つ
か
の
補
充
訂
正
を
も

っ
て
、
さ
ら
に
未
来
の
可
能
性
を
討
究
す
べ
き
現
実
の
案
件
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
単
な
る
史
上
の
閑
題
目
と
し
て
、
空
し
く 

閑  

人 

か
ん
じ
ん

の
手
に
委
ゆ
だ

ね
去
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
二

　
垣
内
の
問
題
は
少
な
く
と
も
現
代
に
も
入
用
が
あ
る
。
か
り
に
将
来
の
村

構
成
に
、
こ
れ
を
利
用
し
得
る
と
い
う
ま
で
は
望
ま
れ
ぬ
と
し
て
も
、
何
ゆ
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え
に
こ
れ
が
幾
つ
か
の
改
造
を
経
つ
つ
も
、
今
ま
で
な
お
残
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
眼
前
の
不
審
で
あ
り
、
そ
の
疑
問
は
今
か
ら
で
も
こ
れ
を
釈と

く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
そ
の
方
法
は
民
俗
学
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今

ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
多
く
の
事
実
が
、
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
の
間

に
も
も
う
大
分
心
づ
か
れ
、
そ
れ
を
我
々
は
実
地
に
就つ
い
て
、
何
度
で
も
確

か
め
る
事
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
比
較
に
よ
っ
て
な
お
隠
れ
た
も
の

を
、
見
つ
け
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
自
分
等
が
当
初

予
想
し
て
い
た
の
は
、
垣
内
は
中
世
の
荘
園
解
体
期
を
世
盛
り
と
し
て
、
い

っ
た
ん
は
国
土
の
広
い
面
積
に
行
き
渡
っ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
後
よ
う
や
く

存
立
の
意
義
を
失
う
に
至
っ
た
け
れ
ど
も
、
別
に
根
こ
げ
に
変
更
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
必
要
も
な
か
っ
た
た
め
に
、
あ
る
も
の
は
名
を
存
し
、
ま
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た
は
外
形
の
一
部
ば
か
り
を
、
今
に
伝
え
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ほ
ん
の
一
部
の
比
較
に
よ
っ
て
、
こ
の
想
像
は
ほ

ぼ
覆
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
現
在
二
三
の
土
地
に
お
い
て
、
垣

内
の
特
徴
の
ご
と
く
見
ら
れ
て
い
る
事
実
が
、
と
も
に
中
世
の
垣
内
の
残
形

に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
い
た
本もと
の
姿
と
い
う
も
の
は
、

よ
ほ
ど 

茫  

漠 

ぼ
う
ば
く

と
し
て
把
捉
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
あ
る
一
つ
の
時
代
を
経
て
か
ら
後
も
、
土
地
の
事
情
に
よ
っ
て
さ

ら
に
次
々
の
成
長
を
し
て
い
る
と
見
る
の
で
な
け
れ
ば
、
証
明
の
で
き
な
い

変
化
が
い
ろ
い
ろ
と
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
上
毛
の
民
俗
』
の
最
近
の

活
字
号
に
、
列
挙
せ
ら
れ
た
記
事
な
ど
は
好
い
例
で
あ
っ
た
。
群
馬
県
は
各

郡
に
カ
イ
ト
と
い
う
地
域
名
が
多
く
、
こ
と
に
赤
城
あ
か
ぎ
山
の
周
囲
に
あ
る
も
の
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は
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
甲
の
村
で
は
畠
地
の
間
に
挟
ま
っ
た
水
田
の
一

