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震
災
で
失
っ
た
も
の
の
中
で
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
惜
し
い
と
思
い
出
し

た
も
の
は
九
谷
焼
で
あ
る
。
父
が 

心  

懸 

こ
こ
ろ
が

け
て
集
め
た
も
の
で
、
古
い
時
代

の
い
わ
ゆ
る
古
九
谷

こ
く
た
に

と
呼
ば
れ
て
い
る
高
価
な
品
で
は
な
い
の
だ
が
、
現
今

大
量
生
産
で
ど
ん
ど
ん
造
り
出
し
て
い
る
今
の
九
谷
焼
と
、
古
い
時
代
の

「
真
正
の
九
谷
焼
」
と
の
連
絡
を
見
る
た
め
に
、
丁
度
都
合
の
よ
い
標
本
で

あ
っ
た
こ
と
と
、
自
分
に
は
父
を
偲しの
ぶ
よ
す
が
と
な
る
品
で
あ
っ
た
の
で
、

時
が
た
つ
に
つ
れ
て
し
み
じ
み
惜
し
く
な
っ
て
来
る
。

　
加か
賀が
の
人
で
も
、
こ
の
頃
で
は
余
り
知
っ
て
い
る
人
が
少
い
位
だ
か
ら
、

東
京
の
人
な
ど
に
は
、
「
真
正
の
九
谷
焼
」
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
一
皿
数
千
円
も
す
る
と
い
う
よ
う
な 

骨  
董 

こ
っ
と
う

と
し
て
の
九
谷
と
、
夜
店
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で
売
っ
て
い
る
九
谷
と
が
、
今
の
東
京
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
丁
度

そ
の
連
絡
を
な
し
、
現
今
な
お
古
い
神
聖
な
九
谷
焼
を
護まも
っ
て
い
る
少
数
の

人
々
の
こ
と
は
殆
ほ
と
んど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
沿
革
な
ど
と
い
う
と
如い
何か
に
も
骨
董
家
め
く
の
で
、
極ごく
簡
単
に
書
く
と
、

日
本
で
芸
術
品
と
し
て
の
陶
器
が
出
来
出
し
た
頃
、
伊
万
里
焼

い
ま
り
や
き

を
倣なら
っ
て
後ご

 

藤 

才
次
郎  

と
う
さ
い
じ
ろ
う

と
い
う
人
が
、
九
谷
村
で
適
当
な
粘
土
を
得
て
造
り
出
し
た
の

が
九
谷
焼
の
起
り
で
、  
前 
田 
家 

治 

卿  

ま
え
だ
い
え
は
る
き
ょ
う

が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
あ
れ
だ
け

に
発
達
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
、
今
の
よ
う
に
焦
燥
の
生
活
を

し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
、
数
代
も
名
工
の 

後  

裔 

こ
う
え
い

が
、
殿
様
の
庇ひ
護ご
の

下もと
で
研
究
を
続
け
て
、
一
つ
の
か
ま
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
九
州
の
話
だ
が
、
柿
右
衛
門

か
き
え
も
ん

と
い
う
人
な
ど
は
、 

熟  

柿 
じ
ゅ
く
し

が
枝
に
下
っ
て
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い
る
の
を
見
て
、
そ
の
色
を
出
そ
う
と
し
て
、
生
涯
を
費
つ
い
やし
て
出
来
ず
、
そ

の
子
が
こ
れ
を
つ
い
で
半
ば
完
成
し
、
三
代
目
に
至
っ
て
漸
よ
う
やく
出
来
上
っ
た

と
い
う
話
が
あ
る
位
で
あ
る
。
今
の
骨
董
家
が
、
初
代
の
柿
右
衛
門
な
ど
と

い
っ
て
愛
蔵
し
て
い
る
が
、
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
三
代
目
柿
右
衛
門
が
認

め
ら
れ
る
ま
で
、
貧
し
い
陶
器
工
の
家
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
祖
父
の
試
験
的

出
来
上
り
品
を
、
今
残
っ
て
い
る
ほ
ど
多
く
、
三
代
の
間
蔵しま
っ
て
あ
っ
た
か

ど
う
か
随
分
変
な
話
で
あ
る
。
売
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
と
、
貧
し
い
無
名

