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一

志
賀
の
鼻
を
出
離
れ
て
も
、
内
海
と
か
は
ら
ぬ
静
か
な
凪
ぎ
で
あ
つ
た
。
舳
の
向
き
加
減
で
時
た
ま
さ
し

替
る
光
り
を
、
蝙
蝠
傘
に
調
節
し
て
よ
け
な
が
ら
、
玄
海
の
空
に
ま
つ
直
に
昇
る
船
の
煙
に
、
目
を
凝
し

て
ゐ
た
。
艫
の
ふ
な
べ
り
枕
に
寝
て
ゐ
て
、
し
ぶ
き
一
雫
う
け
ぬ
位
で
あ
る
。
時
々
、
首
を
擡
げ
て
見
や

る
と
、 

壱  

州 

イ
シ
ユ
ウ

ら
し
い 
海  
神 
ワ
タ
ツ
ミ

の
頭
飾
カ
ザ
シ
の
島
が
、
段
々
寄ガ
生ウ
貝ナ
に
な
り
、
鵜
の
鳥
に
な
り
し
て
、
や
つ
と

其
国
ら
し
い
姿
に
整
う
て
来
た
。
あ
の
波ハ
止ト
場バ
を
、
此
発
動
機
の
姉アネ
さ
ん
の
様
な
、
巡
航
汽
船
が
出
て
か

ら
、
も
う
三
時
間
も
経
つ
て
ゐ
る
。 
大  

海 
オ
ホ
ウ
ミ

の
中
に
ぽ
つ
ん
と
産
み
棄
て
ら
れ
た
様
な
様
子
が
「  

天    

ア
メ
ノ
ヒ

一    

柱  

ト
ツ
バ
シ
ラ

」
と
言
ふ
島
の
古
名
に
、
如
何
に
も
ふ
さ
は
し
い
と
い
ふ
聯
想
と
、
幽
か
な
感
傷
と
を
導
い
た
。

土
用
過
ぎ
の
日
の
、
傾
き
加
減
に
な
つ
て
か
ら
、
波
ば
か
り
ぎ
ら
〳
〵
光
る
、 

蘆 

辺 

浦 

ア
シ
ベ
ウ
ラ

に
這
入
つ
た
。

目
の
醍
め
た
瞬
間
、
ほ
か
に
も
荷
役
に
寄
つ
た
蒸
汽
が
あ
る
の
か
と
思
う
た
。
そ
れ
程
、
が
ら
に
な
い
太

い
汽
笛
を
響
し
て
、
前
岸
の
瀬
戸
の
浜
へ
か
け
て
、
は
し
け
の
客
を
促
し
て
居
る
。
博
多
か
ら
油
照
り
の

船
路
に
、
乗
り
倦アグ
ね
た
人
々
は
、
ま
だ 

郷 

野 

浦 

ガ
ウ
ノ
ウ
ラ

行
き
の
自
動
車
の
間
に
は
合
ふ
だ
ら
う
か
な
ど
ゝ
案
じ

な
が
ら
も
、
や
つ
ぱ
り
お
り
て
行
つ
た
。
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島
に
も
か
う
し
た
閑
雅
が
見
出
さ
れ
る
か
と
、
行
か
ぬ
先
か
ら
壱
岐
び
と
に
親
し
み
と
、
豊
か
な
期
待
を

持
た
せ
ら
れ
た
の
は
、
先
の
程
ま
で
、
私
の
近
く
に
小
半
日
む
っ
つ
り
と
波
ば
か
り
眺
め
て
居
た
少
年
で

あ
つ
た
。
福
岡
大
学
病
院
の
札
の
つ
い
た
薬
瓶
を
持
つ
て
居
る
様
だ
か
ら
、
多
分
、
投
げ
出
し
て
居
た
、

そ
の
繃
帯
し
た
脚
の
手
術
を
受
け
に
行
つ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
膝
き
り
の 

白 

飛 

白 

シ
ロ
ガ
ス
リ

の
筒
袖
に
、
ぱ
ん

つ
の
様
な
物
を
つ
け
て
、
腰
を
瓢
箪
く
び
り
に
皮
帯
で
締
め
て
ゐ
た
。
十
六
七
だ
ら
う
。
日
に
も
焦
け
て

居
な
い
。
頬
は
落
ち
て
居
る
が
、
薄
い
感
じ
の
皮
膚
に
、
少
年
期
の
末
を
印
象
す
る
億
劫
さ
う
な
瞳
が
、

で
も
、
真
黒
に
瞬
い
て
ゐ
た
。
船
室
へ
乗
り
あ
ひ
の
衆
が
お
り
て
行
つ
て
後
も
、
前
後
四
時
間
か
う
し
て

無
言
に
青
空
ば
か
り
仰
い
で
ゐ
る
私
の
側ソバ
に
、
海
の
面
き
り
眺
め
て
ゐ
た
。

時
々
頭
を
擡モタ
げ
る
と
、
い
つ
も
此
少
年
の
目
に
触
れ
た
。
大
学
病
院
へ
通
つ
て
ゐ
ま
し
た
か
、
ぐ
ら
ゐ
の

話
を
、
人
み
し
り
す
る
私
で
も
し
か
け
て
見
た
く
な
つ
た
程
、
好
感
に
充
ち
た
無
言
ム
ゴ
ン
の
行
ギ
ヤ
ウで
あ
つ
た
。
島

の
村
々
を
、
※
・
干
し
鰒
買
ひ
集
め
に
、
自
転
車
で
廻
る
小
さ
い
海
産
物
屋
の
息
子
で
、
丁
稚
替
り
を
さ

せ
ら
れ
て
ゐ
る
、
と
言
つ
た
風
の
姿
で
あ
る
。
其
で
ゐ
て
、
沖
縄
に
四
十
日
ゐ
て
、
渋
紙
か
ら
目
だ
け
出

し
て
ゐ
る
様
な
、
頬
骨
の
出
張
つ
た
、
人
を
嘲
る
様
に
歯
並
み
の
白
く
揃
う
た
男
女
の
顔
ば
か
り
見
て
暮

し
た
目
の
せ
ゐ
か
、
東
京
の
教
養
あ
る
若
者
に
も
、
ち
よ
つ
と
な
い
静
け
さ
だ
と
思
つ
た
。
な
る
程
、
壱

岐
に
は
京
・
大
阪
の
好
い
血
の
流
れ
が
通
う
て
ゐ
る
。
早
合
点
に
、
私
は
予
定
の
二ハ
十ツ
日カ
は
、
気
持
ち
よ
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く
、
島
人
と
物
を
言
ひ
合
ふ
事
の
出
来
さ
う
な
気
を
起
し
て
ゐ
た
。

此
島
で
は
、
つ
ひ
七
十
年
前
ま
で
、
上
方
の
都
へ
の
消
息
に
「
も
し
ほ
た
れ
つ
ゝ
」
わ
び
し
い
光
陰
の
過

し
難
さ
を
訴
へ
て
や
つ
た
人
た
ち
が
住
ん
で
ゐ
た
。
「 

愍 

然 

想 

リ
ン
ギ
ヨ
ギ
ヤ
つ
て
く
れ
召メ
せ
や
」
と
磯
藻
の
様
に
な

づ
さ
ひ
寄
る
濃
い
情
ナ
サ
ケに
、
欠
伸
を
忘
れ
る
暇
も
あ
つ
た
。
幾
代
の
、
さ
う
し
た
教
養
あ
る
流
さ
れ
人
の
、

潮
風
あ
た
る
石
塔
に
は
、
今
も
香
花
を
絶
さ
ぬ
血
筋
が
残
つ
て
ゐ
る
。
此
静
か
な
目
は
、
海ア
部マ
や
、
寄    

ヨ
リ
ビ

 

百     

姓  

ヤ
ク
シ
ヤ
ウ

の
心
理
を
つ
き
と
め
て
も
、
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
。
「
島
の
人
生
」
に
人
道
の
憂

ひ
を
齎
し
た
流
人
ル
ニ
ン
た
ち
は
、
所
在
な
さ
と
人
懐
し
み
と
後
悔
の
せ
つ
な
さ
と
を
、
ま
づ
深
く
感
じ
、
此
を

無
為
の
島
人
に
伝
へ
た
で
あ
ら
う
。

此
島
人
が
信
じ
て
ゐ
る
最
初
の
や
ら
は
れ
人
百
合
若

ユ
リ
ワ
カ

大
臣
以
来
、
島
の
南
に
向
い
た
崎
々
に
は
、
ど
の
岩

も
此
岩
も
、
思
ひ
入
つ
た
目
に
に
じ
む
雫
で
、
濡
れ
な
か
つ
た
の
は
な
か
ら
う
。
都
び
と
に
は
概
念
で
あ

つ
た
「
も
の
ゝ
あ
は
れ
」
は
、
沖
の
小
島
の
人
の
頭
に
は
、
実
感
と
し
て
生
き
て
ゐ
た
。
少
年
の
思
ひ
深

げ
な
潤
ん
だ
瞳
は
、 

物  

成 

モ
ノ
ナ
リ

の
と
り
立
て
に
せ
つ
か
れ
た
ゞ
け
で
は
、
島
の
世
間
に
現
れ
よ
う
が
な
か
つ

た
。
其
は
憧
れ
に
於
て
恋
の
如
く
、
う
ち
出
し
た
い
事
に
於
て
は
文
学
を
生
む
心
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ

る
。

だ
が
、
其
が
民
謡
の
形
と
な
る
に
は
、
別
の
事
情
が
入
り
用
で
あ
つ
た
。
島
に
は
其
要
件
が
調
う
て
ゐ
な
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か
つ
た
。
島
の
開
発
は
、
わ
り
あ
ひ
に
遅
れ
て
ゐ
た
。
唄
も
楽
器
も
踊
り
も
、
地
方
ヂ
カ
タ
で
十
分 

芸  

道 

ゲ
イ
タ
ウ

化
し

た
時
代
で
あ
つ
た
。
特
殊
な
伝
統
も
な
い
島
の
芸
術
は
、
皆
、
百
姓
と
共
に
寄
つ
て
来
た
。
祭
礼
も
宴
会

も
儀
式
も
、
必
し
も
歌
謡
を
要
せ
な
く
な
つ
た
時
代
に
始
ま
つ
た
文
明
は
、
後
々
ま
で
も
、
固
有
の
歌
を

生
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
動
機
も
あ
り
、
欲
求
も
あ
つ
て
、
其
様
式
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
地
方
ヂ
カ
タ
か
ら

伝
は
る
唄
を
謳
ふ
位
で
は
、
其
が
新
し
い
音
楽
を
孕
み
、
文
学
を
生
み
落
す
懸
け
声
に
は
な
ら
な
か
つ
た
。

悲
し
ん
で
も
、
其
を
発
散
さ
せ
る
歌
も
な
い
心
は
、
愈
、
瞳
を
黒
く
し
た
。
夏
霞
の
底
に
動
か
ぬ
島
山
の

木
立
の
色
の
様
に
、
静
か
に
沈
ん
で
、
凝
つ
て
行
つ
た
。

八
木
節
の
は
や
つ
た
年
で
あ
つ
た
。
又
、
私
も
「
か
れ
す
ゝ
き
」
の
は
や
り
唄
を
、
二
三
日
前
、
長
崎
の

町
で
聞
い
た
時
分
で
あ
つ
た
。
心
の
底
に
湧
き
立
つ
雲
の
様
な
調
子
を
、
小
唄
の
拍
子
に
で
も
表
さ
ね
ば
、

や
り
場
の
な
い
様
な
気
分
の
年
配
で
あ
る
。
ま
だ
病
後
の
を﹅
つ﹅
く﹅
う﹅
さ
が
残
つ
て
ゐ
る
の
か
と
思
ふ
と
、

尠
く
と
も
目
を
あ
げ
た
顔
に
は
、
一
面
、
若
い
快
さ
を
湛
へ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
舷
ふ
な
べ
りに
か
け
た
腕
も
、

投
げ
る
脚
、
折
り
立
て
た
膝
も
、
す
べ
て
白
飛
白
が
身
に
叶
ふ
如
く
さ
つ
ぱ
り
と
、
皮
帯
の
き
り
ゝ
と
し

た
如
く
凜
と
し
て
居
る
。
よ
い
家
・
よ
い
村
・
よ
い
社
会
を
思
は
せ
る
純
良
な
、
少
年
の
身
の
こ
な
し
、

潤
ん
だ
目
に
、
ま
づ
島
人
の
感
情
と
礼
譲
と
を
測
定
し
た
事
で
あ
つ
た
。

私
の
空
想
が
、
と
ん
で
も
な
い
方
へ
行
つ
て
ゐ
る
間
に
、
此
若
者
の
姿
が
見
え
な
く
な
つ
た
。 

艙  

牕 

ふ
な
ま
ど

の
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下
か
ら
、
両
方
へ
漕
ぎ
別
れ
て
行
つ
た
二
艘
の
一
つ
に
、
黒
瞳
の
子
は
薬
瓶
の
は
ん
け
ち
の
包
み
を
さ
げ

て
、
立
つ
て
ゐ
る
。
瀬
戸
の
岸
へ
帰
る
の
だ
。
此
島
に
ゐ
る
間
に
、
復
此
壱
岐
び
と
の
内
界
を
代
表
し
た

目
の
主
に
、
行
き
会
ふ
こ
と
も
あ
る
だ
ら
う
か
。
幾
年
に
も
な
い
若
々
し
い
詩
人
見
た
い
な
感
情
を
お
こ

し
て
居
る
と
、
旅
の
心
が
し
め
つ
ぽ
く
な
つ
て
来
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
よ
し
に
し
て
、
ま
あ
初
め
て
目
に

入
る
、
島
国
の
土
地
の
印
象
を
、
十
分
に
と
り
込
ま
う
。

　
　
　
　
　
二

裏
か
ら
見
た
港
の
町
の
寂
し
い
屋
並
み
の
上
に
、
夏
枯
れ
色
の
高
い
岡
が
、
か
ぶ
さ
り
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。