区
が
カ
イ
ト
で
あ
り
、
乙
の
村
で
は
そ
れ
と
反
対
に
、
ま
わ
り
が
水
田
ば
か

り
の
中
に
や
や
小
高
い
一
か
た
ま
り
の
桑
畠
、
す
な
わ
ち
久
し
く
付
属
草
地

と
し
て
開
か
れ
ず
に
い
た
ら
し
い
土
地
だ
け
が
カ
イ
ト
で
あ
る
。
そ
う
か
と

思
う
と
、
ま
た
一
つ
の
村
に
は
田
畠
と
農
家
の
二
三
戸
を
合
せ
た
カ
イ
ト
が

あ
る
の
み
か
別
に
ま
た
山
間
未
開
の
家
も
田
畠
も
な
い
カ
イ
ト
も
一
方
に
は

あ
っ
て
、
単
に
土
地
の
一
区
劃
の
名
と
、
い
う
よ
り
以
上
に
は
定
義
し
得
ら

れ
な
い
現
在
の
状
態
で
あ
る
。
竹
田
君
が
近
頃
討
査
し
た
、
甲
州
西
山
の
奈

良
田
な
ど
で
は
、
た
だ  

常    

畠  

じ
ょ
う
ば
た

の
所
在
だ
け
が
カ
イ
ト
で
、
そ
れ
は
民
居

の
外
で
あ
り
、
田
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
ず
、
新
た
に
切
り
添
え
ら
れ
た
切
替

畑
も
ま
た
カ
イ
ト
と
は
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
隣
の
下
湯
島
の
方
に
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は
、
家
の
屋
号
の
何
垣
内
も
一
つ
あ
る
と
言
う
。
垣
内
の
中
心
地
の
ご
と
く

見
ら
れ
て
い
る
奈
良
、
和
歌
山
の
二
県
な
ど
も
、
村
の
小
部
落
を
意
味
す
る

カ
イ
ト
の
名
が
、
一
方
に
は
普
及
し
て
お
り
な
が
ら
、
同
時
に
個
々
の
民
家

の
多
く
の
も
の
が
、
今
も
通
称
何
カ
イ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
考
え
て

み
る
と
よ
ほ
ど
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
中
部
以
東
の
方
々
の
田
舎
に
お

い
て
、
家
か
ら
往
還
に
出
る
ま
で
の
少
し
の
通
路
を
、
カ
イ
ド
と
言
っ
て
い

る
例
が
多
い
の
も
、
今
で
は
垣
内
と
は
別
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
カ
イ
ド
グ
チ
と
い
う
者
が
あ
り
、
佐
渡
の
北
部
な
ど
で
も

家
の
前
の
広
場
を
、
カ
イ
ロ
（
カ
イ
ド
）
と
い
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ

れ
も
元
来
は
屋
敷
の
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
東
北
の
各
県
に
は
カ
ク
チ
と
い

う
語
が
あ
っ
て
、
通
例
は
家
の
背
後
を
い
う
よ
う
に
聴
え
る
が
、
こ
れ
も
土
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地
利
用
の
上
か
ら
、
こ
の
部
分
が
多
く
問
題
に
な
っ
た
だ
け
で
、
精くわ
し
く
い

え
ば
こ
れ
は
ソ
デ
カ
ク
チ
、
す
な
わ
ち
背
戸
の
カ
ク
チ
で
あ
り
、
カ
ク
チ
は

や
は
り
垣
内
で
、
屋
敷
全
体
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
文
字
や
言

葉
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
こ
う
解
す
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
ど
う
い
う
路
筋
を
通
っ
て
、
つ
い
に
今
見
る
ご
と
き
さ
ま
ざ
ま
の
内
容
を

も
つ
に
至
っ
た
か
。
問
題
の
中
心
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
三

　
で
き
る
だ
け
単
純
な
ま
た
わ
か
り
や
す
い
側
面
か
ら
、
近
よ
っ
て
行
く
習
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慣
を
我
々
の
間
で
は
付
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
む
つ
か
し
く
考
え
な
い
と
学

問
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
魯おろ
か
な
迷
信
か
ら
脱
出
す
る
手
始
め
に
、
ま

ず
こ
の
面
倒
く
さ
い
問
題
を
、
で
き
る
だ
け
素
朴
に
処
理
し
て
み
よ
う
。

　
全
国
各
時
代
の
垣
内
現
象
を
一
貫
し
て
、
最
も
著
し
い
共
通
点
は
何
か
と

言
う
と
、
私
は
個
々
の
垣
内
の
呼
び
名
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
い
文
書
に