の
陶
工
の
つ
ま
ら
ぬ
器
物
が
、
五
十
年
間
も
破
損
せ
ず
に
使
用
さ
れ
て
い
て
、

三
代
目
柿
右
衛
門
の
出
て
後のち
、
こ
れ
は
初
代
だ
と
い
っ
て
急
に
珍
重
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○
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初
め
て
事
を
な
す
人
の
苦
心
が
、
九
谷
焼
の
場
合
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
九
谷
と
い
う
村
は
、
加
賀
の 

山  

中 

や
ま
な
か

と
い
う
温
泉
か
ら
、
六
、
七
里

ば
か
り
も
渓
流
に
沿
っ
て
上
っ
た
所
に
あ
る
山
間
の
僻
地
へ
き
ち
で
、
今
で
も
よ
ほ

ど
の 

物  

好 

も
の
ず
き

で
な
い
と
行
け
ぬ
位
の
山
奥
で
あ
る
。
今
は
一
村
五
十
戸
位
の

小
さ
い
村
で
、
炭
焼
を
生
活
と
し
て
、
九
谷
焼
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
訪

れ
る
人
と
て
も
、
毎
夏
数
人
の
登
山
者
が
過
ぎ
る
位
の
程
度
で
あ
ろ
う
。
徳

川
初
期
の
時
代
に
、
こ
ん
な
処
へ
来
て
初
め
て
、
求
め
る
粘
土
を
見
出
し
た

人
の
隠
れ
た
努
力
に
は
、
し
み
じ
み
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
る
。
近
年
こ
の
村
が
殆

ど
全
焼
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
東
京
の
新
聞
な
ど
で
は
、
九
谷
焼
の
窯か

   

元 

ま
も
と
が
全
滅
し
た
、
当
分
九
谷
焼
を
産
出
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
だ
ろ
う
な
ど

と
書
い
て
い
た
。
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こ
の
渓
流
の
下
流
の
所
に
、 

山  

代 

や
ま
し
ろ

と
い
う
温
泉
と 

大 

聖 

寺 

だ
い
し
ょ
う
じ
と
い
う
人

口
一
万
ば
か
り
の
町
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
古
い
九
谷
焼
の
面
影
の
幾
分
残

っ
て
い
る
産
地
な
の
で
あ
る
。
私
の
故
郷
は
こ
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。

　
明
治
維
新
の
頃
、
奈
良
の
五
重
塔
が
五
十
円
で  

入    

札  

に
ゅ
う
さ
つ

に
附
さ
れ
た
頃
、

九
谷
焼
も
同
じ
よ
う
な
悲
運
に
会
っ
て
、
殆
ど
一
時
全
滅
し
て
い
た
。
古
い

九
谷
焼
は
、
こ
の
時
に
お
い
て
事
実
上
跡と
絶だ
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

明
治
二
十
年
頃
か
ら
か
、
ぼ
つ
ぼ
つ
大
聖
寺
山
代
及
び
そ
の
附
近
の
村
な
ど

に
窯かま
を
築
く
人
が
出
来
て
来
て
、
こ
ん
な
目
立
た
ぬ
所
に
、
九
谷
焼
の
復
活

の 

曙  

光 

し
ょ
こ
う

が
見
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
々
の
中
で
も
特
に
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
的
気
分
の
濃
い
人
た
ち
が
集
っ
て
、
九
谷
の
村
か
ら
粘
土
を
と
り
寄
せ

て
熱
心
に
旗
上
げ
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
余
り 
辺  

僻 
へ
ん
ぺ
き

な
所
で
、
運
搬
の
費
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用
に
耐
え
ら
れ
な
く
て
直す
ぐ
失
敗
に
終
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
真ま
面じ
目め
に

造
り
出
し
た
も
の
で
、
今
は
真
正
の
古
九
谷
と
し
て
、
東
京
や
大
阪
の
富
豪

の
蔵
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
も
の
が
案
外
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
色
々
の
所
の
土
を
用
い
て
、
絵
だ
け
は
昔
の
様
を
継
い
で
来
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
で
は
、
尾
張
お
わ
り
な
ど
か
ら
生き
地じ
を
取
り
よ
せ
て
、

絵
だ
け
を
つ
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
人
も
多
い
ら
し
い
。

　
父
が
生
き
て
い
た
ら
、
憤
慨
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
私
が
小
学
校
へ
は
入
っ
た
頃
か
ら
、
四よ
里り
ば
か
り
離
れ
た  

