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は
し
が
き

『
名
古
屋
、
お
き
や
あ
せ
、
す
か
た
ら
ん
』

　
誰
が
言
ひ
だ
し
た
か
、
金
の  

鯱    

鉾  

し
や
ち
ほ
こ

に
、
先
祖
代
々
う
ら
み
を
持
つ
た
人
で
も
あ
る
ま
い
に
、
ま
ん

ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
も
な
い
名
古
屋
の
方
言
か
ら
、
『
お
き
や
あ
せ
、
す
か
た
ら
ん
』
を
選
ん
で
、
そ
の

代
表
的
の
も
の
と
す
る
な
ど
、
ま
こ
と
に
す﹅
か﹅
た﹅
ら﹅
ん﹅
御
仁
と
申
す
べ
き
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ど
う
も
、
そ
の
方
言
の
響
が
ミ
ユ
ー
ジ
カ
ル
で
な
い
こ
と
は
、
い
く
ら
慾
目
で
も
、
認
め
ざ
る

を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
街
全
体
が
、
金
の
鯱
鉾
に
光
を
奪
は
れ
た
の
か
、
何
と
な
く
暗

い
感
じ
の
す
る
の
も
争
は
れ
な
い
真
実
で
あ
ら
う
。
『
と
同
時
に
』
を
今
一
つ
、
名
古
屋
人
の
心
が
、
薄

情
で
、
我が
利り
々
々
だ
と
い
ふ
こ
と
も
、
口
惜
し
い
け
れ
ど
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
お
や
、
こ

ん
な
悪
口
は
書
く
つ
も
り
で
は
な
か
つ
た
の
に
、
つ
い
筆
が
す
べ
つ
て
…
…
。
尤
も
つ
とも
、
わ
れ
と
わ
が
身
を

悪
く
い
ふ
癖
も
、
名
古
屋
人
間
の
無
く
て
七
癖
の
一
つ
か
も
知
れ
ぬ
。
筆
者
は
典
型
的
の
名
古
屋
人
な
の

で
あ
る
。

『
花
の
名
古
屋
の
碁
盤
割
、
隅
に
目
を
持
つ
賤しづ
が
女め
も
、
柔
和
で
華
奢
で
し
や
ん
と
し
て
、
京
の
田
舎
の

中
国
の
、
に
が
み
甘
み
を
こ
き
ま
ぜ
て
、
恋
の
重
荷
に
乗
せ
て
や
る
伝
馬
町
筋
十
八
丁
、
其
他
町
の
数
々
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を
語
り
申
さ
ん
聞
き
玉
へ
』

　
こ
れ
は
宝
永
七
年
、
名
古
屋
で
刊
行
さ
れ
た
『
今
様
く
ど
き
』
の
名
古
屋
町
尽
し
の
冒
頭
だ
が
そ
の
碁

盤
割
も
、
大
名
古
屋
市
と
な
つ
た
今
は
崩
れ
て
、
人
口
八
十
八
万
は
有
難
い
け
れ
ど
、
日
本
第
三
の
都
市

と
威
張
つ
た
な
ら
ば
、
そ
の
都
市
の
田
圃
で
、
盛
ん
に
メ
ー
ト
ル
を
あ
げ
る
蛙
ど
も
か
ら
、
げ
た
〳
〵
笑

は
れ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
従
つ
て
そ
の
、
『
柔
和
で
華
奢
で
し
や
ん
と
し
て
』
居
る
筈
の
女
も
、
今
は
追

々
に
姿
を
か
く
し
て
、
尤
も
、
こ
れ
は
名
古
屋
ば
か
り
の
現
象
で
は
な
い
け
れ
ど
、
遅
が
け
な
が
ら
、
モ

ダ
ン
・
ガ
ー
ル
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
御お
芽め
出で
度た
い
と
も
申
さ
う
か
、
『
今
様
く
ど
き
』
の
著
者

に
は
、
ち
よ
つ
と
面
は
ゆ
い
心
地
が
す
る
。

　
だ
が
、
宝
永
と
昭
和
の
間
に
は
、
大
き
な
年
月
の
差
異
が
あ
る
。
と
は
、
言
は
ず
と
知
れ
た
こ
と
だ
が
、

や
ゝ
も
す
る
と
、
昭
和
の
名
古
屋
に
、
宝
永
の
俤
お
も
か
げが
多
分
に
残
つ
て
居
る
の
は
、
あ
な
が
ち
筆
者
の
ひ
が