そ
れ
は
数
多
く
、
ま
た
近
頃
の
地
名
採
集
に
も
お
い
お
い
と
出
て
来
る
が
、

そ
れ
に
は
争
う
べ
か
ら
ざ
る
古
今
の
類
似
が
あ
る
。
だ
い
た
い
に
こ
れ
を
三

通
り
の
命
名
法
に
、
分
け
て
み
る
こ
と
は
そ
う
無
理
で
は
な
い
。
そ
の
第
一

は
方
角
と
所
在
、
地
図
の
上
に
現
わ
さ
ず
と
も
お
お
よ
そ
は
配
置
が
わ
か
り
、

つ
ま
り
は
全
土
を
こ
と
ご
と
く
、
垣
内
に
分
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め

さ
せ
る
。
第
二
に
は
人
名
を
冠
す
る
も
の
、
こ
の
人
名
は
多
分
持
主
で
あ
っ
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て
、
折
々
は
改
称
も
あ
っ
た
か
し
ら
ぬ
が
、
た
い
て
い
は
始
め
て
そ
の
垣
内

を
設
定
し
た
日
を
記
念
し
て
い
る
。
単
な
る
人
名
も
土
地
に
と
っ
て
は
歴
史

だ
ろ
う
が
、
外
か
ら
窺
う
か
がう
こ
と
は
や
や
困
難
で
あ
る
。
眼
に
留
る
の
は
大
小

の
地
役
人
、
社
寺
の
従
属
者
の
他
に
、
鍛か
冶じ
垣
内
・
紺
屋
こ
う
や
垣
内
と
い
う
類
の

諸
職
の
名
が
多
い
。
村
に
彼
等
を
定
住
せ
し
め
る
に
は
、
何
か
収
益
の
保
障

が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
垣
内
が
一
つ
の
特
権
で
あ
っ
た
こ

と
も
少
し
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
う
少
し
事
実
を
集
め
た
上
で
な
い
と
、

は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
ま
だ
言
え
な
い
。

　
終
り
に
第
三
の
種
類
は
や
や
見
の
が
さ
れ
や
す
い
も
の
だ
が
、
垣
内
の
名

前
に
は
植
物
の
名
を
付
け
た
れ
い
が
多
く
、
そ
れ
も
自
然
に
生
い
茂
っ
た
も

の
よ
り
も
、
遠
く
か
ら
の
目
標
に
な
る
よ
う
な
樹
木
の
、
わ
ざ
わ
ざ
栽う
え
る
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か
伐き
り
残
さ
な
け
れ
ば
、
な
い
よ
う
な
も
の
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
あ
る
い
は
前
の
二
つ
と
と
も
に
、
垣
内
を
理
解
す
る
手
掛
り
に
な
ろ
う

か
と
思
う
。
垣
内
は
文
字
通
り
、
垣
で
囲
っ
た
土
地
の
区
劃
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
今
日
の 

生  

籬 

い
け
が
き

や
建 

仁 

寺 

垣 

け
ん
に
ん
じ
が
き

の
ご
と
き
、
労
費

の
か
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
気
づ
か
い
は
な
い
。
一
つ
の
垣
内
の
中
に
は
畠

も
あ
れ
ば
田
も
含
ま
れ
、
ま
た
し
ば
し
ば
未
開
・
未
測
量
の
荒
野
と
い
う
も

の
が
附
属
し
て
い
た
。
そ
れ
を
標
識
し
て
占
有
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
む

し
ろ
朽
ち
た
り
倒
れ
た
り
せ
ぬ
よ
う
な
、
立
木
を
見
通
し
に
残
す
方
が
便
利

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
最
初
は
事
に
よ
る
と
居
住
を
主
と
し
、
そ
れ
を
防
衛

す
る
た
め
の
垣
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
垣
津
田

か
き
つ
た

と
い
う
も
の
は
す
で
に

『
万
葉
集
』
の
頃
か
ら
あ
り
、
そ
れ
を
養
う
べ
き
池
の
堤
ま
で
が
用
意
せ
ら
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れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
稲
作
は
特
に
日
蔭
を
忌
み
、
ま
た
周
囲
に
や
や
広
い