隣    

郡  

と
な
り
ぐ
ん

に
寺て

井らい
と
い
う
町
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
陶
器
の
会
社
が
出
来
た
。
そ
こ
で
は
、
九

谷
を
日
用
品
と
し
て
造
り
始
め
た
。
大
量
生
産
で
「
機
械
を
据
え
」
つ
け
て
、
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製
品
と
し
て
ど
ん
ど
ん
売
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
案
外
販
路
が
ひ
ら

け
て
、
四
、
五
年
の
後
に
は
、
こ
の
方
が
九
谷
焼
と
し
て
よ
り
多
く
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
こ
れ
を
老
人
た
ち
は
寺
井
焼
と
い
っ
て
、

九
谷
焼
と
は
称
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
特
徴
は
、
手
に
さ
わ
る
と
、
ぼ
つ
ぼ
つ

す
る
よ
う
に
絵
の
具
を
盛
り
あ
げ
て
、
こ
っ
て
り
と
花
な
ど
を
一
面
に
書
き

埋うず
め
て
あ
る
も
の
で
、
よ
く
湯
呑
ゆ
の
み
の
内
部
な
ど
に
細
こ
ま
かい
字
が
一
杯
書
い
て
あ

る
。
私
た
ち
が
見
て
も
俗
悪
だ
と
感
ず
る
位
だ
か
ら
、
老
人
た
ち
の
気
に
入

る
は
ず
は
な
い
。
生き
地じ
か
ら
い
っ
て
も
絵
か
ら
い
っ
て
も
、
今
ま
で
の
ど
の

九
谷
の
窯
と
も
似
も
つ
か
ず
縁
故
も
見
出
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
理
も

な
い
の
で
あ
る
。 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

こ
の
会
社
は 
益  
々 
ま
す
ま
す

発
展
し
て
、
今
東
京
や
金
沢

の
陶
器
店
で
さ
え
、
殆
ん
ど
全
部
が
こ
の
種
に
属
す
る
も
の
で
、
今
で
は
立
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派
な
九
谷
焼
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
僅わず
か
十
五
年
位
の
間

で
あ
る
。
分
業
と
か
機
械
作
業
と
か
い
う
も
の
の
、
有
効
な
る
実
証
で
あ
る

な
ど
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
何
に
感
じ
た
の
か
知
ら
ぬ
が
、
私
が
小
学
校
へ
は
入
る
頃
か
ら
、
父
は
急

に
、
こ
ん
な
事
で
は
真
正
の
九
谷
焼
が
滅
亡
し
て
し
ま
う
と
言
い
出
し
て
、

当
時
大
聖
寺
町
に
残
っ
て
い
た
年
と
っ
た
画
工
た
ち
と
交
際
し
た
り
、
型
の

よ
う
に
古
い
陶
器
を
集
め
た
り
し
て
い
た
。
私
の
家
は
別
に
陶
器
屋
で
は
な

い
の
で
、
父
は
家
業
の
ひ
ま
に
、
何ど
処こ
か
ら
取
っ
て
来
た
か
色
々
の
白
い
粘

土
を
、
火
鉢
の
火
の
中
に
入
れ
て
見
て
「
こ
の
色
が
変
ら
な
く
て
、
嵩かさ
の
減

ら
な
い
粘
土
が
よ
い
の
だ
」
な
ど
と
い
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
随
分
プ

レ
リ
ミ
ナ
リ
ー
な
実
験
で
あ
る
。
と
う
と
う
六
年
の
時
の
春
休
み
に
帰
っ
た
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時
、
窯
を
つ
く
る
ん
だ
と
い
っ
て
、
庭
の
物
置
の
隅
に
高
さ
五
尺
し
ゃ
く位
の
窯
が

造
っ
て
あ
っ
た
。
簡
単
に
粘
土
に
壁
土
位
で
つ
く
っ
た
も
の
ら
し
か
っ
た
。

乾
く
と
、
す
ぐ
罅ひび
が
は
入
っ
た
。
父
は
夕
方
に
な
る
と
、
そ
の
前
に
立
っ
て
、

丁
寧
に
そ
の
罅
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
た
。
す
る
と
ま
た
す
ぐ
罅
が
は
入
っ
た
。