目
で
は
な
い
や
う
だ
。
尤
も
、
ど
の
都
市
に
だ
つ
て
、
あ
の
新
ら
し
さ
を
売
り
物
に
す
る
ヤ
ン
キ
ー
た
ち

の
、
礼
讚
措
く
あ
た
は
ざ
る
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
に
だ
つ
て
、
昔
の
俤
は
残
つ
て
居
る
か
ら
、
そ
れ
は
決
し
て

質
の
問
題
で
は
な
い
が
、
今
の
京
都
よ
り
も
、
却かえ
つ
て
名
古
屋
に
昔
し
く
さ
い
感
じ
の
多
い
の
は
ど
う
し

た
訳
で
あ
ら
う
か
。
廬
山
ろ
ざ
ん
に
入
つ
て
は
廬
山
を
見
ず
、
ま
し
て
、
病
身
も
の
で
、
め
つ
た
に
外
出
し
な
い

筆
者
の
こ
と
だ
か
ら
、
大
き
な
こ
と
は
言
へ
ぬ
け
れ
ど
、
ど
う
も
名
古
屋
は
近
代
化
し
に
く
い
性
質
ら
し
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い
。

　
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
、
年
々
歳
々
、
た
え
ず
変
化
は
し
つ
ゝ
あ
る
の
だ
。
昭
和
三
年
に
は
、
昭
和
三
年
ら

し
い 
色  
彩 
い
ろ
ど
り

が
あ
る
筈
だ
。
そ
れ
を
ス
ケ
ツ
チ
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
の
が
、
こ
の
一
篇
の
目
的
だ
が
、
何

し
ろ
書
斎
の
虫
の
こ
と
だ
か
ら
、
碌
な
観
察
は
出
来
か
ね
る
。

　
広
小
路

　
名
古
屋
を
西
か
ら
東
へ
横
断
す
る
、
い
は
ゞ
銀
座
通
り
で
あ
る
。
名
古
屋
駅
を
下
り
て
か
ら
柳
橋
、
納

屋
橋
を
越
す
ま
で
は
、
銀
座
ど
こ
ろ
か
、
銅
座
か
鉛
座
ぐ
ら
ゐ
の
感
じ
し
か
な
い
が
、
一
た
び
納
屋
橋
に

立
つ
て
、
静
か
に
東
を
向
い
て
眼
を
放
つ
な
ら
ば
、
さ
す
が
に
、
近
代
都
市
の
面
影
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
十
数
年
前
ま
で
は
、
視
野
の
ま
ん
中
に
、
は
る
か
む
か
う
に
日
清
戦
争
記
念
碑
が
、
生
殖
器
崇
拝
論

者
を
喜
ば
せ
さ
う
な
形
を
し
て
突
立
ち
、
な
く
も
が
な
の
感
じ
を
起
さ
せ
た
も
の
だ
が
、
今
は
、
覚
王
山

の
ほ
と
り
に
移
さ
れ
て
、
視
野
に
入
る
も
の
は
、
第
一
銀
行
支
店
、
三
井
銀
行
支
店
、
住
友
ビ
ル
、
名
古

屋
銀
行
、
明
治
銀
行
な
ど
　
　
考
へ
て
見
れ
ば
、
拝
金
宗
の
寺
院
ば
か
り
で
あ
る
が
　
　
両
側
に
い
は
ゆ

る 

輪  

奐 

り
ん
か
ん

の
美
を
争
つ
て
居
る
。
尤
も
、
都
市
の 

大 

建 
物 

お
お
た
て
も
の
で
、
拝
金
宗
の
権
化
な
ら
ざ
る
も
の
は
尠すく
な

く
、
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
の
ウ
ー
ル
ウ
オ
ー
ス
・
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
案
内
書
に
、
商
業
寺
院 C

hurch of C
om

m
e
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rce 

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
さ
す
が
に
ヤ
ン
キ
ー
だ
け
あ
つ
て
、
言
ふ
こ
と
が
徹
底
的
で
あ
る
。

　
街
の
両
側
に
あ
る
柳
は
、
初
夏
の
頃
な
ど
、
眺
め
心
地
が
頗
す
こ
ぶる
い
ゝ
。
そ
の
柳
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ

た
新
柳
町
に
、
前
記
の
諸
寺
院
の
大
部
分
が
あ
る
訳
だ
が
、
旧
本
丸
か
ら
熱
田
ま
で
縦
走
し
て
居
る
本
町

筋
と
の
交
叉
点
か
ら
、
市
の
中
心
を
な
す
大
津
町
筋
と
の
交
叉
点
ま
で
が
い
は
ゞ
も
つ
と
も
繁
昌
な
と
こ

ろ
で
あ
つ
て
、
『
栄
町
』
の
名
は
至
つ
て
ふ
さ
は
し
い
。
そ
の
栄
町
と
大
津
町
と
の
交
叉
点
に
立
つ
て
、

暫しば
らく
の
間
、
眼
を
四
方
に
配
る
な
ら
ば
、
モ
ダ
ー
ン
名
古
屋
の
特
徴
が
し
み
／
″
＼
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。

　
東
北
隅
に
座
を
占
め
て
居
る
赤
煉
瓦
の
建
物
は
日
本
銀
行
名
古
屋
支
店
で
、
こ
の
支
店
を
動
か
す
こ
と

が
出
来
な
か
つ
た
ゝ
め
、
大
津
町
筋
を
真
直
に
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
電
車
線
路
が
歪
ん
で
居
る
と
こ
ろ

は
、
弁
膜
不
全
の
心
臓
を
見
る
や
う
で
あ
る
。
赤
煉
瓦
の
建
物
な
ど
、
ど
う
考
へ
て
も
時
代
遅
れ
だ
が
、

そ
の
時
代
遅
れ
の
建
物
に
が
ん
張
ら
れ
て
、
街
の
方
を
歪
め
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
ど
う
も
や
つ
ぱ
り
名
古

屋
式
で
あ
る
ら
し
い
。
日
本
銀
行
支
店
な
ど
、
名
古
屋
の
三
銀
行
（
名
古
屋
、
愛
知
、
明
治
）
か
ら
見
れ

ば
問
題
に
さ
れ
て
居
な
い
の
だ
が
、
い
や
、
む
し
ろ
継
子
扱
ひ
な
の
だ
が
、
そ
の
継
子
の
た
め
に
折
角
の

都
市
の
美
観
を
犠
牲
に
す
る
と
は
げ
に
も
残
念
至
極
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
日
本
銀
行
と
対
角
線
的
位
置
に
あ
る
の
が
、
旧
伊
藤
呉
服
屋
、
今
は
栄
屋
と
称
す
る
食
料
品
専
門

6名古屋スケツチ



の
販
売
店
で
あ
る
。
近
々
改
築
さ
れ
る
筈
で
、
い
や
も
う
一
日
も
早
く
改
築
し
て
ほ
し
い
と
思
は
れ
る
、

旧
式
な
洋
風
建
物
で
、
而しか
も
そ
の
中
で
、
台
所
専
門
の
あ﹅
き﹅
な﹅
ひ﹅
が
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
の
も
、
や
つ

ぱ
り
名
古
屋
式
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
あ
と
の
二
つ
の
角
に
あ
る
建
物
は
、
こ
れ
と
い
ふ
特
徴
の
な
い
も
の
で
、
名
古
屋
市
の
中
心
点
は
い
は

ゞ
、
ま
こ
と
に
さ
び
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
大
津
町
筋
を
南
に
さ
が
る
と
、
松
坂
屋
デ
パ
ー
ト
が
あ

り
、
昨
今
は
ど
う
や
ら
、
そ
ち
ら
へ
中
心
点
が
移
動
し
さ
う
で
あ
る
が
、
広
小
路
を
は
な
れ
て
中
心
点
を

つ
く
る
こ
と
は
当
分
は
ど
う
も
む
づ
か
し
さ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
断
髪
や
セ
ー
ラ
ー
パ
ン
ツ
は
、

や
は
り
広
小
路
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ニ
キ
ユ
ア
ド
・
ハ
ン
ド
に
、
ス
ネ
ー
ク
ウ
ツ
ド

の
ケ
ー
ン
を
持
ち
、
し
や
ん
と
し
た
ネ
ク
タ
イ
を
か
け
た 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

広
小
路
伯
爵
は
、
カ
フ
エ
ー
・
ラ
イ
オ

ン
、
カ
フ
エ
ー
・
キ
リ
ン
を
根
城
と
し
て
、
夜
に
な
る
の
を
待
ち
か
ね
る
の
で
あ
る
。

　
一
た
び
夜
の
帷
と
ば
りが
下
さ
れ
る
と
、
広
小
路
は
名
代
の
夜
店
の
街
と
か
は
る
。
な
に
も
之
れ
は
珍
ら
し
い