草
地
を
存
す
る
こ
と
が
古
い
時
代
の
農
法
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題

を
考
え
て
み
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
用
意
し
て
か
か
る
べ
き
予
備
知
識
で
あ

る
。

　
始
め
て
カ
キ
ツ
ま
た
は
カ
キ
ウ
チ
と
い
う
言
葉
が
入
用
に
な
っ
た
時
と
、

こ
れ
が
一
つ
の
土
地
制
度
と
し
て
、
頻
々
と
文
書
の
上
に
そ
の
姿
を
現
わ
し

た
時
と
、
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
荘
園
の
例

で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
た
な
要
求
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
を
変
形
さ

せ
、
ま
た
は
そ
の
変
形
を
可
能
な
ら
し
め
た
事
情
が
、
次
々
と
加
わ
っ
て
来

た
ろ
う
と
、
思
わ
る
る
根
拠
は
幾
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
畠
作
農
業
の
生
産

力
の
加
わ
っ
て
来
た
な
ど
は
近
世
の
現
象
で
あ
っ
た
。
今
あ
る
作
物
に
は
輸
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入
の
歴
史
の
新
し
い
も
の
が
多
く
、
山
野
は
な
お
広
々
と
し
て
自
然
の
採
取

に
委ゆだ
ね
ら
れ
て
い
た
。
麦
の
普
及
を
勧
誘
し
た
あ
の
有
名
な
勅
令
が
出
た
の

は
、
平
安
京
の
初
め
頃
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
以
後
の
数
百
年
、

あ
る
い
は
千
年
を
越
え
る
ま
で
、
人
は
自
在
に
原
や
林
の
奥
に
入
っ
て
、
乱

暴
な
る
焼
作
り
を
続
け
、
粟あわ
稗ひえ
の
種
を
播ま
き
散
ら
し
て
、
五
年
三
年
の
食
料

を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
土
地
の
占
有
は
、
こ
の
方
面
に
お
い
て
は
甚

だ
し
く
意
義
が
薄
く
、
た
だ
田
圃
た
ん
ぼ
ば
か
り
を
あ
り
が
た
が
る
よ
う
な
気
風
は
、

今
だ
っ
て
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
垣
内
の
重
要
性
が
世
と
と
も
に
よ
う
や
く
加

わ
り
、
一
方
に
は
ま
た
少
し
ず
つ
、
そ
の
構
造
が
複
雑
に
な
っ
て
来
た
ろ
う

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
我
々
の
集
め
て
行
こ
う
と
す
る
資
料
に
よ
ら
な
く
と
も
、

こ
の
一
つ
の
点
か
ら
で
も
一
通
り
は
想
像
し
得
ら
れ
る
か
と
思
う
。
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四

　
し
か
し
民
俗
学
の
仕
事
と
し
て
は
、
こ
れ
は
た
だ
一
つ
の
見
当
と
い
う
べ

き
も
の
で
、
む
だ
な
労
力
を
省
く
た
め
に
、
な
る
た
け
こ
う
い
う
直
覚
を
粗

末
に
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
が
、
証
拠
と
し
て
は
必
ず
も
っ
と
精
確
な
一
つ
一
つ

の
事
実
を
求
め
る
。
そ
れ
が
ま
だ
現
在
は
出
揃
っ
た
と
は
言
え
ぬ
の
で
あ
る
。

カ
イ
ト
・
カ
イ
チ
と
い
う
類
の
言
葉
が
、
今
で
も
行
わ
れ
て
い
る
地
域
は
思

っ
た
よ
り
広
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
国
の
端
々
に
は
分
布
が
少
な
く
、
九

州
の
南
半
に
は
ま
だ
明
白
な
実
例
を
見
出
さ
ず
、
四
国
に
も
あ
る
と
い
う
だ

け
は
判
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
風
に
働
い
て
い
る
か
が
知
ら
れ
て
い
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な
い
。
東
北
に
は
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
カ
ク
チ
と
い
う
語
だ
け
は
た
し