そ
し
て
私
が
夏
の
休
み
に
帰
っ
た
時
も
、
ま
だ
根
気
よ
く
毎
日
塗
り
つ
ぶ
し

て
い
た
。
し
か
し
、
と
う
と
う
そ
の
秋
に
は
、
窯
の
方
で
根
気
負
け
を
し
て
、

太
陽
が
か
ん
か
ん
照
り
つ
け
て
も
、
ち
っ
と
も
罅
が
い
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
冬
か
ら
父
は
病
気
に
な
っ
て
、
四
月
に
死
ん
だ
。
父
位
着
手
の

 

億  

劫 

お
っ
く
う

を
感
ぜ
な
く
て
、
そ
し
て
根
気
が
よ
か
っ
た
ら
、
物
理
の
実
験
な
ど

は
、
ど
ん
ど
ん
捗
取
は
か
ど
る
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。

　
私
は
小
学
校
へ
は
入
る
た
め
に
、
八
つ
の
春
、
大
聖
寺
町
の
浅 

井 

一 

毫 

あ
さ
い
い
ち
も
う
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と
い
う
陶
工
の
家
に
預
け
ら
れ
た
。
そ
の
頃
七
十
幾
つ
か
で
、
白
い
鬚ひげ
を
長

く
伸のば
し
た
よ
い
お
爺じい
さ
ん
で
あ
っ
た
。
毎
日
、
三
方
硝
子
戸

ガ
ラ
ス
ど

の
暖
い
室
に
き

ち
ん
と
坐すわ
っ
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
絵
を
附
け
て
い
た
。

　
そ
の
頃
、
「
真
正
」
の
九
谷
焼
を
護まも
る
人
々
の
間
に
は
、
青
絵
と
赤
絵
と

が
、
先ま
ず
試
み
ら
れ
て
い
た
。
特
に
赤
絵
の
方
が
盛
さ
か
んだ
っ
た
。
青
絵
と
い
う

の
は
、 

染  

付 

そ
め
つ
け

の
こ
と
で
、
呉ご
須す
土ど
で
描か
い
た
南
画
な
ん
が
め
い
た
構
図
で
、
よ
く

 

寒  

山  

拾  

得 

か
ん
ざ
ん
じ
っ
と
く

の
よ
う
な
人
物
や 

山  

水 

さ
ん
す
い

な
ど
が
、
達
筆
に
密
画
で
な
く
描

か
れ
て
い
た
。
呉
須
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
の
だ
そ
う
で
、
こ
れ
で
当
時
一

家
を
な
し
て
る
人
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
赤
絵
と
い
う
方
は
、
朱しゅ
で 

極  

々 

ご
く
ご
く

細こま
かく
念
入
り
に
描
い
た
も
の
で
、
こ
れ
に
は
必
ず
金きん
が
使
っ
て
あ
る
の
が
普

通
だ
っ
た
。
少
し
離
し
て
み
る
と
、
薄
赤
色
に
見
え
る
ほ
ど
細
く
井
桁
い
げ
た
を
組
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ん
だ
り
、 

七  

宝 

し
っ
ぽ
う

で
埋
め
た
り
す
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
西
洋
人
が
家
へ

来
て
、
手
で
描
い
た
の
で
は
な
い
、
判
で
押
し
た
の
だ
と
い
っ
て
、
ど
う
し

て
も
聴
か
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
位
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
赤
絵
に
使
う
金きん
は
、

ど
う
し
て
や
る
の
か
忘
れ
た
が
、
と
に
か
く
焼
き
上
っ
た
時
は
鈍
い
黄
色
を

し
て
い
る
。
そ
れ
を 
籾  

殻 
も
み
が
ら

で
力
一
杯
擦こす
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
だ
ん
だ

ん
気
持
の
よ
い
光
沢
が
出
て
来
て
、
金
ら
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
金
は
、

そ
れ
だ
か
ら
、
梨
地
な
し
じ
の
よ
う
な
光
り
方
で
あ
る
。
寺
井
焼
の
方
の
金
の
こ
と

を
、
「 

水  

金 

み
ず
き
ん

」
だ
か
ら
温
泉
に
入
れ
る
と
す
ぐ
変
色
す
る
し
、
鍍
金
め
っ
き
の
よ

う
な
「
あ
だ
光
り
」
が
す
る
と
い
っ
て
、
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
私
も

随
分
手
伝
わ
さ
れ
て
、
手
が
痛
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
面
白
か

っ
た
。
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一
毫
の
お
爺
さ
ん
は
、
赤
絵
が
専
門
だ
っ
た
。
殊
に
竜
が
得
意
ら
し
か
っ