艮ウシ
ト
ラ
が
受
け
た 

山  

陰 

ヤ
マ
カ
ゲ

の
海
村
に
は
、
稍
お
ん
も
り
と
陰カゲ
り
が
さ
し
て
来
た
。
ま
だ
暗
く
な
る
時
間
で
は
な

い
が
と
蒞ノゾ
き
こ
む
機
関
室
の
ぼ
ん
〳
〵
時
計
は
、
五
時
に
大
分
近
よ
つ
た
と
言
ふ
ま
で
ゞ
あ
る
。
少
し
雲

の
出
て
来
た
様
子
で
、 

蹄 

鉄 

形 

カ
ナ
グ
ツ
ガ
タ
の
入
り
海
の
向
う
側
の
鼻
の
続
き
の
漁
師
レ
フ
シ
村
は
、
ま
と
も
に
日
を
受
け

て
、
か
ん
〳
〵
と
照
ら
さ
れ
出
し
た
。
此
黄
い
ろ
い
草
の
岡
に
も
、
強
い
横
日
が
さ
し
て
来
た
。
其
山
の

上
へ
、
白
い
道
が
う
ね
〳
〵
と
登
つ
て
行
つ
て
居
り
、
ぽ
つ
〳
〵
と
小
さ
な
墓
が
散
ら
ば
つ
て
見
え
る
。

二
三
个
処
、
旧
盆
過
ぎ
て
、
ま
だ
な
ご
り
の
墓
飾
り
が
ち
ら
〳
〵
す
る
。
絵
巻
物
の
ま
ゝ
の
塔
婆
の
目
に
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入
る
の
も
、
な
ほ
此
海
島
に
続
い
て
ゐ
る
、
古
風
に
ひ
そ
や
か
な
生
活
を
思
は
せ
顔
で
あ
る
。
其
阪
道
を
、

自
転
車
が
一
台
乗
り
お
ろ
し
て
来
た
。
あ
の
上
は
台
地
だ
と
言
ふ
事
が
察
せ
ら
れ
る
。
此
が
十
分
二
十
分

と
は
言
は
な
い
間
、
見
上
げ
て
居
た
高
台
の
崖
の
側
面
の
村
の
全
面
に
動
い
た
物
の
、
唯
一
つ
で
あ
る
。

か
う
思
う
て
来
る
と
、
島
の
社
会
の
幽カソ
け
さ
に
、
心
の
は
り
つ
め
て
来
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

花
や
か
な
色
で
隈
ど
つ
た
船
が
二
艘
、
大
分
離
れ
て
、
碇
を
卸
し
て
ゐ
る
の
は
、
烏
賊
釣
り
に
来
て
ゐ
る

天
草
の
家
船
エ
ン
ベ
だ
、
と
教
へ
て
く
れ
た
。
其
は
、
機
関
の
湯
を
舷
に
汲
み
出
し
て
、
黒
い
素
肌
を
流
し
て
居

る
船
員
の
心
切
ぶ
り
だ
。
出
稼
ぎ
に
来
て
、
近
海
で
獲
つ
た
魚
類
は
、
皆
壱
州
の
三
つ
浦
　
　
郷
野
浦
・

勝
本
と
此
蘆
辺
　
　
で
捌
い
て
、
金
に
換
へ
る
。
其
で
、
目
あ
て
の
獲
物
が
脇
の
方
へ
廻
る
時
分
に
な
る

と
、
対
馬
へ
な
り
、
地
方
ヂ
カ
タ
へ
な
り
行
つ
て
、
復
そ
こ
で
稼
ぐ
。
壱
岐
の
れ﹅
ふ﹅
し﹅
ゐ
る
の
は
、
蜑
の
村
の
人

た
ち
で
あ
る
。
其
で
も
近
年
は
、
朝
鮮
近
海
へ
出
て
行
く
者
も
出
来
た
。

こ
ん
な
話
を
聴
い
て
ゐ
る
中
に
、
地
方
行
き
の
荷
役
を
す
ま
せ
、
き
ま
つ
た
時
間
の
あ
り
だ
け
、
悠
々
と

息
を
入
れ
て
ゐ
た
火
夫
は
、
な
た
豆
の
き﹅
せ﹅
る﹅
を
た
ば
こ
入
れ
に
挿
ん
で
、
立
ち
上
つ
た
。

海
鴉
と
言
ふ
鳶
に
似
た
鳥
が
、
蚊
を
見
る
様
に
飛
び
違
ふ
中
を
、
ほ
と
〳
〵
と
汽
鑵
の
音
立
て
ゝ
、
磯
伝

ひ
に
、
島
を
南
に
さ
が
つ
て
行
つ
た
。
ひ
や
つ
い
て
来
た
の
は
、
風
が
少
し
出
た
の
で
あ
る
。
船
の
大
分

横
ぶ﹅
れ﹅
し
出
し
た
の
は
、
波
が
立
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
今
晩
あ
た
り
は
一
荒
ヒ
ト
ア
れ
来
る
か
な
あ
な
ど
ゝ
、
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ま
だ
船
に
残
つ
て
ゐ
た
客
は
、
あ
が
る
支
度
を
整
へ
て
、
甲
板
へ
出
て
来
て
、
噂
し
あ
う
た
。

島
の
東
岸
、
箱
崎
・
筒
城キ
の
磯
に
は
、
黒
い
岩
と
、
灌
木
の
青
葉
と
、
風
に
断キ
れ
〳
〵
に
な
つ
て
、
木
の

間
に
動
く
日
の
光
り
と
が
、
既
に
、 

夕  

陽 

ユ
フ
カ
ゲ

を
催
し
て
ゐ
た
。
日
が
ち
り
／
″
＼
に
縮
ま
つ
て
、
波
も
沈

ん
だ
色
に
見
え
出
す
頃
、 

金 

白 

礁 

カ
ナ
シ
ロ
セ

の
薄
雪
の
か
ゝ
つ
た
様
な
岩
肌
が
、
か
つ
き
り
と
、
目
の
前
に
浮
ん

で
来
た
。
他タ
国ビ
か
ら
来
た
人
と
見
て
、
慇
懃
に
、
さ
つ
き
か
ら
色
々
な
話
を
持
ち
か
け
て
来
る
六
十
恰
好

の
夏
外
套
着
た
紳
士
は
、
白
い
髭
を
片
手
間
に
し
ご
い
て
ゐ
る
。
此
金
白
礁
と
い
ふ
岩
は
、
壱
州
の
廻
り

に
幾
つ
も
あ
る
。
海
の
中
に
つ
き
出
た
黒
い
岩
な
ど
が
、
頭
か
ら
三
盆
白
で
も
ふ
り
か
け
た
様
に
な
つ
て

ゐ
る
。

『
湯
本
温
泉
の
沖
に
あ
る
の
が
、
一
番
見
事
な
の
で
、
此
を
「
雪
の
島
」
と
言
う
て
ゐ
ま
す
。
昔
の
本
に

は
、
壱
岐
の
事
を
「
ゆ
き
」
と
書
い
て
あ
る
さ
う
で
す
。
箱
崎
の
神
主
の
祖
先
の
調
べ
た
、
壱
岐
続
風
土

記
と
言
ふ
書
物
は
御
覧
か
。
村
々
の
役
場
や
、
好
事
家
が
借
り
出
し
た
き
り
返
さ
ず
、
其
あ
と
の
家
に
も
、

欠
本
の
ま
ゝ
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
な
に
、
東
京
の
内
閣
文
庫
で
、
完
本
を
見
た
。
な
る
程
、
向
う
に
も
あ

る
こ
と
は
あ
る
さ
う
で
す
。
が
、
地
理
に
関
し
た
点
ば
か
り
の
極ゴク
の
抄ヌ
き
書
き
で
、
役
に
は
立
た
ぬ
本
だ

と
、
島
か
ら
東
京
へ
調
べ
に
行
つ
た
も
の
が
申
し
ま
し
た
。

郡
役
所
の
手
で
一
つ
に
と
り
寄
せ
た
ら
、
と
仰
言
る
か
。
尊
卑
を
弁
へ
て
、
礼
儀
正
し
い
わ
り
に
は
、
自
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由
思
想
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
昔
か
ら
、
町
人
な
ら
町
人
、
百
姓
・
漁
師
な
ら
百
姓
・
漁
師
で
、
其
仲
間
中

の
礼
儀
を
守
つ
て
居
り
ま
す
し
、
其
腰
の
低
さ
、
語
の
柔
か
さ
、
と
て
も
よ
そ
外ホカ
に
は
見
ら
れ
ま
す
ま
い
。

此
は
、
当
国
へ
渡
つ
た
流
さ
れ
人
が
、
大
抵
身
分
の
よ
い
、
罪
状
も
悪
く
な
か
つ
た
も
の
で
、
上
方
の
長

袖
、
殊
に
、
房
主
が
多
か
つ
た
も
の
で
す
か
ら
、
其
感
化
で
す
。
寺
に
住
み
つ
い
た
の
も
あ
り
、
村
方
に

預
け
ら
れ
た
の
も
あ
り
ま
す
が
、
島
の
人
の
教
育
は
、
大
抵
、
流
人
が
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
旧モト
か
ら
も

わ
り
あ
ひ
に
、
純
良
な
住
民
で
は
あ
つ
た
様
で
す
。

九
州
や
中
国
の
大
名
の
一
族
の
逃
げ
こ
ん
で
来
た
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
の
が
あ
ち
こ
ち
の
小
高
い
場

処
に 

御 

館 

所 

オ
タ
チ
シ
ヨ

を
開
い
て
、
館タチ
を
構
へ
、
配
下
の
者
を
支
配
し
て
ゐ
ま
し
た
。
其
外
、
唯
の
よ
り
百
姓
が

あ
り
、
町
人
が
あ
り
、
海ア
部マ
が
あ
り
し
ま
す
が
、 

一  

触 

ヒ
ト
フ
レ

・
一
字
の
親
し
み
は
、
非
常
な
も
の
で
す
。
御

館
の
下
の
村
で
も
、
御
館
の
主
の
外
は
、
平
等
で
あ
つ
た
。
ま
し
て
、
其
以
外
の
階
級
で
は
、
誰
が
上
の

下
の
と
言
ふ
区
別
は
、
あ
ま
り
な
か
つ
た
の
で
す
。
士
分
の
制
度
も
あ
り
ま
し
た
が
、
此
は
旧
郷
士
を
平

戸
藩
で
認
め
て
、
と
り
立
て
た
の
で
す
。
其
が
後
々
に
は
、
藩
の
財
政
か
ら
わ
り
出
し
て
、
士
分
の
者
を

作
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
定
の
金
額
を
上
納
し
た
者
、
海
産
物
（
主
と
し
て
鯨
・
鰒
・
海
藻
）
の
事

情
に
通
じ
て
、
才
幹
の
あ
る
算
筆
に
達
し
た
者
、
さ
う
言
つ
た
者
を
、
平
戸
物
産
局
配
下
の
役
人
と
し
て
、

士
分
扱
ひ
を
し
て
、
八
十
石
以
下
の
給
分
を
く
れ
た
の
で
し
た
。
此
が
物
産
の
為
一
方
の
、
謂
は
ゞ
藩
の
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手
代
見
た
様
な
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
平
戸
の
城
代
は
、
郷
野
浦
の
上ウヘ
、 

武 

生 

水 

ム
シ
ヤ
ウ
ヅ

の
お
た
ち
山
に
来

て
ゐ
た
の
で
す
が
、
此
と
は
何
の
交
渉
も
あ
り
ま
せ
ん
。

古
い
意
味
の
士
分
の
家
に
対
し
て
は
、
歴
史
的
に
関
係
の
あ
る
村
方
・
浦
方
の
人
々
は
尊
敬
を
失
ひ
ま
せ

ん
で
し
た
。
が
、
新
し
い
物
産
の
為
の
士
分
の
者
に
対
し
て
は
、
別
段
、
主
従
・
親
方
子
方
の
感
情
も
持

ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
其
に
此
処
で
は
、
班
田
制
度
が
、
尠
く
と
も
戦
国
以
後
、
ず
つ
と
行
は
れ
て
ゐ
た
も

の
と
見
え
ま
す
が
、
此
を
わ
り
と
言
う
て
、
明
治
七
八
年
ま
で
続
い
て
ゐ
ま
し
た
。
浦
方
の
町
人
や
蜑
は
、

職
の
上
か
ら
平
等
で
す
し
、
田
を
班
け
ら
れ
る
村
方
の
百
姓
は
、
均
し
く
わ
り
あ
て
ら
れ
る
事
に
な
つ
て
、

二
十
三
年
目
位
に
は
、
一
切
の
事
情
が
元
に
戻
る
の
で
し
た
。
其
で
、
仲
間
う
ち
に
は
、
極
近
代
ま
で
は

富
み
が
平
均
し
て
ゐ
ま
し
た
し
、
競
争
嫉
妬
な
ど
言
ふ
事
が
な
か
つ
た
の
で
す
。
其
で
自
然
、
士
分
の
人

に
も
平
等
に
近
い
態
度
で
接
し
、
仲
間
ど
う
し
は
、
勿
論
高
下
な
く
つ
き
合
う
て
居
ま
し
た
。

其
が
、
さ
う
し
た
流
民
か
ら
得
た
謙
譲
の
教
へ
を
、
ま
と
も
に
と
り
込
ん
だ
素
地
に
な
つ
た
の
で
す
。
ど

う
も
、
私
ど
も
さ
へ
、
優
美
で
も
あ
り
、
平
和
で
も
あ
る
と
誇
り
に
感
じ
ま
す
。
譬
へ
ば
、
他
人
の
家
へ

行
つ
て
、
暇
を
告
げ
る
時
の
挨
拶
に
言
ふ
「
お
き
ば
り
ま
つ
せ
」
「
お
い
ざ
と
」
な
ど
が
、
其
で
す
。
夜

戻
る
時
は
、
「
お
寝
敏
イ
ザ
ト
く
」
と
、
農
村
生
活
に
夜
の
災
を
相
戒
め
る
慣
用
句
「
お
い
ざ
と
」
を
使
ひ
ま
す