か
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
屋
敷
地
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
内
容

を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
形
跡
は
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
他
の
土
地
で
も
、
あ

る
と
い
う
点
の
み
は
一
致
し
て
い
て
、
地
方
ご
と
の
異
同
が
か
な
り
著
し
い

の
で
あ
る
。
日
本
の
国
内
移
住
は
中
古
に
お
い
て
相
応
に
活
溌
だ
っ
た
か
ら
、

い
っ
た
ん
は
国
土
の
大
部
分
に
こ
の
制
度
は
普
遍
し
て
い
た
の
が
、
年
経
て

思
い
思
い
の
変
化
退
縮
の
途みち
を
辿たど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
最
初
か

ら
ま
だ
劃
一
の
状
態
に
ま
で
は
達
し
得
ず
、
依
然
と
し
て
、
今
も
各
自
の
段

階
に
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
史
の 

闡  

明 

せ
ん
め
い

に
は
必
ず
し
も

勇
敢
な
ら
ず
、
た
い
て
い
の
史
学
者
の
断
定
に
い
つ
も
警
戒
し
て
い
る
私
た

ち
で
は
あ
る
が
、
も
し
幸
い
に
し
て
こ
の
第
二
の
推
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
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ば
、
こ
こ
で
は
偶
然
に
も
中
央
文
化
の
、
も
う
一
つ
以
前
の
状
態
が
窺
い
得

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
上
手
に
問
題
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
で
き

る
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
に
は
興
味
あ

り
、
ま
た
記
述
し
て
お
く
は
り
あ
い
が
あ
る
。
そ
う
し
て
関
敬
吾
君
な
ど
の

い
う
地
誌
的
方
法
（
メ
ト
ー
ド
・
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
）
が
、
大
い
に
活

躍
し
得
る
余
地
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

　
薩
隅
地
方
の
中
世
文
書
を
見
て
い
る
と
、
あ
の
地
方
に
は
垣
内
と
い
う
名

目
は
ほ
と
ん
と
見
当
ら
な
く
て
、
こ
れ
に
代
る
と
お
ぼ
し
き
薗
（
ソ
ノ
ま
た

19



は
ソ
ン
）
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
出
て
来
る
。
そ
う
し
て
ま
た
現
在
の
地
名

に
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
居
薗
（
イ
ソ
ノ
）
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る
の
を
見
る
と
、
居
薗
に
あ
ら
ざ
る
も
の
す
な
わ
ち
人
の
居
住
に
供
せ
ら

れ
な
い
園
が
も
う
で
き
て
い
た
こ
と
は
、
中
世
近
畿
の
垣
内
と
同
じ
か
っ
た

ら
し
い
が
、
こ
の
点
は
少
な
く
と
も
一
つ
の
進
化
で
あ
る
。
人
も
知
る
ご
と

く
、
初
期
の
公
地
法
で
は
園
と
宅
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
ま
た
二
つ
の
も
の

は
同
じ
待
遇
を
受
け
て
い
た
。
家
屋
の
周
辺
に
附
属
し
た
苑
地
え
ん
ち
は
用
途
も
少

な
く
、
従
っ
て
ま
た
面
積
も
わ
ず
か
な
も
の
だ
っ
た
。
『
延
喜
式
』
に
出
て

い
る
貴
人
の
菜
園
で
も
、
こ
こ
で
栽
培
す
べ
き
作
物
は
い
く
ら
も
な
い
。
多

分
は
家
用
の
麻
を
播ま
き
、
ま
た
時
と
し
て
数
株
の
桑
を
栽
え
て
お
く
く
ら
い

の
も
の
で
、
家
と
の
関
係
は
飲
水
の
井
戸
や
、
庭
の
飛
石
な
ど
と
近
い
も
の
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だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
畠
作
需
要
の
増
進
に
つ
れ
て
、
ま
ず
新
た