た
。
「
魑ち
魅み
を
画か
く
は
易やす
し
」
で
は
な
く
、
お
爺
さ
ん
の
描
い
た
竜
を
毎
日

見
て
い
る
と
、
本
当
に
い
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
し
か

し
「
竜
は
雲
が
あ
る
か
ら
描
け
る
の
で
、
頭
か
ら
尻
尾
し
っ
ぽ
ま
で
描
け
と
い
わ
れ

た
ら
ち
ょ
っ
と
困
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
妙
に
今
ま
で
忘

れ
な
い
で
い
る
。

　
い
つ
か
、
『
中
央
美
術
』
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
一
毫
さ

ん
と
、
ま
だ
一
人
、 

中  

村  
秋  
塘 

な
か
む
ら
し
ゅ
う
と
う
と
の
二
人
は
、
こ
の
仲
間
の
人
で
も
同

じ
く
、
滅
多
に
自
分
の
描
い
た
陶
器
の
裏
に
九
谷
と
銘めい
を
入
れ
る
こ
と
は
な

い
。
大
抵
自
分
の
名
だ
け
し
か
入
れ
な
い
。
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
だ
が
、
床
し
い

よ
う
な
気
が
す
る
。
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中
村
秋
塘
の
方
は
変
な
こ
と
で
知
っ
て
い
る
。
小
学
校
の
三
年
の
時
か
、

父
の
厳
命
で
こ
の
中
村
秋
塘
さ
ん
の
所
へ
英
語
を
習
い
に
通
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
英
語
は
ち
っ
と
も
進
歩
し
な
か
っ
た
が
、
陶
器
の
こ
と
は
色
々
覚
え
た
。

真
黒
い 

関 
羽 
鬚 

か
ん
う
ひ
げ

の
こ
わ
い
顔
に
も
似
ず
親
切
で
好
き
だ
っ
た
。

　
今
か
ら
考
え
て
見
る
と
、
随
分
変
な
先
生
を
撰えら
ん
で
く
れ
た
も
の
だ
と
も

思
え
る
が
、
あ
る
い
は
幼
い
頃
か
ら
、
名
工
と
名
付
く
べ
き
人
の
特
殊
の
感

化
を
受
け
る
よ
う
に
と
、
父
の
深
遠
な
理
想
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
だ
の
に
、
自
分
は
今
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
世
間
的
の
栄
誉
な
ど
に
心
を

惹ひ
か
れ
が
ち
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
。

　
秋
塘
さ
ん
も
赤
絵
の
方
が
多
か
っ
た
。
一
毫
の
爺
さ
ん
よ
り
も
、
年
が
若

か
っ
た
せ
い
か
、
精
力
家
で
、
精
練
の
作
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
い
た
。
そ
し
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て
、
そ
の
頃
か
ら
随
分
苦
心
し
て
、
新
し
い
焼
を
出
そ
う
と
色
々
骨
を
折
っ

て
い
た
が
、
私
が
五
年
位
の
時
に
、
初
め
て
半
ば
成
功
し
た
花
瓶
を
父
が
貰
も
ら

っ
て
来
て
、
説
明
し
て
く
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
名
前
は
玉
質
焼
と
い
っ

て
、
全
然
気
分
の
か
わ
っ
た
淡
い
水
彩
画
の
よ
う
な
感
じ
の
も
の
で
、
地じ
を

卵
色
の 

琺  

瑯 

ほ
う
ろ
う

で
焼
き
付
け
て
、
模
様
を
白
く
残
し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
玉
質
焼
は
、
一
年
位
の
間
に
随
分
進
歩
し
て
、
売
出
す
位
の
程
度
に
な

っ
て
い
た
。

　
一
毫
さ
ん
は
、
私
の
中
学
時
代
に
死
ん
だ
。
先
年
国
へ
帰
っ
た
時
、
三
方

硝
子
戸
の
室
に
は
、
中
学
の
先
生
と
か
い
う
、
若
夫
婦
が
間
借
り
を
し
て
い

た
。
お
ば
あ
さ
ん
が
、
久
し
ぶ
り
な
の
で
喜
ん
で
、
大
き
く
な
っ
た
と
褒
め

て
く
れ
た
。
秋
塘
さ
ん
は
ま
だ
元
気
だ
っ
た
。
関
羽
鬚
が
ち
っ
と
も
白
く
な
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っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
玉
質
焼
は
益
々
進
歩
し
て
、
渋
味
の
あ
る
立