現
象
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
夜
店
の
種
々
雑
多
な
こ
と
は
、
日
本
の
ど
の
都
市
に
も
遜
色
が
な
い
で
あ

ら
う
。
市
役
所
前
か
ら
名
古
屋
駅
頭
ま
で
、
断
続
し
つ
ゝ
あ
る
偉
観
は
、
大
し
た
自
慢
に
は
な
ら
ぬ
が
、

そ
れ
自
身
と
し
て
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
店
に
食
べ
物
の
多
い
の
は
、
名
古
屋
の
特
徴
が

食
べ
物
に
あ
る
と
い
ふ
見
か
た
に
一
つ
の
材
料
を
提
供
す
る
。
尤
も
名
古
屋
に
は
、
食
通
は
至
つ
て
少
な
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い
。
名
古
屋
人
に
は
、
お﹅
つ﹅
な﹅ 

食  

物 

く
い
も
の

よ
り
も
、
や﹅
す﹅
い﹅
食
物
が
気
に
入
る
の
だ
。
ま
さ
か
、
屋
台
店
で
、

食
べ
物
を
値
切
る
人
間
も
な
い
け
れ
ど
、
値
切
り
か
ね
な
い
の
が
、
名
古
屋
人
の
腹
な
の
で
あ
る
。

　
い
や
、
広
小
路
伯
爵
の
話
が
、
と
ん
だ
と
こ
ろ
へ
落
ち
て
き
た
が
、
元
来
広
小
路
伯
爵
な
る
も
の
は
、

純
粋
の
名
古
屋
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
悪
口
に
気
を
揉
む
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
代

り
、
広
小
路
伯
爵
た
ち
は
、
赤
電
車
の
通
つ
た
あ
と
の
広
小
路
に
は
多
く
は
無
関
心
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

名
古
屋
の
名
古
屋
ら
し
さ
は
、
午
前
零
時
以
後
の
広
小
路
界
隈
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
か
の

『
な
も
』
『
え
も
』
の
な
ま
り
を
売
り
物
に
す
る 

紅  

裙 

こ
う
く
ん

た
ち
が
、
縦
横
に
う
ご
め
き
始
め
る
か
ら
で
あ

る
。 

盛 

栄 

連 

せ
い
え
い
れ
ん
、 

浪 

越 

連 

な
み
こ
し
れ
ん
、 
廓  

連 
か
く
れ
ん

、  

睦    

連  

む
つ
み
れ
ん

、
昨
今
、
税
金
の
値
上
げ
と
き
い
て
悲
鳴
を
あ
げ
て

居
る
の
は
い
さ
ゝ
か
艶
消
し
だ
が
、
さ
す
が
に
玉
は
悪
く
な
い
。

　
大
須
界
隈

　
東
京
の
浅
草
、
大
阪
の
千
日
前
、
京
都
の
新
京
極
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
の
が
名
古
屋
の
大
須
お
お
す
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
金
竜
山
浅
草
寺
な
ら
ぬ
北
野
山
真
福
寺
が
あ
つ
て
、
俗
に
こ
れ
を
梅
ぼ
し
の
観
音
と
い
ふ
。
梅

ぼ
し
と
は
、
『
お
ゝ
酸す
！
』
（
大
須
）
と
い
ふ
駄
洒
落
だ
が
、
実
は
先
年
ま
で
、
観
音
堂
の
裏
手
に
『
大お

酸おす
』
な
ら
ぬ
『
大
あ
ま
』
旭
遊
廓
が
あ
つ
て
、
大
須
の
繁
盛
し
た
の
は
、
半
ば
そ
の
た
め
で
あ
つ
た
。
旭
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遊
廓
は
今
の
中
村
に
移
転
し
た
の
だ
が
、
そ
の
当
座
、
遊
郭
を
飯
の
種
と
し
て
居
た
人
た
ち
は
、
こ
の
先