に
設
け
ら
れ
る
大
家
族
の
屋
敷
地
が
拡
大
し
、
そ
れ
を
制
限
す
る
法
令
が
必

要
と
な
り
、
一
方
に
は
ま
た
こ
れ
を
一
つ
の
特
権
と
し
て
、
生
産
増
加
の
政

策
に
利
用
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
荘
園
の
場
合
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
園
に
田
地
を
包
容
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
た
新
た
な
る
一
段
の
変
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
家

を
構
え
ん
が
た
め
の
附
属
の
園
地
で
は
な
し
に
、
畠
を
作
る
が
た
め
に
便
宜

の
居
住
地
を
求
め
る
と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
少
し
ず
つ
の
稲
作
適
地
が
見
出

さ
れ
る
。
そ
う
し
て
水
田
の
増
加
は
さ
ら
に
よ
り
多
く
望
ま
し
い
も
の
で
あ

っ
た
ゆ
え
に
、
垣
内
は
お
い
お
い
に
そ
の
方
面
に
も
伸
び
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
も
垣
内
に
は
畠
が
最
も
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
垣
内
の
田
と
い
う
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も
の
も
決
し
て
稀まれ
で
は
な
い
。
そ
れ
が
わ
ず
か
な
面
積
だ
け
引
き
離
さ
れ
て
、

売
買
寄
進
せ
ら
れ
る
実
例
が
数
を
増
し
て
、
後
に
は
垣
内
が
田
の
所
在
を
示

す
地
区
名
で
あ
る
か
の
ご
と
き
、
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
も
の
か
と
見
ら
れ

る
。
つ
ま
り
は
こ
う
い
っ
た
中
頃
の
変
化
が
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
現
在
の
各
地

の
垣
内
は
、
一
段
と
説
明
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
六

　
垣
内
の
創
設
者
は
個
人
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
一
括
し
て
処
分
し

た
と
い
う
文
書
は
我
々
の
捜
し
て
み
た
限
り
に
お
い
て
は
い
た
っ
て
数
が
少

な
い
。
多
分
は
堺
が
漠
と
し
て
い
た
の
で
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
り
、
ま
た
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そ
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
の
権
利
が
挟
ま
り
入
り
組
ん
で
、
始
末
が
し
に
く
く

な
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
し
た
中
に
お
い
て
も
我
々
に
気
づ

か
れ
る
こ
と
は
、
紀
州
や
大
和
の
垣
内
に
は
家
地
田
畑
以
外
に
、
必
ず
荒
野

と
い
う
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
み
か
、
一
部
の
田
畠
を 

沽  

却 

こ
き
ゃ
く

す
る
場
合

に
も
、
慣
習
と
し
て
野
地
を
取
り
添
え
た
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
時
と
し

て
そ
の
対
価
の
非
常
に
高
い
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
の
は
垣
内

本
来
の
性
質
で
な
く
、
つ
ま
り
は
墾
田
奨
励
の
仮
装
的
な
政
策
に
よ
っ
て
、

こ
れ
が
一
種
の
開
発
権
の
別
名
と
な
っ
て
来
た
の
で
、
こ
の
点
は
や
や
大
小

前
後
の
差
こ
そ
あ
れ
、
荘
園
そ
の
物
の
発
達
と
よ
く
似
て
い
る
。
否
あ
る
い

は
荘
園
と
い
う
も
の
の
日
本
名
が
、
も
と
は
カ
キ
ツ
ま
た
は
垣
内
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
荘
も
田
舎
に
あ
る
持
家
の
こ
と
で
あ
り
そ
の
中
に
は
、
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神かむ
な
び
の
清
き
御
田
屋
の
垣
津
田
の
…
…
…
と
い
っ
た
よ
う
に
、
神
の
田
を

作
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
他
の
多
く
は
臨
時
の
滞
留
の

用
意
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
計
画
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
荘