派
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
ま
だ
改
良
と
工
夫
と
を
怠
っ
て
い
な
い
の
だ
と

見
え
る
。

　
大
聖
寺
で
は
、
他
に
Ｍ
氏
と
い
っ
て
柿
右
衛
門
の
赤
を
よ
く
出
し
て
い
る

人
が
あ
る
。
蒼あお
い
顔
を
し
た
お
と
な
し
い
人
で
、
さ
ほ
ど
の
年
で
も
な
い
の

に
、
こ
の
頃
は
余
り
描
か
な
い
ら
し
い
。
何
と
な
く
、
諦
あ
き
らめ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
息
子
は
機
業
場
の
事
務
員
と
な
っ
て
、
新
調
の

背
広
を
着
て
毎
日
通
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
得
意
だ
っ
た
ら
し
く
、
家
へ
帰
っ

て
も
仲
々
洋
服
を
脱
が
な
い
で
い
た
。

　 

金  

沢 

か
な
ざ
わ

の
高
等
学
校
に
は
入
っ
て
か
ら
は
、
夕
方
の
散
歩
に
陳
列
棚
を
覗
の
ぞ

き
こ
む
位
の
も
の
だ
っ
た
。
九
谷
窯
元
と
書
い
た
看
板
が
、 

軒  

並 

の
き
な
み

に
並
ん
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で
い
た
が
、
皆
寺
井
で
つ
く
っ
た
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
た
だ
一
軒
、 

犀  

さ
い
が

川 わ
の
橋
の
袂
た
も
とに
あ
っ
た
大
き
い
店
で
、
自
分
で
窯
を
も
っ
て
研
究
し
て
い

る
ら
し
い
、
親
切
な
製
品
を
並
べ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
父
が
死
ぬ
前
「
も
し
窯
が
出
来
て
う
ま
く
い
っ
た
ら
、
秋
塘

と  

竜    

山  

り
ゅ
う
ざ
ん

と
を  
招    

聘  
し
ょ
う
へ
い

し
た
い
」
と
口
癖
の
よ
う
に
、
褒
め
て
い
た
石い

野しの
竜
山
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
裏
通
り
の
小
さ
い
店
を
探
し
て
行
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
子
供
の
時
の
記
憶
よ
り
も
、
ず
っ
と
鮮
や
か
な
立
派
な
赤

（
赤
と
い
う
の
は
朱
の
こ
と
で
あ
る
が
）
を
出
し
て
あ
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と

に
で
も
、
進
歩
の
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
嬉うれ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

湯
呑
ゆ
の
み
の
獅し
子し
の
尾
に
こ
の
赤
を
使
っ
て
あ
っ
た
が
、
余
り
立
派
な
の
で
、
買

い
た
く
て
耐たま
ら
な
か
っ
た
が
、
五
円
い
く
ら
と
い
う
の
で
、
止よ
し
て
帰
っ
た
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の
を
覚
え
て
い
る
。