ど
う
な
る
こ
と
か
と
蒼
く
な
つ
た
け
ど
、
観
音
様
の
御
利
益
は
、
『
刀
刃
段
々
壊

と
う
し
ん
だ
ん
だ
ん
か
い

』
で
、
だ
ん
〳
〵
よ
く

な
つ
た
な
ど
ゝ
い
ふ
の
は
罰
当
た
り
な
駄
洒
落
か
も
知
れ
な
い
。

　
観
音
様
の
境
内
が
、
食
べ
物
の
店
で
占
領
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
、
こ
ゝ
に
至
つ
て
名
古
屋
の
特
徴
が
最

も
露
骨
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
と
言
つ
て
よ
い
。
仁
王
門
か
ら
本
堂
に
通
ず
る
道
は
、
食
べ
物
店
を
迂
回
す

る
。
何
と
痛
快
な
現
象
で
は
な
い
か
。
こ
ゝ
十
数
年
前
ま
で
は
、
す
べ
て
の
民
衆
娯
楽
機
関
が
、
境
内
の

い
は
ゞ
四
面
を
取
り
囲
ん
で
居
た
が
、
今
は
映
画
が
主
に
な
つ
て
、
も
う
、
あ
の
説
教
源
氏
節
の
芸
子
芝

居
は
見
ら
れ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
説
教
源
氏
節
は
誰
が
何
と
言
つ
て
も
、
名
古
屋
の
も
の
で
、
名
古

屋
情
調
を
た
つ
ぷ
り
持
つ
た
も
の
だ
が
、
今
は
も
う
、
安
来
節
な
ど
に
押
さ
れ
て
、
大
須
か
ら
程
遠
か
ら

ぬ
旧
末
広
座
を
活
動
小
屋
に
し
た
松
竹
座
で
、
ア
メ
リ
カ
本
場
に
劣
ら
ぬ
ジ
ヤ
ズ
が
聞
け
る
な
ど
、
時
の

力
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
大
須
と
い
へ
ば
縁
日
を
思
ふ
。
香
具
師

や

し

は
や
つ
ぱ
り
大
須
を
中
心
と
し
て
活
動
し
て
居
る
の
だ
が
、
こ

れ
も
も
う
追
々
す
た
れ
て
、
珍
ら
し
い
芸
は
見
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
昔
は
夜
の
大
須
は
、
到
底
広
小
路
な

ど
の
及
ぶ
べ
く
も
な
い
ほ
ど
活
気
が
あ
つ
た
も
の
だ
が
、
遊
郭
が
な
く
な
つ
て
か
ら
は
、
げ
つ
そ
り
と
寂

し
く
な
つ
た
。
観
音
堂
裏
は
、
昔
の
不
夜
城
の
入
口
で
、
今
僅
か
に
玉
こ
ろ
が
し
や
空
気
銃
、
夏
向
き
に
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は
鮒
釣
り
な
ど
で
、
職
人
肌
の
兄
貴
連
を
引
き
つ
け
て
居
る
が
、
弦
歌
の
ひ
ゞ
き
ぱ
た
り
と
絶
え
て
二
三

の
曖
昧
宿
に
、
臨
検
に
お
び
え
な
が
ら
出
入
り
す
る
白
い
首
が
闇
に
う
ご
め
く
だ
け
で
は
た
ゞ
も
う
淋
し

さ
の
上
塗
り
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
ス
ケ
ツ
チ
で
な
く
て
何
だ
か
懐
旧
談
の
や
う
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
明
治
末
期
に
生
ま
れ

た
モ
ダ
ン
・
ボ
ー
イ
な
ら
ざ
る
限
り
、
現
在
の
大
須
を
な
が
め
て
は
、
そ
の
昔
大
須
に
あ
ふ
れ
て
居
た
名

古
屋
情
調
を
顧
り
み
て
惜
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
一
た
び
旧
名
古
屋
情
調
を
し
の
び
は

じ
め
た
な
ら
ば
、
今
の
名
古
屋
で
、
だ
ん
だ
ん
勢
力
を
得
て
来
た
モ
ダ
ン
・
カ
フ
エ
ー
へ
は
、
ち
よ
つ
と
、

は
い
る
気
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
、
最
近
の
名
古
屋
を
知
ら
う
と
す
る
も
の
は
、
数
十
軒
を
数
ふ
る
カ
フ
エ
ー
を
見
の