し
、
唯
の
場
合
に
は
、
近
所
へ
出
か
け
て
も
「
お
き
ば
り
ま
つ
せ
」
で
す
。
「
お
気
張
り
ま
せ
」
で
あ
り
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ま
し
て
「
努
力
し
て
、
家
業
に
服
し
給
へ
」
と
言
う
風
に
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
す
。
が
、
此
は
「
努

力
し
て
餐
飯
を
加
へ
よ
」
の
意
で
「
元
気
を
出
し
て
、
益
健
康
に
い
ら
つ
し
や
い
」
の
義
だ
つ
た
ら
し
い

の
で
す
。
か
う
し
た
旧
生
活
の
俤
が
、
い
ま
だ
に
残
つ
て
ゐ
る
位
で
す
。
昔
か
ら
続
け
た
組
織
以
外
の
新

し
い
階
級
な
ど
は
、
頭
に
入
り
に
く
い
と
見
え
ま
す
。
だ
か
ら
今マウ
一
息
、
郡
役
所
の
権
威
は
身
に
沁
み
な

い
様
で
す
。
』

　
　
　
　
　
三

も
う
船
は
、
島
の
南
側
に
廻
つ
て
ゐ
た
。
見
る
か
ら  

暗    

礁  

カ
ク
レ
バ
エ

の
多
か
り
相
な
、
石
田
・
初
山
の
前
海
で

あ
る
。
気
ぜ
は
し
な
い
震
動
を
船
体
全
体
に
響
か
し
な
が
ら
、
走
つ
て
ゐ
る
。

『
違
ひ
ま
し
た
ら
、
お
免
し
ま
つ
せ
。
黒
崎
の
神
官
さ
ま
の
、
東
京
に
お
出
で
る
兄
息
子
様
で
お
い
で
ま

つ
せ
ん
か
。
』

瞬
間
、
と
ん
で
も
な
い
人
違
ひ
に
当
惑
さ
せ
る
や
う
な
、
だ
し
ぬ
け
の
問
ひ
を
か
け
な
が
ら
、
話
仲
間
に

割
り
こ
ん
で
来
た
の
は
、
四
十
そ
こ
〳
〵
の
湯ユ
帷カ
子タ
が
け
の
、
分
け
た
頭
に
手
入
れ
の
届
い
て
ゐ
る
点
だ

け
で
、
相
当
な
身
分
を
思
は
せ
る
人
だ
。
私
は
「
い
ゝ
え
」
と
答
へ
る
下
か
ら
、
そ
の
私
の
と
り
違
へ
ら
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れ
た
当
人
が
、
一
面
識
の
あ
る
人
な
の
に
考
へ
当
つ
た
。
私
の
な
ぢ
み
深
い
学
生
の
兄
さ
ん
で
、
く
ろ
う

と
好
み
の
新
聞
の
、
而
も
、
経
済
方
面
に
務
め
て
ゐ
る
人
で
あ
る
。

か
う
し
た
こ
と
で
、
さ
び
れ
た
輪
廓
を
、
私
の
心
に
劃
し
つ
ゝ
居
る
此
島
か
ら
、
あ
ゝ
し
た
専
門
の
人
も

出
た
の
か
な
あ
。
こ
ん
な
こ
み
入
つ
た
こ
と
を
、
咄
嗟
の
聯
想
に
思
ひ
浮
べ
た
。
私
を
初
め
て
の
島
渡
り

だ
と
知
つ
た
、
此
中
年
の
良
い
闖
入
者
は
、
も
う
暗
く
な
り
か
け
た
見
上
げ
る
様
な
崖
の
入
り
込
み
を
、

あ
ち
見
こ
ち
見
し
て
「
此
辺
で
は
、
御
座
り
ま
せ
ん
で
し
た
ら
う
か
」
と
老
体
の
方
に
相
談
か
け
る
様
な

調
子
で
言
ひ
か
け
な
が
ら
「
ち
よ
つ
と
見
え
ま
っ
せ
ん
が
、
柱
本モト
岩
と
い
ふ
の
が
、
ど
れ
〳
〵
あ
な
た
の

お
持
ち
の
地
図
の
　
　
と
、
こ
ゝ
に
載
つ
て
ま
す
ね
。
此
岩
が
、
ち
よ
う
ど
あ
の
あ
た
り
に
な
る
の
で
す

が
、
一
度
見
た
き
り
長
く
な
る
の
で
」
と
言
ひ
な
が
ら
、
聞
か
し
て
く
れ
た
話
が
、
早ハヤ
、
蒼
茫
と
し
て
来

た
波
の
上
に
も
、
聴
き
耳
立
て
ゝ
、
相
槌
う
つ
者
が
居
る
、
そ
ん
な
心
持
ち
を
起
さ
せ
た
。
此
気
分
の
、

私
に
促
し
た
不
思
議
な
幻
想
が
と
ぎ
れ
な
い
中
に
、
も
う
来
た
。
駆
逐
艦
が
二
艘
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
川
尻
の

様
な
処
か
ら
、
長
い
水
道
を
這
入
つ
て
行
つ
た
。
郷
野
浦
で
あ
る
。
外
光
の
中
で
、
人
顔
も
見
え
ぬ
位
に

な
つ
て
も
、
町
に
は
ま
だ
、
電
気
が
来
ぬ
ら
し
い
。
泊
り
舟
の
一
つ
に
、
蚊
や
り
の
燃
え
立
つ
て
ゐ
る
の

だ
け
が
、
何
の
聯
絡
も
な
く
、
古
い
国
、
古
い
港
に
来
た
な
あ
、
と
言
ふ
感
じ
を
唆
つ
た
。

は
し
け
に
移
つ
て
、
乗
つ
た
か
と
思
ふ
と
、
す
ぐ
岸
の
石
段
に
あ
げ
ら
れ
た
。
私
に
、
壱
岐
の
島
の
民
間
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伝
承
を
調
べ
る
機
会
と
、
入
費
と
を
作
つ
て
く
れ
た
の
は
、
此
島
を
出
た 

分 

限 

者 

ブ
ゲ
ン
シ
ヤ

で
、
島
の
教
育
の
為

に
、
片
肌
も
両
肌
も
袒
い
で
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
人
で
あ
る
。
此
人
の
教
へ
て
く
れ
た
宿
屋
へ
、
両
手
に
持
つ

た
大
き
な
旅
か
ば
ん
を
、
搬
ん
で
く
れ
る
車
も
見
え
な
か
つ
た
。
船
の
上
り
場
の
立
て
石
の
陰
か
ら
「
お

荷
物
持
ち
ま
っ
し
ゅ
か
」
と
声
を
か
け
て
、
歩
き
寄
つ
た
女
の
人
が
あ
つ
た
。
船
の
中
の
少
年
を
、
五
十

前
後
の
お
婆
さ
ん
に
し
た
様
な
全
体
の
感
じ
、
お
歯
黒
を
つ
け
た
口
元
、
背
中
に
ち
ん
ま
り
結
ん
だ
帯
の

恰
好
、
よ
ほ
ど
暗
く
な
つ
た
、
屋
並
み
は
づ
れ
の
薄
明
り
で
、
は
つ
き
り
見
て
と
つ
た
様
な
気
が
す
る
。

此
人
に
荷
物
を
負
は
せ
て
、
案
内
さ
せ
な
が
ら
、
道
々
、
豊
か
な
予
期
が
こ
み
あ
げ
て
来
る
の
を
、
圧
へ

き
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
再
、
此
島
こ
そ
、
古
い
生
活
の
俤
が
、
私
の
採
訪
に
来
る
の
を
、
待
ち
迎

へ
て
ゐ
て
く
れ
た
の
だ
、
と
い
ふ
気
が
こ
み
上
げ
て
来
た
。
其
先
ぶ
れ
が
、
あ
の
少
年
と
な
り
、
蘆
辺
浦

の
風
景
と
な
り
、
東
京
戻
り
の
壱
州
人
と
の
と
り
違
へ
と
な
り
、
此
中
婆
さ
ん
と
な
つ
て
、
私
の
心
に
来

て
ゐ
る
の
だ
、
と
言
ふ
気
が
し
て
、
此
港
の
町
の
狭
い
家
並
み
に
、
見
る
物
す
べ
て
に
憑
タ
ノ
モし
い
心
が
湧
い

た
。

私
の
宿
は
、
郷
野
浦
の
町
を
見
お
ろ
す
台
地
の
鼻
に
あ
つ
た
。
座
敷
の
縁
に
出
て
、
洋
服
の
づ
ぼ
ん
吊
り

を
外
し
て
ゐ
る
時
に
、
町
の
上
の
く
わ
つ
と
明
る
く
な
つ
た
の
は
、
電
気
が
点
い
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
私
の
部
屋
に
は
、
電
燈
が
な
か
つ
た
。
次
の
間
に
も
、
玄
関
に
も
な
い
。
竹
の
台
ら
ん
ぷ
が
、
間
も
な
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く
持
ち
出
さ
れ
た
。
私
の
前
に
坐
つ
て
、
飯
を
よ
そ
う
て
く
れ
る
若
い
下
女
の
顔
。
茲
に
も
亦
、
柔
ら
い

だ
古
い
輪
廓
と
、
無
知
で
あ
つ
て
謙
徳
を
示
す
ま
な
ざ
し
と
が
備
つ
て
ゐ
た
。
下
女
は
、
私
の
問
ふ
に
連

れ
て
、
色
々
な
話
を
聞
か
せ
た
。

下
女
の
家
は
、
郷
野
浦
か
ら
、
阪
一
つ
越
え
た
麦
谷
ム
ギ
ヤ
と
い
ふ
処
に
あ
つ
た
。
旧
盆
に
は
、
麦
谷
念
仏
と
言

ふ
行
事
が
行
は
れ
た
。
引
率
者
の
下
に
島
渡
り
し
た
、
御
館
配
下
の
古
い
村
々
以
外
の
、
新
し
い
よ
り
百

姓
等
の
作
つ
た
在
処
々
々
で
は
、
此
処
へ
霊
祭
り
に
来
た
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
島
の
村
々
の
歴
史

の
目
安
と
な
る
念
仏
修
行
も
、
今
は
他
村
か
ら
は
勤
め
に
来
な
く
な
り
、
島
の
故
老
　
　
恐
ら
く
二
代
三

代
前
の
者
　
　
す
ら
、
麦
谷
念
仏
の
由
来
を
知
ら
ぬ
様
に
な
つ
て
居
た
。

下
女
は
又
、
河
童
が
人
間
の
女
に
ば
け
て
、
お
館
の
殿
と
契
り
を
結
ん
で
、
子
を
生
ん
だ
後
、
見
露
さ
れ

て
井カハ
に
飛
び
入
り
、
海
へ
帰
つ
た
水
界
の 
信 

太 

妻 
シ
ノ
ダ
ツ
マ

の
話
を
伝
へ
る
、 

殿  

川 

ト
ノ
カ
ハ

屋
敷
の
古
い
井カハ
の
、
今
も

麦
谷
に
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
壱
岐
名
勝
図
誌
で
準
備
し
て
お
い
た
知
識
で
は
あ
る
が
、
此
国
へ
来
る
と
、

ま
だ
其
地
に
臨
ま
な
い
先
に
、
実
感
ら
し
い
も
の
に
浮
き
彫
り
せ
ら
れ
て
、
其
原
因
が
捉
へ
ら
れ
さ
う
な

処
ま
で
、
ち
ら
つ
き
出
す
刺
戟
を
感
じ
た
。
明
日
は
麦
谷
か
ら
渡
良
の
蜑
の
村
を
訪
ね
よ
う
。
か
う
思
ひ

な
が
ら
、
蚊
帳
を
跳
ね
て
ほ
ん
の
り
黴
の
匂
ふ
、
而
し
糊
気
の
立
つ
た
蒲
団
の
上
に
、
身
を
横
に
し
た
。
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四

此
国
は
、
生
き
島
で
あ
る
。
生
き
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
動
い
た
島
で
あ
つ
た
。
其
故
に
、
島
の
名
も
い
き

と
言
ひ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
神
様
が
、
此
島
国
を
生
み
つ
け
ら
れ
た
始
め
、
此
動
く
島
が
、
海
の
中
に

あ
る
事
故
、
繋
ぎ
留
め
て
、
流
れ
て
了
は
ぬ
工
夫
を
せ
ら
れ
た
。
八
本
の
柱
を
樹
て
ゝ
、
其
に
綱
で
結
ん

で
置
い
た
の
で
あ
る
。
其
柱
は
折
れ
残
つ
て
、
今
も
岩
と
な
つ
て
ゐ
る
。
折ヲ
れ
柱
バ
シ
ラと
言
ふ
の
が
、
其
で
あ

る
。
い
ま
だ
に
、
八
本
共
に
揃
う
て
ゐ
る
。
渡
良
の
大
島
・
渡
良
の
神
瀬
カ
ウ
ゼ
・
黒
崎
の 

唐 

人 

神 

タ
ウ
ジ
ン
ガ
ミ
の
鼻
・
勝

本
の
長
島
・
諸
津
・
瀬
戸
・
八
幡
の
鼻
・
久
喜
の
岸
と
、
八
个
処
に
在
る
訣
で
あ
る
。

此
中
神
瀬
の
が
一
番
大
き
く
、
久
喜
の
は
柱
本モト
岩
と
も
言
ふ
。
唐
人
神
の
鼻
の
は
、
要
塞
地
帯
に
包
ま
れ

て
了
う
た
か
ら
、
も
う
見
に
行
く
こ
と
も
出
来
な
い
。
其
柱
の
折
れ
た
為
、
綱
も
断
れ
て
、
島
は
少
し
づ

ゝ
、
海
の
上
を
動
い
て
、
さ﹅
ら﹅
（
漂
）
け﹅
て﹅
居
る
の
で
あ
る
。
時
々
出
る
、
年
よ
り
た
ち
の
悔
み
言
に
は
、