　
私
は
ま
た
、
金
沢
時
代
に
Ｎ
氏
と
い
う
画
家
の
家
へ
よ
く
遊
び
に
行
っ
た
。

不
折
ふ
せ
つ
の
門
人
だ
が
、
金
沢
へ
来
て
か
ら
、
日
本
画
特
に
南
画
な
ん
が
に
趣
味
を
も
っ

て
、
筆
致
ひ
っ
ち
の
雄
は
な
く
も
、
軽
快
な
色
と
頭
と
で
、
十
分
好
き
に
な
れ
る
絵

を
描
い
て
い
た
。
油
絵
の
方
は 

月  

並 

つ
き
な
み

だ
っ
た
が
、
こ
っ
ち
の
方
は
よ
か
っ

た
。
遊
び
に
行
く
と
、
よ
く
二
時
か
三
時
頃
ま
で
腰
を
据
え
て
、
そ
し
て
達だ

磨るま
の
話
や
ら 

鳥  

窠  

和  
尚 

ち
ょ
う
か
お
し
ょ
う

の
話
や
ら
を
や
た
ら
沢
山
聞
い
て
来
た
。

　
此こ
処こ
で
結
晶
焼
の
菓
子
鉢
を
見
た
。
今
は
帝
室
技
芸
員
と
か
に
な
っ
て
い

る
金
沢
の
人
が
、
随
分
永
々
苦
心
し
て
得
た
焼
で
、
器
物
の
上
の
方
に
つ
け

て
あ
っ
た  

釉    

薬  

う
わ
ぐ
す
り

が
、
焼
い
て
い
る
間
に
適
当
に
流
れ
落
ち
て
面
白
い
縞
し
ま

を
つ
く
り
、
所
々
に
薬
が
結
晶
し
て
、
同
心
円
の
繊
細
な 

花  

模 

は
な
が
た

が
出
来
て
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い
る
の
で
あ
る
。
Ｎ
氏
の
い
う
所
に
よ
る
と
ち
ょ
っ
と
の
加
減
で
釉
薬
の
流

れ
方
が
拙まず
か
っ
た
り
、
結
晶
が
発
達
し
切
ら
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は
発
達
し

過
ぎ
て
罅ひび
が
入
っ
た
り
す
る
の
で
、
数
百
の
中
か
ら
漸
よ
う
やく
一
個
位
し
か
、
揚
あ
が

り
の
よ
い
品
は
出
来
な
い
。
そ
れ
で
非
常
に
貴
重
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
、
頑
張
っ
て
来
た
。
科
学
の
重

要
な
と
こ
ろ
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。
薬
を
精
密
な
バ
ラ
ン
ス
で
秤はか
っ
て
、
色

々
の  

組    

合  

く
み
あ
わ
せ

を
つ
く
っ
て
置
い
て
、
そ
の
各
々
を
色
々
の
温
度
と
色
々
の

時
間
で
焼
い
て
見
て
、
高
温
計
と
時
計
と
で
、
精
確
な
記
録
を
と
っ
て
お
け

ば
、
「
ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
に
そ
の
記
録
を
落
し
て
お
い
て
、 

仏  

蘭 

フ
ラ
ン
ス

人
が
拾

っ
て
」
焼
い
て
見
て
も
立
派
な
結
晶
焼
が
出
来
る
は
ず
で
す
と
い
う
の
だ
。

Ｎ
氏
も 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

同
感
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
色
々
の
学
校
の 

窯 

業 

科 

よ
う
ぎ
ょ
う
か
な
ど
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を
出
た
人
が
、
何な
故ぜ
も
っ
と
組
織
的
に
、
科
学
的
に
研
究
を
し
な
い
の
だ
ろ

う
と
い
っ
て
訝
い
ぶ
かっ
て
い
た
。
実
際
、
や
れ
ば
出
来
る
に
極きま
っ
て
い
る
こ
と
を
、

誰
も
や
ら
な
い
の
だ
か
ら
不
思
議
だ
。
こ
れ
と
同
じ
不
思
議
は
至
る
処
に
一

杯
で
あ
る
。

　
も
う
半
年
で
学
校
を
出
る
と
い
う
時
に
な
っ
て
、
私
は
幾
分
、
そ
の
理
由

が
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
要
す
る
に
学
校
教
育
に
そ
ん
な
こ
と
を
望
む
こ

と
が
無
理
な
の
だ
。
特
別
な
幸
運
で
異
常
に
偉
い
先
生
に
付
く
こ
と
が
出
来

て
、
科
学
の
課
程
で
は
な
く
、
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
の
霊
感
を 

感  

応 

か
ん
の
う

し

体
得
す
る
こ
と
の
出
来
た
よ
う
な
異
数
に
幸
運
な
学
生
を
除
い
て
は
、
通
り

一
遍
の
ま
ま
で
卒
業
し
た
多
数
の
学
生
に
は
、
そ
れ
は
無
理
も
な
い
こ
と
で

あ
る
。 

形  

骸 

け
い
が
い

を
教
わ
っ
て
、
観
念
を
教
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
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科
学
の
課
程
即
ち
材
料
の
中
か
ら
精
神
を
汲く
み
取
る
者
は
、
学
生
自
身
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
幾
分
教
育
の
制
度
や
方
法
に
も
欠
陥
は
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
学
校
の
物
理
の
教
科
書
を
見
れ
ば
最
も  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
Ｎ
氏
の
所
で
は
、
色
々
の
こ
と
を
知
っ
た
。
十
二
月
の
末
頃
か
ら
、
Ｎ
氏