が
し
て
は
な
ら
な
い
。
昼
な
ほ
手
さ
ぐ
り
を
要
す
る
や
う
な
暗
さ
の
中
で
、
コ
ー
ヒ
ー
か
紅
茶
一
杯
に
，

も
の
ゝ
三
時
間
乃
至
な
い
し
五
時
間
も
、
ウ
エ
ー
ト
レ
ス
と
饒
舌
に
ふ
け
る
気
分
は
、
到
底
筆
者
な
ど
の
、
及
び

も
つ
か
ぬ
感
覚
で
あ
り
心
境
で
あ
る
の
だ
。

　
尤
も
こ
れ
等
の
カ
フ
エ
ー
が
新
時
代
の
要
求
に
よ
つ
て
生
れ
た
か
ど
う
か
は
考
へ
問
題
で
あ
る
。
小
資

本
で
は
じ
め
得
ら
れ
て
、
比
較
的
多
く
の
収
入
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
カ
フ
エ
ー
の
殖ふ
え
た
原
因
の
一

つ
で
あ
ら
う
。
何
し
ろ
、
大
須
附
近
に
、
い
は
ゞ
一
ば
ん
は
じ
め
に
、
カ
フ
エ
ー
・
ル
ル
が
出
来
た
の
は
、
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ま
だ
た
つ
た
三
年
ば
か
り
前
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
以
後
、
四
十
軒
に
も
殖
え
た
の
は
、
一
種
異
様
の
現
象

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
は
じ
め
易
い
商
売
だ
と
い
つ
て
も
、
客
が
な
け
れ
ば
自
然
に
つ
ぶ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
に
、
ま
す
〳
〵
殖
え
て
行
く
傾
向
の
あ
る
の
は
、
や
つ
ぱ
り
新
時
代
に
適
し
て
居
る
か
ら
で
あ

ら
う
。

　
そ
の
カ
フ
エ
ー
と
共
に
、
今
名
古
屋
で
、
漸
次
流
行
し
よ
う
と
し
て
居
る
の
が
、
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
で

あ
る
。
大
阪
で
禁
止
さ
れ
た
ゝ
め
の
一
種
の
調
節
現
象
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
の
一
つ

が
中
村
遊
郭
に
出
来
て
遊
郭
よ
り
も
よ
く
流
行
つ
て
居
る
の
は
皮
肉
な
こ
と
ゝ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い

ふ
よ
り
も
、
遊
郭
経
営
者
の
一
考
を
要
す
べ
き
点
で
あ
ら
う
。

　
中
村
遊
郭

　
た
と
ひ
中
村
遊
郭
が
、
東
洋
一
の
建
築
美
を
誇
つ
て
も
、
さ
う
し
て
今
な
ほ
木
の
香
新
ら
し
く  

嫖    

ひ
よ
う
き

客  やく
の
胸
を
打
つ
て
も
、
や
は
り
遊
郭
は
旧
時
代
の
遺
物
で
あ
る
。
い
つ
そ
古
け
れ
ば
ま
だ
古
い
だ
け
に

思
ひ
出
も
深
い
の
だ
が
、
元
亀
天
正
の
昔
を
し
の
ぶ
外
、
（
と
い
ふ
の
は
、
中
村
は
い
ふ
迄
も
な
く
、
太

閤
様
の
出
生
地
な
の
で
）
何
の
よ
す
が
も
な
い
と
な
る
と
、
大
門
を
入
つ
て
両
側
に
美
し
く
な
ら
ぶ
雪
洞

に
も
、
た
ゞ
も
う
人
肉
の
切
売
り
と
い
ふ
、
現
実
の  

血    

腥  

ち
な
ま
ぐ
さ

い
や
う
な
感
じ
を
そ
ゝ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
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る
。

　
汽
車
の
煤
煙
で
化
粧
さ
れ
た
名
古
屋
駅
近
く
の
明
治
橋
を
渡
つ
て
、
一
直
線
に
単
線
電
車
を
凡おそ
そ
十
五

分
ほ
ど
乗
る
と
、
大
門
へ
着
く
の
だ
が
、
少
し
威
勢
の
よ
い
足
な
み
で
突
き
進
む
と
や
が
て
田
圃
へ
出
て

し
ま
つ
て
、
検
黴
病
院
の
い
か
め
し
い
建
物
が
、
目
に
痛
い
ほ
ど
の
寂
し
さ
を
与
へ
る
。
歌
川
広
重
の

『
新
吉
原
』
は
、
さ
び
し
さ
そ
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
な
ほ
且
つ
そ
の
底
に
は
、
伝
統
的
な
一
種
の
言
ふ