一
層
の
事
、
筑
前
の
国
に
接ツ
け
と
い
た
ら
、
よ
か
つ
た
ら
う
に
、
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
折
れ
柱
の
名
は
、

今
も
言
ひ
な
が
ら
、
も
う
此
伝
へ
は
、
私
に
聞
か
し
た
人
以
外
、
島
の
物
識
り
・
宿
老
も
口
を
揃
へ
て
、

そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
と
言
う
た
。
唯
、
神
が
島
を
生
ま
れ
た
時
と
言
ひ
、
壱
岐
の
島
の
神
名

「
天
一
ッ
柱
」
の
名
が
、
折
れ
柱
に
関
係
あ
り
相
な
の
が
、
後
代
の
合
理
化
を
経
て
居
る
の
で
は
な
い
か
、
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と
思
は
れ
る
点
で
あ
る
。

島
の
生
き
て
動
く
こ
と
、
繋
ぎ
留
め
た
柱
の
折
れ
た
こ
と
、
其
が
岩
に
化ナ
つ
て
残
つ
た
こ
と
、
此
等
は
民

譚
と
し
て
は
、
珍
ら
し
く
神
話
の
形
を
十
分
に
残
し
て
居
る
も
の
と
言
へ
る
。
童
話
に
も
な
ら
ず
、
英
雄

の
怪
力
譚
に
は
、
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
導
縁
が
備
つ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
さ
う
も
な
ら
ず
に
居
た
の
は
、

不
思
議
で
あ
る
。
百
合
若
大
臣
の
玄
海
島ジマ
は
、
壱
岐
の
国
だ
と
称
し
て
、
英
雄
譚
が
ゝ
つ
た
物
語
は
、
皆
、

百
合
若
に
習
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
国
で
あ
る
。

他
の
地
方
で
は
、
非
常
に
断
篇
化
し
て
ゐ
る
あ
ま
の
じ
や
く
の
童
話
が
、
壱
岐
で
は
ま
だ
神
話
の
俤
を
失

は
ず
に
ゐ
る
。
昔
「
此
世
一
生
、
上
月
夜
」
で
、
暗
夜
と
い
ふ
も
の
ゝ
な
か
つ
た
頃
、
五
穀
豊
熟
し
て
、

人
は
皆
、
米
の
飯
に
小
菜
（
間
引
き
菜
）
の
汁
を
常
食
し
て
ゐ
た
。
米
も
麦
も
黍
も
粟
も
皆
、
沢
山
の
枝

が
さ
し
て
、
枝
毎
に
実
が
稔
つ
た
。
田
畑
の
畔
に
立
つ
て
「
来
い
〳
〵
」
と
招
く
と
、
米
で
も
、
豆
で
も

皆
自
ら
寄
つ
て
来
て
、
手
を
卸
さ
ず
と
も
、
と
り
入
れ
が
出
来
た
、
と
言
ふ
、
そ
ん
な
よ
い
世
の
中
で
あ

つ
た
時
、
あ
ま
ん
し
や
ぐ
め
が
其
を
嫉
ん
で
、
一
々
枝
を
こ
き
取
つ
て
、
茎
の
頭
に
だ
け
残
し
て
置
い
た
。

豆
を
し
ご
き
忘
れ
た
の
で
、
此
だ
け
は
枝
が
多
く
出
る
。
さ
う
し
て
最
後
に
、
黍
を
こ
き
上
げ
た
時
、
其

葉
で
掌
を
切
つ
た
。
其
血
が
、
黍
の
葉
に
つ
い
て
、
赤
い
筋
が
出
来
た
の
だ
。
又
、
田
や
畠
に
、
雑
草
の

種
を
蒔
い
て
歩
い
た
。  

新    

城  

シ
ン
ジ
ヤ
ウ

で
種
袋
の
口
が
逆
さ
に
な
つ
て
、
皆
、
こ
ぼ
れ
て
了
う
た
。
其
為
、
新
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城
の
畠
は
、
雑
草
が
多
く
て
作
り
に
く
い
の
で
あ
る
。

神
様
　
　
竹
田
番
匠
と
言
ふ
　
　
が
、
壱
岐
の
島
を
段
々
、
造
つ
て
行
つ
て
、
竟
に
、
け
い
ま
ぎ
崎
の
処

か
ら
対
岸
の
黒
崎
か
け
て
地
続
き
に
し
よ
う
と
し
て
、
藁
人
形
を
三
千
体
こ
し
ら
へ
、
此
に
呪
オ
コ
ナひ
を
か
け
、

は
た
ら
く
様
に
し
て
、
一
夜
の
中
に
造
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
あ
ま
ん
し
や
ぐ
め
が
、
其
邪
魔
を
し
よ
う

と
、
一
番
鶏
の
鳴
き
ま
ね
を
し
た
。
た
け
た
の
番
匠
が
「
け
い
ま
ぎ
（
掻
い
曲
げ
）
う
っ
ち
ょ
け
（
棄ウチ
置

け
）
」
と
叫
ん
だ
。
其
で
、
と
う
／
″
＼
為
事
は
出
来
上
ら
な
か
つ
た
。
其
橋
の
出
来
損
ね
が
入
り
海
に

残
つ
た
。
け
い
ま
げ
崎
で
あ
る
。

此
話
は
、
到
る
処
に
類
型
の
分
布
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
鬼
や
天
狗
な
ど
が
、
今
一
息
の
処
で
鶏
が
鳴
い
た

為
、
山
・
谷
・
殿
堂
を
作
り
終
へ
な
か
つ
た
、
と
言
ふ
妖
怪
譚
に
近
い
も
の
と
し
て
、
残
つ
て
ゐ
る
。
壱

岐
の
に
は
、
神
　
　
土
木
工
事
だ
か
ら
名
高
い
番
匠
に
し
た
の
だ
　
　
と
精
霊
と
の
対
照
が
明
瞭
で
あ
る
。

国
作
り
の
形
も
海
岸
だ
け
に
、
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。
竹
田
番
匠
は
北
九
州
で
は
、
左
甚
五
郎
に
代
る
程

の
伝
説
の
名
工
な
の
で
、
壱
岐
の
島
中
に
も
、
此
人
の
作
だ
と
言
ふ
塔
婆
・
建
築
が
あ
る
。
島
で
は
、
た

つ
た
の
ば
ん
じ
よ
う
だ
の
、
古
く
は
た
く
た
の
ば
ん
し
よ
う
な
ど
ゝ
言
ふ
。

話
し
手
に
よ
つ
て
は
、
鶏
の
鳴
き
ま
ね
を
し
た
の
は
、
番
匠
即
神
で
あ
つ
た
。
あ
ま
ん
し
や
ぐ
め
が
一
夜

の
中
に
、
橋
を
渡
し
て
了
う
た
ら
、
島
人
を
皆
取
つ
て
殺
し
て
も
よ
い
と
言
ふ
約
束
だ
つ
た
の
だ
と
も
言
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う
て
ゐ
る
。

藁
人
形
は
、
神
或
は
あ
ま
ん
し
や
ぐ
め
が
、
最
後
に
、
海
と
山
と
川
（
井
）
と
に
て
ん
で
に
行
け
と
言
う

た
の
で
、
そ
れ
〳
〵
が
あ
た
ろ
（
河
太
郎
）
に
な
つ
た
。
海
に
千
疋
、
山
に
千
疋
、
川
に
千
疋
の
が
あ
た

ろ
が
居
る
の
は
、
此
為
で
あ
る
。
又
が
あ
た
ろ
の
手
を
ひ
つ
ぱ
れ
ば
抜
け
る
の
は
、
藁
人
形
の
手
の
、
さ

し
こ
ん
で
あ
つ
た
か
ら
だ
。
此
河
童
の
手
が
人
に
奪
は
れ
易
い
こ
と
ゝ
、
藁
人
形
が
河
童
に
な
つ
た
と
言

ふ
型
は
、
古
く
も
あ
り
、
全
国
的
で
も
あ
る
。
あ
い
ぬ
人
さ
へ
、
藁
人
形
と
水
精
み
ん
つ
ち
と
の
事
を
言

う
て
ゐ
る
。
同
じ
西
海
岸
の
柄
杓
江
の
伝
へ
に
も
、
竹
田
の
番
匠
と
言
は
ず
、
天
神
様
だ
と
し
て
、
同
じ

形
式
を
言
う
て
ゐ
た
。

よ
ほ
ど
国
引
き
神
話
に
近
づ
い
て
居
る
し
、
あ
ま
ん
し
や
ぐ
め
の
嫉
み
も
、
童
話
に
危
く
堕
ち
相
な
境
目

を
示
し
て
ゐ
る
。
折
れ
柱
伝
説
な
ど
も
、
此
神
と
精
霊
と
の
争
ひ
か
ら
、
折
れ
て
出
来
た
と
言
ふ
形
で
あ

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
五

神
降
臨
の
譚
も
、
色
々
に
な
つ
て
ゐ
る
。
東
岸
筒
城
八
幡
の
あ
る
辺
で
は
、
八
幡
様
、
西
岸
の
中
部
で
は
、
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神
功
皇
后
だ
と
言
ひ
、
稍
北
に
よ
る
と
、
天
神
様
だ
と
い
ふ
。
が
、
皆
昔
あ
る
日
の
夜
、
船
を
著
け
て
上

ら
れ
た
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
此
は
祭
り
の
夜
、
神
来
臨
の
形
を
、
神
人
・
巫
女
が
毎
年
行
う
た
処
か
ら
出

た
も
の
で
、
神
話
と
其
に
伴
う
た
祭
礼
の
行
事
な
の
で
あ
つ
た
。
現
に
此
国
の
住
吉
神
社
で
は
、 

軍  

越 

ク
サ
ゴ
エ

の
神
事
と
称
す
る
祭
事
に
、
神
人
が
、
神
の
威
厳
を
以
て
、
島
の
中
を
巡
つ
て
、
呪
法
を
行
ふ
事
に
な
つ

て
ゐ
る
。
此
神
幸
の
一
行
に
遭
ふ
の
は
、
死
を
以
て
罰
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
避
け
て
ゐ
る
。

処
が
、
来
住
の
古
い
こ
と
を
誇
つ
て
ゐ
る
家
筋
で
は
、
大
晦
日
の
夜
の
事
と
し
た
の
が
多
い
。
大
晦
日
の

夜
、
春
の
用
意
を
し
て
ゐ
る
時
に
、
神
が
来
臨
せ
ら
れ
た
の
で
、
其
ま
ゝ
で
御
迎
へ
し
た
。
其
以
来
此
一

党
で
は
、
正
月
に
餅
を
搗
か
ぬ
の
、
標シ
め
飾
り
を
せ
ぬ
の
と
言
ふ
。
又
、
其
変
化
し
て
多
く
行
は
れ
る
形

は
、
本
土
か
ら
家
の
祖
先
が
来
た
時
が
、
大
晦
日
の
夜
で
、
正
月
の
用
意
も
出
来
な
い
で
、
作
つ
て
居
た

 

年  

縄 

ト
シ
ナ
ハ

を
枕
に
寝
て
、
春
を
迎
へ
た
。
或
は
、
餅
を
搗
く
間
が
な
か
つ
た
と
も
言
ふ
。
其
で
、
其
子
孫
一

統
、
正
月
の
飾
り
や
、
喰
ひ
物
を
作
ら
ぬ
の
だ
、
と
説
い
て
ゐ
る
。
此
は
皆
、
富
士
筑
波
・
蘇
民
将
来
の

話
よ
り
も
、
古
い
形
な
の
で
あ
る
。

壱
岐
の
国
中
の
神
社
は
、
大
体
、
此
海
か
ら
来
ら
れ
た
神
と
、
白
鳥
と
な
つ
て
空
を
飛
ん
で
来
て
、
翼
を

休
め
ら
れ
た
遺
跡
に
祀
つ
た
の
と
、
水
死
の
骸
と
な
つ
て
漂
ひ
つ
い
た
祟
り
神
を
斎
ひ
こ
め
た
と
言
ふ
の

と
、
神
体
が
漂
着
し
た
と
言
ふ
社
と
四
通
り
で
あ
る
。
皆
海
を
越
え
て
来
た
神
な
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。

20雪の島



此
四
つ
の
形
の
神
は
、
海
の
あ
な
た
か
ら
、
週
期
的
に
来
臨
す
る
神
の
信
仰
の
分
岐
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

春
の
用
意
な
し
に
正
月
を
す
る
家
筋
は
、
本
土
に
も
多
い
が
、
神
の
来
る
夜
に
、
迎
へ
る
家
々
の
人
々
の
、

特
殊
な
役
目
の
家
婦
又
は
女
児
の
外
は
、
謹
ん
で
隠
れ
て
ゐ
た
風
習
の
近
世
の
合
理
化
を
経
た
の
が
、
一

つ
の
原
因
で
あ
る
。
春
の
喰
ひ
積
み
や
、
し
め
・
松
の
飾
り
を
用
ゐ
、
山
草
を
つ
け
る
風
は
、
海
か
ら
来

る
神
の
信
仰
の
衰
へ
た
後
、
山
か
ら
来
る
神
に
附
随
し
て
行
は
れ
た
様
式
で
、
村
や
家
に
よ
つ
て
は
、
行

は
な
い
処
も
あ
つ
た
。
其
が
、
世
間
の
風
習
に
と
り
残
さ
れ
た
形
に
な
つ
た
時
代
に
、
合
理
的
な
説
明
を

く
つ
ゝ
け
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
及
び
皇
族
で
は
、
正
月
松
飾
り
を
せ
ら
れ
な
い
。
此