は
朝
風
呂

あ
さ
ぶ
ろ

に
行
く
こ
と
を
覚
え
て
、
毎
朝
五
時
頃
か
ら
出
か
け
た
。
金
沢
で

は
、
雪
の
降
る 

真  

暗 

ま
っ
く
ら

の
朝
の
五
時
か
ら
、
一
軒
だ
け
湯
を
わ
か
し
て
い
る

風
呂
屋
が
あ
っ
た
。
明
日
は
画え
を
か
く
ぞ
と
い
っ
て
寝
る
と
、
あ
く
る
日
は

Ｎ
氏
が
風
呂
か
ら
帰
っ
て
来
る
ま
で
に
、
八
畳
に 

毛  

氈 

も
う
せ
ん

を
敷
い
て
紙
を
伸

べ
て
水
を
汲く
ん
で
筆
を
洗
っ
て
あ
る
。
Ｎ
氏
の
言
に
よ
る
と
、
今
ま
で
朝
寝
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を
し
た
癖
で
、
急
に
早
く
起
き
た
の
で
は
、
自
分
の
身
体
か
ら
だ
の
よ
う
な
気
が
し

な
く
て
ど
う
も
気
が
乗
ら
ぬ
の
だ
そ
う
だ
。
一
度
は
坐すわ
っ
て
も
見
る
の
だ
が
、

今
日
は
止よ
す
と
い
っ
て
机
の
方
へ
向
っ
て
し
ま
う
。
年
賀
に
い
っ
て
そ
の
話

を
聞
い
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
二
月
過すぎ
に
な
っ
て
も
、
一
枚
も
画
が
出
来
て

い
な
い
。
聞
く
と
あ
い
か
わ
ら
ず
朝
湯
に
行
っ
て
い
る
、
帰
っ
て
筆
を
握
っ

て
は
見
る
の
だ
が
、
ど
う
も
ね
と
い
う
。
も
う
八
十
日
余
り
に
な
り
ま
す
と
、

八
十
遍ぺん
も
空
し
い
用
意
を
し
な
が
ら
奥
さ
ん
も
平
気
な
も
の
だ
。
辞
し
て
帰

る
時
、
Ｎ
氏
は
明
日
こ
そ
本
当
に
描
く
ぞ
と
奥
さ
ん
に
真ま
面じ
目め
な
顔
を
し
て

い
っ
て
い
た
。
奥
さ
ん
は
に
っ
こ
り
笑
っ
て
頷
う
な
ずい
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
Ｎ
氏
は
金
沢
に
い
る
間
に
、
色
々
の
家
に
遺のこ
っ
て
い
る
古
い

時
代
か
ら
の
九
谷
の
精
密
な
摸
写
も
し
ゃ
を
つ
く
っ
て
見
た
い
と
い
っ
て
い
た
。
色
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々
の
発
展
や
分
岐
の
跡
が
詳
し
く
分
っ
た
ら
、
面
白
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、

随
分
困
難
な
仕
事
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ア
ル
ゲ
ラ
ン
ダ
に
比
す
べ
く
も
な

く
と
も
、
そ
れ
自
身
の
中
に
或あ
る
価
値
の
あ
る
仕
事
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

ど
う
な
っ
た
か
知
り
た
い
も
の
だ
。

　
大
学
へ
来
て
か
ら
は
す
っ
か
り
縁
を
切
っ
た
。
当
時
を
し
の
ぶ
よ
す
が
さ

え
も
全
部
失
っ
た
。
或
る
意
味
か
ら
い
え
ば
さ
っ
ぱ
り
し
た
。
Ｎ
氏
の
所
か

ら
、
震
災
で
は
九
谷
焼
も
勿
論
駄
目
だ
っ
た
ろ
う
ね
と
い
っ
て
、
鳥
窠
禅
の

幅ふく
を
く
れ
た
が
、
床とこ
の
な
い
下
宿
の
四
畳
半
で
は
、
空
し
く
行
李
こ
う
り
の
中
で
ね

て
い
る
。
今
度
行
っ
た
ら
額
を
貰もら
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
、
勝
手
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
）
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の
親
本
：
「
冬
の
華
」
岩
波
書
店

　
　
　1949

（
昭
和24
）
年

初
出
：
「
理
学
部
会
誌
」

　
　
　1924

（
大
正13

）
年11

月21
日

※
表
題
は
底
本
で
は
、
「
九
谷
焼
《
く
た
に
や
き
》
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
川
山
隆

2013
年1

月4

日
作
成

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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