家
は
た
だ
管
理
者
の
占
拠
す
る
所
と
な
っ
た
。
そ
の
御
田
屋
（
オ
タ
ヤ
）
の

遺
風
は
南
部
領
な
ど
に
久
し
く
存
し
、
飛ひ
騨だ
の
高
山
の
周
囲
に
も
、
そ
の
名

称
だ
け
は
こ
の
ご
ろ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
さ
ま
で
の
政
治
的
煩
累
に
も
な

ら
ず
に
、
小
さ
く
保
存
せ
ら
れ
て
い
た
の
が
垣
内
だ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

弊
害
と
由
来
と
を
混
同
し
て
、
ま
ず
名
称
を
毛
ぎ
ら
い
す
る
よ
う
な
あ
わ
て

者
た
ち
と
は
、
こ
の
問
題
を
話
し
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
今
で
は
過
ぎ
去
っ
た
必
要
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
垣
内
は
も
と
一
つ
の

農
村
の
成
長
力
で
あ
っ
た
。
古
く
開
け
た
村
に
は
垣
内
が
な
く
、
新
ら
し
い
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土
地
で
も
全
部
が
垣
内
に
は
分
割
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
垣
内
の
あ
る
所
は
た

い
て
い
は
片
端
に
偏
し
て
、
古
く
か
ら
の
イ
ナ
カ
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
こ

れ
を
設
け
た
た
め
に
人
は
働
く
場
処
を
得
、
食
料
の
補
給
を
外
に
仰
ぎ
、
ま

た
は
行
方
も
な
く
外
に
散
っ
て
し
ま
わ
ず
に
す
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も

細
小
農
の
分
裂
は
行
わ
れ
た
が
、
垣
内
山
の
存
在
は
な
お
一
つ
の
余
裕
で
あ

っ
て
、
他
に
比
べ
る
と
共
住
者
の
相
助
が
や
や
容
易
に
行
わ
れ
、
大
地
主
の

圧
迫
は
垣
内
以
外
の
地
よ
り
も
少
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
現
在
も
な
お

続
い
て
い
る
部
落
組
織
は
、
多
く
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
発
明
ら
し
く
、

そ
れ
も
将
来
を
支
配
す
る
ま
で
の
力
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
少
し
手
を
掛

け
た
ら
日
本
再
建
の
、
足
場
ぐ
ら
い
は
得
ら
れ
よ
う
。
と
も
か
く
も
今
は
ま

ち
が
い
は
な
い
知
識
を
、
ち
っ
と
で
も
多
く
積
み
貯
え
て
お
き
た
い
。
そ
う
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し
て
民
間
伝
承
の
会
な
ら
ば
そ
れ
は
で
き
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　
○
ど
う
い
う
点
に
注
意
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
質
問
が
方
々
か
ら
来
る
。

　
　
そ
の
答
え
に
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
自
分
の
興
味
を

　
　
引
か
れ
る
こ
と
を
、
少
し
ず
つ
書
き
並
べ
て
み
る
。
結
局
は
垣
内
ま
た

　
　
は
カ
イ
ト
・
カ
イ
チ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
そ
れ
が
こ

　
　
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
片
端
で
も
わ
か
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、

　
　
お
い
お
い
と
集
め
て
比
べ
て
み
な
い
と
、
力
の
入
れ
ど
こ
ろ
が
き
め
ら

　
　
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
次
に
は
今
ま
で
に
わ
か
っ
て
来
た
各
地
の
事

　
　
実
を
、
少
し
ず
つ
整
理
し
て
行
く
計
画
が
あ
る
。
疑
問
は
そ
れ
に
基
づ

　
　
い
て
ま
た
新
た
に
生
れ
出
る
こ
と
だ
ろ
う
。
屋
敷
ま
た
は
家や
地ち
と
い
う

　
　
の
と
、
垣
内
と
の
関
係
を
ま
ず
考
え
て
み
る
の
が
順
序
で
は
な
い
か
と
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思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
民
間
伝
承
」
昭
和
二
十
三
年
九
月
）
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ク
ポ
ー

校
正
：
み
き
た

2017

年6

月25

日
作
成
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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