亦
、
同
じ
理
由
で
あ
つ
た
。

か
う
し
た
、
民
譚
や
風
習
を
こ
め
た
民
間
伝
承
に
説
明
を
加
へ
て
、
一
続
き
に
置
き
な
ほ
し
て
見
る
と
、

此
国
の
生
活
が
、
可
な
り
古
い
姿
に
踏
み
止
つ
て
ゐ
る
事
が
知
れ
さ
う
だ
。

畏
れ
多
い
話
だ
が
、
神
功
皇
后
の
鎮
懐
石
で
も
、
筑
前
に
在
つ
た
も
の
は
、
巨
大
な
二
箇
の
石
で
、
万
葉

集
に
ま
で
大
き
さ
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
裳
に
挿
ま
せ
ら
れ
た
、
と
言
ふ
書
き
方
が
婉
曲
す
ぎ
た
の
で
、
胎

中
天
皇
御
出
生
の
途
を
塞
が
れ
た
、
と
言
ふ
古
い
考
へ
方
は
忘
れ
ら
れ
た
様
で
、
腹
圧
へ
の
様
に
思
は
れ

て
ゐ
る
。
壱
岐
へ
来
て
聞
く
と
、
其
石
を
撤
し
て
棄
て
ら
れ
た
か
ら
、
尊
い
王
子
は
此
時
、
出
現
ま
し
ま
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し
た
の
で
あ
る
。
壱
州
の
先
覚
者
の
中
に
は
、
こ
ん
な
伝
へ
を
材
料
に
し
て
、
応
神
天
皇
壱
岐
誕
生
説
を

組
み
立
て
よ
う
、
と
さ
へ
し
た
人
が
あ
る
。
九
州
子
負
原
の
石
の
二
つ
あ
つ
た
理
由
は
、
手
間
は
要
る
が
、

説
明
は
出
来
る
。
お
ほ
ゝ
と
・
を
ほ
と
な
ど
言
ふ
、
か
け
ま
く
も
畏
き
御
名
の
方
が
お
出
で
に
な
つ
た
の

も
、
か
う
し
た
信
仰
か
ら
、
英
雄
・
女
傑
の
資
格
の
一
つ
、
と
考
へ
る
様
な
事
も
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て

ゐ
る
。
万
葉
に
す
ら
判
然
せ
ぬ
事
を
、
島
の
粗
い
趣
味
に
は
、
い
ま
だ
原
義
を
残
す
古
さ
が
あ
つ
た
。
其

石
は
今
も
、
勝
本
の 
聖  
母 
シ
ヤ
ウ
モ

神
社
の
北
の
浜
に
落
ち
散
つ
て
ゐ
る
。
白
い
石
の
尖
つ
た
先
に
、
赤
く
染
つ

た
部
分
が
あ
る
と
言
ふ
。
此
は
、
小
さ
な
石
で
あ
る
。

国
の
史
官
が
大
事
件
と
し
て
、
と
り
扱
う
た
史
書
の
上
の
事
実
も
、
凡
俗
生
活
を
く
り
返
す
、
ぢ﹅
べ﹅
た﹅
に

喰
つ
ゝ
い
た
様
な
人
々
の
上
に
は
、
一
時
の
出
来
事
と
し
て
、
頭
を
掠
め
た
ゞ
け
で
、
通
り
去
つ
て
し
ま

ふ
。
蒙
古
軍
が
来
て
、
今
の
島
人
の
脈
管
に
、
此
島
根
生
ひ
の
血
の
通
は
な
い
ま
で
、
古
い
住
民
を
根
こ

そ
ぎ
に
殺
し
て
行
つ
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
此
に
は
、
大
分
の
誇
張
を
考
へ
に
入
れ
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
る

ま
い
が
、
と
も
か
く
も
、
あ
ん
な
大
事
件
の
あ
つ
た
痕
跡
は
、
誰
の
頭
の
隅
に
も
、
残
つ
て
は
ゐ
な
い
。

蒙
古
軍
の
伝
説
は
あ
つ
て
も
、
皆
、
昔
か
ら
の
鬼
の
話
の
飜
訳
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
李
白
の
襄
陽
歌
が
、

其
だ
。
晋
代
の
羊
公
の
碑
が
、
丘
の
上
に
台
石
の
飾
り
も
風
化
し
て
、
苔
が
生
え
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
状
を

見
て
、
何
と
も
感
じ
な
い
の
は
、
昔
、
さ
う
し
た
謝
恩
の
碑
を
建
て
た
民
の
子
孫
で
あ
つ
た
。
物
が
残
つ
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て
ゐ
て
も
、
時
が
立
て
ば
忘
れ
も
し
、
印
象
も
薄
ら
い
で
行
く
。
大
嵐
の
様
に
通
り
過
ぎ
た
一
度
き
り
の

史
実
が
、
其
子
孫
或
は
其
世
近
く
移
り
住
ん
だ
人
た
ち
の
、
次
の
代
あ
た
り
か
ら
は
、
も
う
す
つ
か
り
忘

れ
ら
れ
た
。
さ
う
し
て
、
も
つ
と
ず
つ
と
古
く
か
ら
続
い
た
、
歴
史
よ
り
も
力
強
い
年
中
行
事
だ
け
が
、

記
憶
の
底
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
る
の
だ
。
彼
等
の
歴
史
は
、
合
理
的
に
考
へ
た
民
間
伝
承
の
起
原
説
明
だ

け
で
あ
つ
た
。
あ
つ
た
こ
と
ゝ
言
ふ
よ
り
は
、
な
か
つ
た
事
の
反
覆
せ
ら
れ
て
、
あ
つ
た
以
上
の
力
を
持

つ
て
、
あ
る
時
代
ま
で
生
活
様
式
を
規
定
し
た
事
の
な
ご
り
な
の
で
あ
つ
た
。

壱
州
の
民
は
、
対
岸
の
九
国
・
中
国
か
ら
来
た
者
の
末
が
多
い
事
は
知
れ
る
。
今
残
つ
て
ゐ
る
民
間
伝
承

の
如
き
も
、
或
は
、
其
々
の
郷
貫
か
ら
将
来
し
た
も
の
も
勿
論
あ
ら
う
。
が
併
し
、
壱
岐
の
島
に
最
古
く

か
ら
居
残
つ
た
村
々
の
伝
承
が
、
此
島
に
来
住
し
た
新
渡
民
の
間
に
、
あ
る
日
常
行
為
の
規
定
を
持
つ
て

来
た
事
も
考
へ
て
よ
い
。
土
地
に
つ
い
た
物
の
授
受
、
地
名
・
道
路
・
神
精
霊
の
所
在
か
ら
は
じ
め
て
、

特
殊
様
式
の
上
に
、
存
外
多
く
の
模
倣
・
継
承
が
行
は
れ
た
。
神
に
就
て
の
考
へ
方
な
ど
も
、
恐
ら
く
、

後
世
あ
つ
た
如
く
、
海
の
彼
岸
か
ら
来
る
神
ば
か
り
を
信
じ
た
民
ば
か
り
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
其

が
段
々
、
一
つ
の
傾
向
に
進
ん
で
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。
五
島
・
平
戸
・
天
草
・
山
陰
・
山
陽
の
辺
土
、

北
九
州
の
海
村
、
対
馬
・
隠
岐
に
亘
る
島
々
の
中
、
伝
承
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
五
島
に
最
類
似
を
持
つ
て

ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
伝
へ
る
如
く
、
五
島
の
移
民
が
島
の
再
建
の
率
先
者
と
言
ふ
風
に
は
、
考
へ
ら
れ
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な
い
。
長
い
武
家
の
世
に
、
次
第
に
渡
つ
て
来
た
民
の
外
に
、
古
く
五
島
に
別
れ
、
茲
に
居
つ
い
て
、
更

に
、
一
部
分
の
対
馬
へ
行
く
者
を
見
送
つ
た
人
々
の
伝
承
が
、
近
古
五
島
か
ら
将
来
し
た
も
の
ゝ
様
な
貌

を
し
て
ゐ
る
事
も
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
六

も
つ
と
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
壱
岐
の
島
に
伝
へ
て
居
さ
う
な
予
期
を
持
つ
て
行
つ
て
、
す
つ
か
り
失
望
さ

せ
ら
れ
た
、
壱
岐
の
海
部
の
占
ひ
で
あ
つ
た
。
壱
州
に
行
は
れ
た
後
世
の
占
ひ
は
、
陰
陽
師
配
下
の
唱
門

師
等
の
伝
へ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
海
部
な
ど
も
、
二
部
落
あ
る
が
、
片
方
の
八
幡
蜑
と
言
ふ
の
は
、
極
の

近
代
移
住
し
た
も
の
ら
し
く
、
壱
州
東
海
岸
一
帯
の
海
の
外
潜
く
こ
と
は
免
さ
れ
て
居
な
か
つ
た
。
渡
良
ワ
タ
ラ

の
小
崎
コ
ザ
ク
蜑
と
言
ふ
の
は
、
筑
前
志
賀
島
か
ら
来
た
と
言
ふ
伝
へ
が
あ
つ
て
、
壱
州
を
囲
む
海
全
体
に
権
利

を
持
つ
て
ゐ
た
。
此
と
て
、
所
謂
秀
手
ホ
ツ
テ
の
占ウラ
へ
と
称
せ
ら
れ
た
亀
卜
に
熟
し
た
、
壱
岐
の
海
部
の
後
と
言

ふ
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
、
や
は
り
、
近
代
の
移
住
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

上
代
の
壱
岐
の
海
部
は
、
氓
び
絶
え
た
か
、
退
転
し
た
か
、
職
替
へ
を
し
た
か
の
三
つ
の
中
で
あ
ら
う
が
、

私
は
、
第
三
の
方
を
重
く
見
て
ゐ
る
。
壱
州
の
民
は
、
わ
り
の
班
田
を
受
け
る
事
の
出
来
る
の
と
出
来
な
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い
の
と
の
二
種
の
群
居
に
分
れ
て
ゐ
た
。
浦
に
住
ん
で
、
漁
業
・
航
海
業
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
町
方
の
人

は
、
其
代
り
、
わ
り
を
受
け
る
事
は
出
来
な
か
つ
た
。
唯
、
今
あ
る
武
生
水
村
郷
野
浦
の
端
、
山
陰
に
あ

る
本
居
モ
ト
ヰ
の
村
は
、
郷
野
浦
の
本
拠
な
の
で
あ
る
が
、
此
は
れ
ふ
し
村
と
は
言
ふ
が
、
蜑
に
近
い
扱
ひ
を
受

け
て
ゐ
た
。
班
田
に
与
る
事
の
出
来
な
い
と
言
ふ
の
も
、
稼
業
の
性
質
と
し
て
、
田
が
作
ら
れ
な
い
か
ら

で
は
な
い
。
片
手
間
に
農
作
を
す
る
例
は
幾
ら
も
あ
る
。
自
家
の
収
獲
な
る
海
産
物
を
持
つ
て
出
て
商
ふ

事
か
ら
、
蜑
の
家
の
女
は
次
第
に
商
業
に
専
門
に
な
つ
て
、
男
蜑
ば
か
り
の
小
崎
の
様
な
形
式
が
生
じ
た
。

男
は
潜
き
の
外
に
、
い
ざ
り
（
沖
漁
）
に
熟
し
て
、
蜑
よ
り
も
漁
師
に
傾
く
。

壱
州
で
は
、 

町  

方 

マ
チ
カ
タ

町
人
で
な
い
村
方
百
姓
の
中
、
浦
に
沿
ふ
村
で
は
、
わ
り
を
受
け
な
が
ら
、
漁
業
を

も
兼
ね
て
ゐ
た
。
町
方
で
、
商
買
の
な
い
者
も
多
か
つ
た
。
わ
り
も
与
へ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
村
方
へ

卵
を
買
ひ
出
し
に
行
つ
た
り
し
て
、
商
買
に
似
た
事
も
や
つ
た
り
し
て
、
口
過
ぎ
し
た
者
も
あ
つ
た
。
新

田
を
開
い
て
、
わ
り
以
外
に
地
を
持
つ
事
は
許
さ
れ
て
ゐ
た
事
な
ど
か
ら
見
て
も
、
大
体
血
統
的
に
町
人

・
百
姓
の
資
格
が
極
つ
て
居
て
、
土
地
の
所
有
権
は
先
天
的
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
の
だ
。
だ
か
ら
、

町
人
と
村
方
百
姓
の
漁
業
を
営
む
者
と
の
間
の
区
別
の
立
ち
に
く
い
事
情
の
者
で
も
、
村
に
生
れ
た
資
格

と
し
て
、
わ
り
を
受
け
得
た
の
で
あ
る
。

島
の
町
人
の
職
業
は
、
前
に
挙
げ
た
位
の
単
純
な
も
の
で
あ
つ
た
。
工
業
の
方
面
の
諸
職
は
、
志
原
の
百
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姓
に
多
か
つ
た
こ
と
を
見
て
も
、
町
人
の
範
囲
は
極
め
て
狭
く
、
土
地
の
所
属
決
定
し
た
後
代
に
移
住
し

た
者
又
は
、
本
来
土
地
に
関
係
の
な
い
生
業
を
持
つ
た
者
、
海
岸
の
除
地
に
仮
住
し
て
ゐ
る
者
と
し
て
、

政
治
的
交
渉
を
持
つ
こ
と
の
殆
な
か
つ
た
者
　
　
元
は
、
毫
も
な
か
つ
た
　
　
此
等
の
群
居
民
が
、
村
を

な
し
、
土
地
の
政
治
の
支
配
を
受
け
る
様
に
な
つ
て
も
、
田
は
わ
ら
れ
な
か
つ
た
。
此
は
、
蜑
の
団
体
か

ら
発
達
し
た
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
の
だ
。
町
人
の
普
通
の
者
で
、
身
分
の
低
い
も
の
を
見
れ
ば
、
蜑
と
の

繋
り
が
見
え
よ
う
。
村
方
の
並
み
の
百
姓
と
同
格
で
、
町
役
を
勤
め
る
こ
と
の
出
来
ぬ
階
級
を
か
こ
に
ん

（
水
子
人
）
と
言
ひ
、
又
浦
人
と
も
言
ふ
。
平
戸
侯
の
参
覲
に
は
、
水カ
子コ
と
し
て
、
船
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