に
言
へ
ぬ
甘
い
情
調
が
か
く
さ
れ
て
居
る
け
れ
ど
、
中
村
遊
郭
に
は
、
そ
ん
な
気
分
な
ど
、
薬
に
し
た
く

も
な
い
の
で
あ
る
。

　
不
景
気
の
影
響
を
受
け
て
か
、
昨
今
の
さ
び
れ
方
は
甚
だ
し
い
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
な
が
ち
、
不
景

気
の
影
響
ば
か
り
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
遊
郭
内
の
ダ
ン

ス
・
ホ
ー
ル
の
繁
昌
で
も
わ
か
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
や
う
な
遊
郭
は
、
も
う
、
新
時
代
に
は
適
せ
ぬ
の

だ
。
い
つ
そ
、
懐
古
趣
味
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
う
ち
か
け
を
着
せ
て
張
店
を
出
す
が
よ
い
。

張
店
と
い
へ
ば
、
昨
年
一
時
そ
ん
な
噂
が
ひ
ろ
が
つ
て
、
政
治
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
は
公

娼
存
置
に
も
、
張
店
に
も
賛
成
だ
け
れ
ど
、
遊
郭
そ
の
も
の
ゝ
改
良
は
、
早
晩
行
ふ
べ
き
だ
と
思
つ
て
ゐ

る
。

　
中
村
遊
郭
の
振
は
ぬ
の
は
、
べ
ら
ぼ
う
に
高
価
な
こ
と
も
其
原
因
の
一
つ
で
あ
る
ら
し
い
。
尤
も
、
そ

12名古屋スケツチ



れ
は
大
店
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
市
内
で
、
比
較
的
廉
価
な
遊
び
が
出
来
る
も
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
〳
〵
遠
く

ま
で
出
張
に
及
ん
で
高
い
金
を
払
ふ
必
要
が
な
い
と
い
ふ
論
者
が
可
な
り
に
多
い
。
誠
に
そ
の
と
ほ
り
で

あ
る
。
市
内
に
於
け
る
い
は
ゞ
私
娼
、
乃
至
み
づ
て
ん
芸
者
の
跋
扈
ば
つ
こ
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
筆
者
の
手
許

に
は
、
相
当
の
材
料
も
集
つ
て
居
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
ス
ケ
ツ
チ
に
用
の
な
い
事
、
沈
黙
を
守
つ
て
、
蓋

を
あ
け
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。

　
午
前
零
時
と
い
へ
ば
、
遊
郭
は
最
も
繁
昌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
そ
の
頃
試
み
に
中
村
遊
郭
内
を

散
歩
し
て
見
る
が
よ
い
。 
素  

見 
ひ
や
か
し

の
客
が
あ
ち
ら
に
チ
ラ
リ
、
こ
ち
ら
に
チ
ラ
リ
、
と
こ
ろ
／
″
＼
に
タ

ク
シ
ー
が
横
づ
け
に
な
つ
て
居
て
、
ま
る
で
、  

猖    

獗  

し
よ
う
け
つ

な
伝
染
病
流
行
当
時
の
都
市
を
見
る
様
で
あ
る
。

一
つ
し
か
な
い
名
古
屋
の
遊
郭
だ
。
こ
ん
な
こ
と
に
力
を
入
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
も
つ

と
繁
昌
し
て
く
れ
な
く
て
は
、
名
古
屋
の
御
城
と
と
も
に
、
今
に
民
衆
の
心
と
没
交
渉
に
な
る
か
も
知
れ

な
い
。

　
　
＊

　
名
古
屋
で
ス
ケ
ツ
チ
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
ほ
か
に
沢
山
あ
る
。
熱
田
は
今
は
名
古
屋
市
内
と
な
つ
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た
が
、
そ
こ
に
は
尊
き
熱
田
神
宮
が
あ
る
。
な
ほ
又
名
古
屋
市
民
に
近
頃
追
々
喜
ば
れ
出
し
た
鶴
舞
公
園

は
ス
ケ
ツ
チ
の
種
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
公
園
な
ど
の
ス
ケ
ツ
チ
に
出
か
け
て
は
、
近
頃
流
行

の
感
冒
に
で
も
襲
は
れ
る
と
悪
い
か
ら
、
今
日
は
こ
の
辺
で
筆
を
と
ゞ
め
て
置
く
。
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