町
人
の
代
表
階
級
な
る
、
浦
人
が
徴
発
せ
ら
れ
る
公
役
の
船
方
な
の
を
見
て
も
、
漁
業
は
副
業
と
し
て
発

達
し
た
も
の
な
の
が
訣
る
。
だ
か
ら
、
浦
人
か
ら
分
化
し
た
町
人
全
体
に
、
元
の
形
は
、
蜑
だ
つ
た
姿
が

見
え
る
と
言
う
て
よ
い
と
思
ふ
。

二
つ
の
町
方
の
町
人
と
て
も
、
壱
岐
の
海
部
の
末
と
言
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
小
崎
・
八
幡
の
蜑

よ
り
も
古
く
、
住
み
着
い
た
者
の
後
が
、
心シン
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
断
言
出
来
る
。
結
局
、
壱
岐
の
海
部

の
占
ひ
は
、
唯
書
物
の
上
だ
け
の
事
に
な
つ
て
了
う
た
の
で
あ
る
。
書
物
の
上
の
名
高
い
二
つ
の
事
が
ら

も
、
何
の
痕
も
残
ら
ぬ
島
の
上
に
、
何
の
関
係
も
な
い
日
本
武
尊
を
言
う
た
り
応
神
天
皇
を
説
い
た
り
す

る
の
も
、
其
事
蹟
に
似
よ
り
の
あ
る
伝
承
が
、
久
し
く
行
は
れ
て
居
た
為
、
其
に
固
有
名
詞
を
附
与
し
て
、
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過
去
の
信
仰
行
事
の
固
定
か
廃
絶
か
し
た
後
、
歴
史
的
確
実
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
や
う
に
な
つ
て
来

た
為
な
の
だ
。
村
人
の
知
識
範
囲
に
在
る
か
、
或
は
、
多
少
歴
史
的
妥
当
性
の
感
じ
ら
れ
る
人
や
物
を
当

て
は
め
た
と
見
る
外
は
な
い
。

壱
岐
の
島
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
は
、
こ
ん
な
小
さ
な
島
　
　
島
の
少
年
が
、
本
土
で
受
け
た
、
此
方
の
海

岸
か
ら
、
投
げ
た
ぼ
う
る
が
彼
方
の
海
に
落
ち
る
だ
ら
う
、
と
言
ふ
冷
か
し
を
無
念
が
つ
た
、
と
言
ふ
誇

張
し
た
話
も
、
此
島
を
漫
画
化
し
た
程
度
の
適
切
さ
を
感
じ
る
小
さ
な
島
国
の
中
で
、
一
つ
の
系
統
の
民

間
伝
承
が
、
色
々
な
過
程
を
示
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
あ
る
村
で
は
、
現
に
神
幸
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
其

半
里
と
離
れ
な
い
処
で
は
、
民
譚
化
を
遂
げ
て
、
神
幸
の
夜
に
、
神
に
敬
礼
せ
な
か
つ
た
草
の
、
呪
は
れ

て
、
馬
さ
へ
喰
は
ぬ
藻
に
な
つ
た
、
と
言
ふ
様
な
形
に
な
つ
た
。
其
と
入
り
海
を
隔
て
た
村
で
は
、
其
型

で
神
名
だ
け
が
替
つ
て
ゐ
て
、
あ
る
家
筋
の
正
月
行
事
と
の
関
係
を
説
い
て
ゐ
る
。
か
と
思
ふ
と
、
東
岸

の
村
に
は
、
又
神
が
入
れ
替
つ
て
、
同
様
な
話
が
伝
は
り
、
其
一
里
と
隔
ら
ぬ
西
の
村
に
は
、
神
が
歴
史

上
の
人
物
で
は
な
く
、
家
の
祖
先
に
替
つ
て
、
壱
州
移
住
第
一
夜
の
事
実
を
、
今
も
と
り
行
ふ
の
だ
、
と

言
う
て
ゐ
る
。
お
な
じ
海
の
彼
岸
か
ら
来
た
神
が
、
名
高
い
番
匠
と
な
つ
て
ゐ
る
。
左
甚
五
郎
と
山
姥
と

の
争
ひ
の
民
譚
に
も
似
て
ゐ
る
。

前
に
述
べ
た
原
因
は
、
今
一
つ
奥
を
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
海
か
ら
来
る
神
は
、
建
築
物
を
中
心
と
し
て
、
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祝
福
の
呪
言
を
述
べ
る
の
で
あ
つ
た
。
其
で
、
建
築
に
与
る
人
が
神
に
仮
装
し
て
、
普
請
始
め
な
ど
に
出

た
習
慣
が
出
来
た
。
後
世
、
番
匠
等
が
玉
女
壇
を
設
け
た
り
、
標
立
の
柱
や
、
大
弓
矢
な
ど
を
飾
つ
て
、

儀
式
を
行
ふ
の
も
、
此
か
ら
で
あ
る
。
新
室
の
ほ
か
ひ
に
来
た
神
と
神
に
仮
装
し
た
後
代
の
番
匠
と
の
聯

絡
が
忘
れ
ら
れ
て
、
飛
騨
の
匠
や
竹
田
の
番
匠
な
ど
言
ふ
、
建
築
の
名
人
の
名
を
神
に
代
入
し
た
の
で
あ

る
。
此
神
が
え
び
す
神
に
な
つ
て
ゐ
る
中
部
東
岸
の
村
の
信
仰
は
、
其
神
の
性
格
と
名
称
と
の
変
化
を
、

最
自
然
に
伝
へ
た
も
の
で
、
此
神
に
対
す
る
京
都
辺
で
の
平
安
末
か
ら
の
理
会
で
も
、
え
び
す
神
と
言
ふ

事
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。

か
う
し
た
変
化
の
色
々
な
段
階
を
見
せ
た
の
は
、
村
々
の
伝
承
が
、
一
つ
の
標
準
を
模
倣
し
て
来
な
が
ら
、

又
村
の
個
性
を
守
り
、
其
為
に
局
部
の
改
造
が
行
は
れ
て
行
き
又
、
尊
重
す
る
部
分
が
村
に
よ
つ
て
違
う

て
来
る
為
、
廃
続
の
様
子
が
め
い
〳
〵
変
つ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
年
中
行
事
な
ど
も
家
々
村
々
に
よ
つ

て
、
壱
岐
移
住
後
の
変
化
も
、
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
触フレ
が
違
ひ
、
村
が
替
る
と
、
細
か
い
約
束
が
非
常

に
違
つ
て
来
る
。

方
言
な
ど
は
、
其
村
々
の
本
貫
を
示
し
て
ゐ
る
傾
向
が
著
し
い
が
、
音
価
の
動
揺
・
音
勢
点
の
相
違
・
音

韻
の
放
恣
な
離
合
・
発
声
位
置
の
不
同
な
ど
か
ら
、
表
面
非
常
な
相
違
が
あ
つ
て
も
、
実
は
根
元
一
つ
と

見
え
る
も
の
も
多
い
。
単
語
の
相
違
は
固
よ
り
多
い
が
、
此
は
流
人
の
影
響
が
非
常
に
あ
る
。
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又
、
音
韻
矯
正
・
中
央
語
採
用
な
ど
が
、
村
々
別
々
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
此
も
勘
定
に
入
れ
て
か
ゝ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
、
蜑
村
の
語
は
、
島
人
に
も
訣
ら
ぬ
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
が
、
単
語
の
相
違
よ
り
も
、
発

音
位
置
が
標
準
発
音
と
は
大
変
な
相
違
を
示
し
て
ゐ
る
。
放
恣
な
離
合
に
よ
つ
て
、
音
の
約
脱
が
盛
ん
に

行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
へ
ん
ぶ
り
＜
へ
い
ぬ
ぶ
り
＜
は
ひ
の
ぼ
り
（
這
上
り
＝
上
框
）

　
　
く
ま
じ
ん
＜
く
ま
ぜ
む
＜
く
ま
ぢ
ぇ
も
ん
（
熊
治
右
衛
門
）

　
　
ま
つ
ら
げ
る
＜
ま
つ
り
あ
げ
る
（
献
上
）

　
　
し
ま
り
ぶ
し
＜
し
ま
い
ぶ
し
＜
し
め
ぃ
ぶ
し
＜
し
め
ぐ
し
（
標
串
）

　
　
　
　
　
七

私
は
、
壱
岐
の
文
明
に
、
三
つ
の
時
を
違
へ
て
渡
来
し
た
も
の
ゝ
、
大
き
な
影
響
を
見
て
ゐ
る
。
即
、
第

一
唱
門
師
、
第
二
盲
僧
、
そ
し
て
、
第
三
は
前
に
述
べ
た
流
人
で
あ
る
。

唱
門
師
は
陰
陽
師
配
下
の
僧
形
を
し
た
者
で
あ
る
。
其
が
段
々
、
陰
陽
師
と
勝
手
に
名
宣
り
、
世
間
か
ら

も
、
法
師
陰
陽
師
な
ど
ゝ
言
は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
唱
門
師
は
大
寺
の
奴
隷
の
出
身
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
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寺
の
関
係
は
薄
く
な
つ
て
行
つ
た
者
も
あ
る
。
陰
陽
配
下
の
卜
部
が
宮
廷
神
事
に
関
係
し
て
、
段
々
斎
部

の
為
事
を
代
理
す
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。
此
卜
部
が
勢
力
を
持
つ
様
に
な
つ
て
、
神
事
が
段
々
陰
陽
道

化
し
て
、
区
別
の
つ
き
に
く
い
ま
で
結
合
し
て
行
つ
た
。

卜
部
が
こ
と
ほ
ぎ
を
掌
つ
て
、
斎
部
の
ほ
か
ひ
に
代
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
は
、
淫
靡
な
詞
章
や
演
出
が

殖
え
て
行
つ
た
。
又
、
こ
の
卜
部
の
祝
言
や
演
出
が
、
宮
廷
外
に
も
行
は
れ
て
行
つ
た
。
「
千
秋
万
歳
」

と
言
ふ
の
が
、
其
で
あ
つ
て
、
宮
廷
の
踏
歌
の
節
の
こ
と
ほ
ぎ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

卜
部
の
仕
丁
は
、
固
定
し
た
家
筋
が
あ
つ
た
の
で
は
な
く
、
四
个
国
の
海
部
か
ら
抜
く
の
で
あ
つ
た
が
、

後
世
は
、
海
部
の
卜
部
は
な
く
な
つ
て
、
神
祇
官
で
、
卜
部
氏
の
配
下
に
、
世
襲
の
奴
隷
の
様
な
形
の
者

が
出
来
た
。
卜
部
は
陰
陽
道
に
も
関
係
が
あ
つ
た
か
ら
、
神
道
と
陰
陽
道
と
を
兼
ね
行
ふ
姿
に
な
つ
た
。

卜
部
氏
の
下
の
奴
隷
は
、
旧
桜
町
の
二
个
処
に
居
て
、
叡
山
と
の
関
係
は
忘
れ
て
了
う
た
や
う
に
な
り
、

陰
陽
師
の
下
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
卜
部
氏
を
通
じ
て
、
吉
田
流
の
神
道
方
式
を
も
行
う
た
。
卜
部
と
し

て
の
為
事
は
千
秋
万
歳
と
い
ふ
名
称
で
行
ひ
、
中
臣
祓
だ
け
を
大
事
に
し
て
、
禊
を
頼
ま
れ
る
時
に
は
、

陰
陽
師
を
名
の
つ
た
。
而
も
、
仏
法
の
関
係
を
忘
れ
て
は
居
ず
し
て
、
所
属
し
た
寺
の
仏
の
縁
起
や
本
地

物
語
其
他
を
謡
ひ
、
「
翁
」
を
舞
う
た
り
し
た
。
其
時
の
名
が
唱
門
師
で
、
総
体
に
言
ふ
場
合
も
唱
門
師

で
あ
つ
た
ら
し
い
。
此
連
衆
の
翁
が
、
曲
舞
と
も
謂
は
れ
、
寺
の
縁
起
の
演
奏
か
ら
出
た
白
拍
子
舞
も
曲
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舞
と
お
な
じ
も
の
な
の
で
あ
つ
て
、
千
秋
万
歳
に
し
て
、
白
拍
子
・
曲
舞
を
兼
ね
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此

等
は
皆
、
千
秋
万
歳
の
翁
ぶ
り
か
ら
分
化
し
た
も
の
で
、
幸
若
舞
も
曲
舞
の
流
で
あ
る
が
、
亦
、
疑
ひ
も

な
く
、
千
秋
万
歳
か
ら
出
た
も
の
で
あ
つ
た
。
幸
若
舞
の
女
舞
か
ら
江
戸
の
女
歌
舞
妓
が
生
れ
、
猿
若
も

亦
幸
若
の
流
ら
し
い
。

唱
門
師
は
、
後
世
の
演
劇
・
舞
踏
・
声
楽
の
大
切
な
生
み
の
親
で
あ
る
。
其
と
共
に
、
陰
陽
道
・
神
道
を

山
奥
・
沖
の
島
ま
で
持
ち
歩
い
た
。

私
は
、
唱
門
師
の
一
部
が
、
修
験
道
に
も
関
係
し
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
山
伏
祭
文
の
如
き
は
、

卜
部
系
統
の
物
で
あ
つ
て
、
陰
陽
師
と
し
て
、
祓
の
代
り
に
、
山
の
神
霊
に
向
つ
て
胸
中
極
秘
の
事
を
言コ

出チヅ
る
。
日
本
古
代
の
峠
の
神
に
対
し
た
方
式
を
、
懺
悔
サ
ン
ゲ
と
言
ふ
形
に
理
会
し
て
、
表
白
し
た
。
其
が
祭
文

節
の
元
な
る
山
伏
祭
文
を
生
ん
だ
の
だ
。
唱
門
師
で
、
同
時
に
、
山
伏
で
あ
つ
た
様
な
団
体
が
、
新
し
い

地
を
開
発
し
て
土
豪
と
な
り
、
諸
侯
の
国
に
入
つ
て
は
傭
兵
と
な
つ
て
働
き
、
呪
術
で
敵
を
調
伏
し
、
又

常
に
は
、
芸
を
演
じ
た
り
し
て
仕
へ
た
。
豪
族
の
庶
流
の
人
々
、
亡
び
た
国
主
の
一
族
な
ど
が
、
か
う
し

た
形
式
で
渡
り
歩
い
た
。

唱
門
師
の
壱
岐
へ
来
た
の
は
、
古
い
事
ら
し
い
。
唯
今
の
島
の
社
々
の
昔
の
神
主
は
、
凡
、
陰
陽
師
で
あ

つ
て
、
裕
福
な
る
者
は
、
吉
田
家
の
免
許
状
下
附
を
願
う
て
、
両
様
の
資
格
を
持
つ
て
ゐ
た
。
だ
が
、
大
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抵
は
陰
陽
師
配
下
の
も
の
ゝ
末
で
あ
る
。
陰
陽
道
で
は
、 

職  

神 

シ
キ
ジ
ン

　
　
即
、
役
霊
　
　
の
事
を
、
後
に
み

さ
き
と
も
称
へ
て
ゐ
た
。
処
が
、
壱
州
に
来
た
陰
陽
師
の
徒
は
、
み
さ
き
を
傭
ふ
の
に
、
簡
単
な
方
便
が

あ
つ
た
。
其
は
、
や
ぼ
さ
と
言
ふ
島
に
多
く
居
る
精
霊
を
、
呪
力
で
駆
使
す
る
事
に
し
た
。

壱
岐
に
は
矢
保
佐
・
矢
乎
佐
な
ど
言
ふ
社
が
、
今
も
多
く
あ
り
、
昔
は
大
変
な
数
に
な
る
程
あ
つ
た
。
近

代
で
は
、
ど
う
し
た
神
や
ら
訣
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
る
が
、
香
椎
の
陰
陽
師
の
後
の
屋
敷
に
一
个
処
、
み
さ

き
明
神
と
称
へ
て
祀
つ
て
ゐ
て
、
古
く
は
や
は
り
、
や
ぼ
さ
で
あ
つ
た
。
志
原
に
は
、
陰
陽
師
の
屋
敷
の

あ
る
岡
続
き
に
、
以
前
崇
め
た
と
言
ふ
や
ぼ
さ
が
一
个
処
あ
る
。
対
馬
に
や
ぼ
さ
と
言
う
て
ゐ
る
の
は
、

岡
の
上
の
古
墓
で
、
よ
り
神
と
も
言
ふ
相
で
あ
る
。
古
墓
の
祖
先
の
霊
で
、
憑ヨ
る
か
ら
の
よ
り
神
で
あ
ら

う
。
さ
す
れ
ば
、
壱
岐
に
数
多
い
や
ぼ
さ
は
元
古
墓
で
、
祖
霊
の
ゐ
る
処
と
考
へ
て
ゐ
た
の
が
、
陰
陽
師

の
役
霊
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
り
、
其
も
と
が
段
々
、
忘
却
せ
ら
れ
て
来
た
の
だ
ら
う
。

や
ぼ
さ
の
崇
敬
が
盛
ん
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
陰
陽
師
の
勢
力
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
此
徒

が
、
陰
陽
師
・
唱
門
師
と
し
て
「
島
の
人
生
」
に
統
一
の
原
理
を
教
へ
、
芸
術
の
芽
を
栽
ゑ
て
置
い
た
こ

と
は
、
察
せ
ら
れ
る
。
志
原
の
神
主
の
祀
る
一
个
処
に
は
、
行
器
の
形
を
土
で
焼
い
た
祠
が
据
ゑ
て
あ
つ

た
。

島
に
僧
侶
の
入
つ
た
の
は
、
わ
り
に
新
し
い
様
だ
。
其
為
、
島
に
学
問
の
起
る
の
は
遅
れ
た
。
島
人
の
間
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に
、
今
も
伝
つ
て
居
る
百
合
若
説
経
と
い
ふ
戯
曲
は
、
舞
の
本
・
古
浄
瑠
璃
の
で
は
な
く
、
い
ち
じ
よ
と

言
ふ
い
ち
こ
の
類
の
者
が
語
る
も
の
で
あ
る
。
琵
琶
弾
き
盲
僧
も
此
を
語
る
が
、
正
式
に
は
し
な
い
。
箱

崎
の
芳
野
家
の
「
神
国
愚
童
随
筆
」
と
い
ふ
本
に
、
壱
岐
の
神
人
の
事
を
書
い
て
、
命イ
婦チ
は
女
官
の
長
で
、

大
宮
司
・
権
大
宮
司
の
妻
か
娘
か
ゞ
な
る
と
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
い
ち
は
陰
陽
師
の
妻
が
巫
女
な
る
例
で

あ
る
。

い
ち
じ
よ
は
や
ぼ
さ
社
に
常
に
参
る
と
言
ふ
。
百
合
若
説
経
は
、
弓
を
叩
い
て
「
神
よ
せ
」
を
誦
し
た
後

に
唱
へ
る
。
さ
う
や
つ
て
居
る
中
に
、
生
霊
・
死
霊
等
が
寄
つ
て
来
る
と
言
ふ
。
い
ち
じ
よ
と
陰
陽
師
と

の
関
係
か
ら
考
へ
る
と
、
百
合
若
説
経
は
、
唱
門
師
が
持
つ
て
来
た
も
の
ら
し
く
、
五
説
経
其
他
の
古
い

説
経
よ
り
も
「
三
度
の
礼
拝
浅
か
ら
ず
」
な
ど
言
ふ
句
を
く
り
返
し
て
、
正
式
に
説
経
ら
し
い
形
を
存
し

て
ゐ
る
。
昔
は
、
い
ち
じ
よ
の
唱
へ
る
説
経
が
も
つ
と
あ
つ
た
様
だ
が
、
今
で
は
残
つ
て
も
ゐ
な
い
し
、

い
ち
じ
よ
自
身
も
知
ら
な
い
。

此
外
に
、
志
原
の
翁
は
「
寅
童
丸
」
と
言
ふ
説
経
ら
し
い
も
の
を
諳
誦
し
て
、
伝
へ
て
居
る
。
伝
来
は
不

明
で
あ
る
が
、
十
二
段
草
子
系
統
の
稍
進
ん
だ
形
で
、
古
浄
瑠
璃
小
栗
判
官
な
ど
に
も
似
て
ゐ
る
け
れ
ど
、

其
よ
り
は
古
め
か
し
い
。
文
の
段
・
忍
び
の
段
・
百
人
斬
り
の
段
な
ど
を
、
誦
み
上
げ
る
や
う
に
し
て
、

聞
か
し
て
く
れ
た
。
百
人
斬
り
は
、
か
な
り
し
つ
か
り
と
し
て
、
力
あ
る
上
に
、
笑
は
せ
る
様
な
文
句
も
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這
入
つ
て
ゐ
る
。
此
も
、
或
は
さ
う
し
た
系
統
の
物
か
と
思
ふ
が
、
訣
ら
な
い
。

忍
び
の
段
は
、
屋
敷
・
庭
の
叙
景
な
ど
細
や
か
に
、
古
風
な
姿
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、
姫
の
枕
元
に
行
つ
て

か
ら
の
動
作
が
優
美
で
な
い
。
姫
の
髪
の
毛
を
分
け
て
手
に
捲
い
て
、
此
を
琴
の
様
に
弾
い
て
、
姫
を
怒

ら
せ
る
様
な
事
を
言
う
た
り
、
か
た
ら
ひ
を
遂
げ
る
処
な
ど
も
子
供
ら
し
く
て
、
鄙
び
た
譬
喩
を
使
う
た

り
し
て
ゐ
る
処
な
ど
は
、
説
経
の
改
刪
の
径
路
を
思
は
せ
る
。

書
か
れ
た
根
本
を
語
る
中
に
、
色
々
な
入
れ
語コト
を
交
へ
て
来
た
の
が
、
又
書
き
と
ら
れ
て
根
本
の
異
本
が

出
来
て
来
る
。
さ
う
し
た
物
を
、
比
老
人
も
読
ん
で
覚
え
た
も
の
ら
し
い
。
此
上
は
幾
ら
尋
ね
て
も
、
根

本
の
有
無
、
口
伝
か
書
物
か
ら
の
記
憶
か
、
そ
ん
な
事
も
、
話
を
外
し
て
言
う
て
は
く
れ
な
か
つ
た
。
寅

童
丸
の
語
り
物
を
知
つ
た
の
は
、
島
中
に
、
此
人
一
人
だ
か
ら
、
大
切
に
す
る
考
へ
な
の
で
あ
ら
う
。
ま

さ
か
、
若
い
時
分
に
、
今
は
故
人
の
い
ち
じ
よ
の
一
人
か
ら
深
秘
の
約
束
で
教
へ
ら
れ
た
、
と
言
ふ
や
う

な
も
の
で
ゞ
も
あ
る
ま
い
。

浄
瑠
璃
史
家
は
、
十
二
段
草
子
の
前
に
「
や
す
だ
物
語
」
と
言
ふ
因
幡
薬
師
の
縁
起
を
説
い
た
も
の
が
、

今
一
つ
あ
つ
て
、
其
が
浄
瑠
璃
の
最
初
だ
ら
う
と
言
ふ
。
併
し
、
説
経
は
長
い
伝
統
あ
る
物
で
、
安ア
居グ
院ヰ

の
「
神
道
集
」
な
ど
も
、
説
経
の
古
い
形
の
も
の
で
、
語
つ
た
も
の
に
相
違
な
く
、
や
は
り
一
つ
の
浄
瑠

璃
で
あ
つ
た
の
だ
。
浄
瑠
璃
節
が
固
定
す
る
ま
で
に
は
、
其
系
統
の
物
語
は
段
々
あ
つ
た
と
見
て
よ
か
ら
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う
。
舞
の
詞
な
ど
も
、
唱
門
師
の
手
に
あ
つ
た
も
の
だ
か
ら
、
浄
瑠
璃
化
せ
ぬ
訣
は
な
い
。

浄
瑠
璃
は
恐
ら
く
元
、
女
の
語
る
も
の
で
、
曾
我
物
語
な
ど
の
様
に
、
瞽
女
が
語
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

其
に
仏
教
の
唱
導
的
意
義
が
加
つ
て
居
な
い
間
は
、
ま
だ
浄
瑠
璃
の
定
義
に
入
ら
な
い
の
だ
と
思
ふ
。
盲

僧
・
瞽
女
の
代
り
に
、
唱
門
師
・
巫
女
の
夫
婦
が
、
夫
は
舞
の
地
の
詞
と
し
て
語
り
、
妻
は
舞
か
ら
独
立

し
た
詞
章
と
し
て
、
舞
の
詞
な
ど
も
語
つ
た
の
で
、
巫
女
の
謡
ふ
詞
の
方
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の
だ
ら
う
。

而
も
、
舞
の
詞
を
謡
ふ
だ
け
で
な
く
、
女
が
進
ん
で
舞
を
舞
ふ
様
に
な
つ
た
の
は
、
変
態
で
は
あ
る
が
、

詞
章
よ
り
も
舞
の
方
が
主
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
る
端
を
開
い
た
の
だ
。
其
系
統
か
ら
、
妻
が
演
ず
る
幸
若
舞

々
と
、
神
事
舞
よ
り
演
じ
な
い
夫
の
神
事
舞
々
と
の
対
偶
が
出
来
て
来
た
。
こ
の
様
に
夫
婦
と
も
に
伝
統

的
家
職
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
唱
門
師
が
始
め
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

延
年
舞
・
田
楽
を
演
じ
た
の
も
、
皆
、
唱
門
師
で
あ
ら
う
。
天
台
説
経
を
伝
へ
た
唱
門
師
が
、
千
秋
万
歳

の
詞
章
の
習
熟
か
ら
次
第
に
説
経
文
句
を
固
定
さ
せ
て
来
た
。
だ
か
ら
、
古
い
時
代
の
説
経
は
、
白
拍
子

縁
起
の
様
な
物
の
外
に
、
口
頭
の
話
の
少
し
く
文
飾
を
加
へ
た
様
な
も
の
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
天
草
本

平
家
物
語
を
見
て
も
知
れ
る
様
に
、
既
成
文
章
・
新
作
詞
章
・
新
作
口
語
文
と
言
ふ
様
な
形
が
出
来
て
、

江
戸
初
期
の
口
語
文
の
物
語
が
出
来
た
と
も
言
へ
よ
う
。

浄
瑠
璃
と
説
経
と
の
根
本
の
区
別
を
言
へ
ば
、
浄
瑠
璃
は
現
世
利
益
、
説
経
は
来
世
転
生
を
語
る
も
の
と
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言
へ
よ
う
。
浄
瑠
璃
は
主
人
公
が
女
で
、
仏
讃
歎
よ
り
も
、
人
情
描
写
に
傾
い
て
ゐ
、
説
経
は
主
人
公
が

男
で
、
娑
婆
の
苦
患
を
経
て
、
転
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
大
き
な
区
別
が
あ
つ
た
の
を
、
今
残

る
書
物
で
は
、
訣
ら
な
く
な
つ
た
も
の
か
。
古
い
説
経
に
は
、
男
女
に
厚
薄
は
な
い
。
神
道
集
の
釜
神
・

子
持
山
・
甲
賀
三
郎
の
如
き
で
あ
る
。

浄
瑠
璃
は
其
名
か
ら
見
れ
ば
、
薬
師
仏
の
効
験
に
よ
つ
て
、
業
病
平
癒
し
た
一
部
の
懺
悔
物
語
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、
か
た
は
者
や
業
病
の
者
の
謡
う
た
浄
瑠
璃
如
来
霊
験
物
語
な
ど
言
ふ
「
地
蔵
菩
薩

物
語
」
類
の
書
物
で
、
盲
目
が
自
ら
謡
ふ
職
で
、
此
を
諷
ふ
の
は
、
都
合
よ
い
が
、
安
田
物
語
な
ど
よ
り
、

も
つ
と
古
い
浄
瑠
璃
が
あ
つ
た
筈
だ
と
思
ふ
。
癩
病
平
癒
物
語
・
餓
鬼
本
復
物
語
・
跛
行
歩
物
語
・
唖
発

語
物
語
、
か
う
し
た
物
語
が
あ
り
、
ま
た
新
浄
瑠
璃
が
出
来
て
、
薬
師
仏
に
関
係
の
全
般
的
で
な
い
申
し

子
の
姫
の
一
生
を
述
べ
た
の
だ
。
思
へ
ば
、
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
と
い
ふ
名
も
、
十
二
段
に
綴
つ
た
一
種

の
浄
瑠
璃
曲
の
義
ら
し
い
。

浄
瑠
璃
姫
の
庵
室
と
い
ふ
も
の
ゝ
多
く
あ
る
の
は
、
現
世
利
益
の
浄
瑠
璃
を
語
つ
て
歩
い
た
女
が
あ
つ
た

こ
と
を
示
し
、
其
浄
瑠
璃
は
旧
浄
瑠
璃
曲
で
、
死
ん
だ
浄
瑠
璃
姫
が
蘇
生
す
る
と
で
も
言
ふ
風
な
物
語
で

あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
曾
我
物
語
は
、
虎
御
前
の
転
身
と
考
へ
ら
れ
る
瞽
女
が
語
り
歩
い
た
の
と
、
同
様

だ
ら
う
。
薬
師
信
仰
の
時
代
が
、
地
蔵
信
仰
の
時
代
の
次
に
来
た
。
病
者
遺
棄
の
風
に
苦
し
ん
だ
社
会
が
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生
ん
だ
信
仰
で
あ
ら
う
。

現
世
で
め
で
た
し
が
浄
瑠
璃
、
来
世
を
信
頼
す
る
の
が
説
経
で
あ
る
。
次
に
自
分
の
歴
史
を
語
る
懺
悔
物

語
が
あ
る
。

な
ほ
又
、
病
者
の
自
叙
は
浄
瑠
璃
、
そ
し
て
恋
愛
・
悪
行
等
は
祭
文
と
、
凡
、
区
別
せ
ら
れ
る
。

唱
門
師
は
、
此
島
で
は
優
秀
な
地
位
を
占
め
た
か
ら
戸
数
も
非
常
に
多
か
つ
た
。

山
伏
も
茲
に
関
聯
し
て
説
い
て
見
よ
う
。
彦
山
の
山
伏
の
勢
力
範
囲
な
る
故
、
後
世
は
専
ら
其
山
伏
の
横

暴
に
苦
し
ん
で
、
此
を
殺
し
て
埋
め
た
と
言
ふ
山
伏
塚
が
多
い
が
、
中
に
は
、
山
伏
の
築
い
た
壇
の
類
も

あ
る
で
あ
ら
う
。
唯
、
さ
う
し
た
修
験
道
の
行
儀
喧
し
い
時
代
以
前
に
、
呪
術
に
達
し
た
か
ら
、
山
伏
の

形
を
以
て
、
自
由
に
土
地
を
求
め
て
歩
い
た
時
代
を
考
へ
て
見
る
と
、
無
頼
の
徒
・
山
伏
・
傭
兵
・
ら
つ

ぱ
・
か
ぶ
き
者
・
芸
能
・
唱
門
師
の
有
髪
の
者
・
千
秋
万
歳
、
　
　
か
う
し
た
自
在
な
形
で
、
移
り
歩
い

た
ら
し
い
。
名
護
屋
山
三
郎
の
様
な
の
は
、
か
ぶ
き
者
・
無
頼
漢
で
、
芸
能
の
あ
つ
た
　
　
其
為
、
幸
若

舞
の
詞
も
、
お
国
に
伝
へ
た
ら
し
い
　
　
傭
兵
風
の
流
れ
者
で
も
あ
つ
た
の
だ
。
か
う
し
た
行
者
側
の
勝

つ
た
唱
門
師
一
派
或
は
、
地
方
の
神
主
・
寺
主
の
豪
族
が
、
新
興
の
諸
侯
等
に
負
け
て
、
脱
走
し
た
者
な

ど
も
往
来
し
た
事
は
考
へ
ら
れ
、
又
、
か
う
し
た
方
面
か
ら
、
神
職
に
転
じ
た
者
も
あ
つ
て
多
く
は
館
の

主
と
な
つ
た
の
が
、
此
人
々
で
あ
ら
う
。
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盲
僧
は
寺
の
乏
し
か
つ
た
島
の
村
々
に
、
一
種
の
説
明
を
設
け
る
様
な
形
で
、
此
を
配
置
し
、
本
土
の
檀

那
寺
に
似
た
権
利
を
持
た
せ
た
。
恐
ら
く
、
江
戸
時
代
の
耶
蘇
教
禁
制
の
結
果
、
か
う
し
た
変
態
な
施
設

を
し
た
の
で
あ
ら
う
。
其
為
、
盲
目
は
、
邪
宗
門
徒
探
索
の
為
遣
さ
れ
た
の
だ
、
な
ど
言
ふ
様
に
な
つ
た
。

其
だ
け
、
耶
蘇
教
に
替
る
も
の
と
し
て
、
此
を
与
へ
た
の
だ
か
ら
、
を
か
し
い
。
地
神
経
を
弾
く
の
が
中

心
行
事
で
、
其
儀
式
次
第
を
考
へ
る
と
、
唱
門
師
の
神
道
よ
り
、
稍
、
仏
教
臭
味
の
多
い
、
山
伏
の
行
法

に
も
近
づ
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

其
儀
式
次
第
は
、
荒
神
祓
へ
と
も
言
う
て
、
正
式
に
す
れ
ば
、
可
な
り
時
間
が
か
ゝ
り
相
だ
。
荒
神
の
真

言
か
ら
始
め
て
、
経
を
色
々
と
読
む
。
其
間
に
島
求
め
・
延
喜
さ
ん
・
琵
琶
の
本
地
な
ど
ゝ
言
ふ
厳
粛
な

物
語
が
あ
る
。
延
喜
さ
ん
と
言
ふ
の
は
、
逆
髪
と
蝉
丸
の
事
ら
し
い
。
島
求
め
は
島
を
求
め
て
、
壱
岐
に

落
ち
つ
く
由
来
で
あ
る
。

荒
神
の
真
言
と
い
ふ
の
は
、
一
種
の
祭
文
で
、
陰
陽
師
の
系
統
の
、
滑
稽
を
交
へ
た
禁
止
の
箇
条
を
列
ね

る
。
其
は
、
家
又
は
田
畠
の
害
物
に
命
令
す
る
も
の
で
、
人
に
対
し
て
も
、
為
て
は
な
ら
ぬ
事
を
挙
げ
て

ゐ
る
。
田
楽
の
詞
章
の
戒
め
詞
や
、
太
秦
牛
祭
り
の
祭
文
な
ど
ゝ
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。

荒
神
祓
へ
が
す
む
と
、
く
づ
れ
を
語
る
事
が
あ
る
。
此
が
「
島
の
人
生
」
を
ど
れ
だ
け
潤
し
、
世
間
の
広

さ
、
年
月
の
久
し
さ
を
考
へ
さ
せ
た
か
訣
ら
な
い
。
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盲
僧
が
百
合
若
伝
説
を
語
る
と
、
変
が
起
る
、
と
伝
へ
て
ゐ
る
。
畢
竟
、
重
要
視
し
て
の
事
か
と
思
は
れ

る
が
、
陰
陽
師
・
巫イ
女チ
側
の
も
の
故
、
忌
ん
で
の
事
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
く
づ
れ
は
、
正
式
な
平
家
物

語
物
で
も
な
い
様
で
、
盛
衰
記
と
称
へ
て
、
長
門
合
戦
を
語
つ
て
ゐ
る
。
其
外
は
、
大
抵
説
経
で
あ
る
。

初
午
の
日
に
は
、
招
か
れ
て
「
稲
荷
念ネン
じ
」
を
す
る
。
其
時
は
、
琵
琶
で  

吼    

噦  

コ
ン
ク
ワ
イ

を
弾
く
。
此
は
葛
の

葉
説
教
の
中
の
文
句
で
あ
る
が
、
説
経
を
読
む
感
じ
で
唱
へ
る
様
で
あ
る
。
が
、
此
は
説
経
か
ら
出
て
、

名
高
い
芝
居
唄
に
な
つ
て
、
地
唄
の
本
に
も
出
て
、
今
に
上
方
端
唄
と
し
て
謡
は
れ
る
。
此
説
経
の
文
句

が
芝
居
唄
に
採
ら
れ
た
の
は
、
元
禄
期
で
あ
つ
た
。
盲
僧
が
琵
琶
を
三
味
線
と
持
ち
替
へ
て
、
小
唄
・
端

唄
を
謡
ふ
座
頭
と
な
つ
た
の
は
、
よ
く
訣
る
様
に
思
ふ
。
経
を
弾
く
に
止
ら
な
い
で
、
本
地
物
語
を
語
る

こ
と
が
、
直
に
、
説
経
を
唱
へ
る
こ
と
に
な
る
。
く
づ
れ
の
説
経
の
中
の
小
唄
か
ら
出
た
部
分
や
、
其
が

著
し
く
俗
化
し
た
卑
陋
な
端
唄
が
ゝ
つ
た
も
の
を
も
謡
ふ
様
に
な
つ
て
来
る
。
大
体
、
祭
文
系
統
の
呪
言

は
、
卑
猥
・
醜
悪
・
非
礼
な
文
句
が
多
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
盲
僧
が
く
づ
れ
ど
こ
ろ
か
、
小
唄
・
端

唄
な
ど
の
、
世
間
流
行
の
も
の
ま
で
も
、
三
味
線
に
と
り
入
れ
て
来
た
径
路
は
明
ら
か
で
あ
る
。

説
経
其
他
の
物
語
を
く
づ
れ
と
卑
し
む
け
れ
ど
、
平
家
物
語
だ
つ
て
一
種
の
説
経
な
の
だ
。
経
を
諷
誦
す

る
時
の
伴
奏
の
楽
器
を
、
説
経
に
も
お
し
拡
げ
て
使
う
た
ま
で
ゞ
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
く
は
、
説
経
は
発

生
的
に
琵
琶
を
伴
う
て
ゐ
た
。
義
経
記
な
ど
も
説
経
の
系
統
で
あ
つ
た
。
曾
我
物
語
は
楽
器
が
違
ふ
点
か
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ら
だ
け
で
も
、
浄
瑠
璃
系
統
だ
、
と
言
へ
る
の
だ
。
琵
琶
弾
き
が
三
味
線
に
か
け
て
語
つ
た
の
は
、
浄
瑠

璃
で
あ
ら
う
。
説
経
は
尚
暫
く
、
琵
琶
を
守
つ
て
ゐ
る
間
に
、
時
代
に
残
さ
れ
て
、
遅
れ
馳
せ
に
三
味
線

に
合
せ
た
と
見
れ
ば
よ
い
。
此
が
室
町
末
の
状
態
で
あ
つ
た
ら
う
。

説
経
の
演
芸
化
し
き
ら
な
い
間
は
、
琵
琶
を
棄
て
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
三
味
線
を
手
に
し
た
説
経
太
夫

が
座
を
組
む
様
に
な
つ
て
、
盲
僧
の
弾
く
説
経
ま
で
が
、
卑
し
い
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
出
し
た
。
勿
論
、
盲

僧
等
の
諷
誦
す
る
説
経
も
旧
説
経
で
な
く
、
演
芸
化
し
、
詞
章
を
現
代
化
し
た
も
の
に
な
つ
て
来
た
の
で

あ
る
。

盲
目
は
祓
へ
の
後
で
、
呪
言
及
び
叙
事
詩
を
唱
へ
た
。
其
は
明
ら
か
に
、
ほ
か
ひ
人
の
演
出
順
序
を
示
し

て
ゐ
る
。
ほ
か
ひ
人
は
祓
へ
の
呪
言
の
後
で
、
神
聖
な
叙
事
詩
を
語
つ
た
。
其
後
に
、 

直  

会 

ナ
ホ
ラ
ヒ

の
座
で
、

新
し
い
叙
事
詩
か
、
古
く
し
て
権
威
の
な
く
な
つ
た
唯
の
歴
史
、
古
人
の
哀
れ
で
も
あ
り
、
お
も
し
ろ
く

も
あ
る
伝
承
な
ど
を
語
り
聞
か
せ
た
で
あ
ら
う
。
其
が
、
ほ
か
ひ
人
か
ら
卜
部
へ
、
卜
部
か
ら
千
秋
万
歳

へ
、
千
秋
万
歳
は
同
時
に
唱
門
師
曲
舞
で
も
あ
り
、
幸
若
舞
で
も
あ
つ
た
。
新
猿
楽
記
を
見
て
も
、
千
秋

万
歳
の
酒サカ
ほ
か
ひ
と
共
に
、
琵
琶
法
師
も
出
て
ゐ
る
か
ら
、
夙
く
演
芸
化
し
た
盲
僧
も
あ
つ
た
の
だ
。
盲

僧
が
千
秋
万
歳
と
同
じ
荒
神
祓
へ
を
し
て
、
屋
敷
を
浄
め
る
様
に
な
る
前
に
、
ち
や
ん
と
、
演
芸
順
序
や

其
根
本
観
念
が
融
合
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
琵
琶
弾
き
を
傍
証
と
し
、
唱
門
師
を
解
剖
し
て
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見
る
こ
と
は
、
比
較
研
究
法
の
上
か
ら
、
誤
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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