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麦 

積 

山 
ば
く
せ
き
ざ
ん
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
の
は
四
年
ほ
ど
前
で
、
そ
の
報
告
も
、
す
ぐ
そ
の
翌
年
に
出
た
の
だ

そ
う
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
つ
い
に
気
づ
か
ず
に
い
た
。
だ
か
ら  

名
取
洋
之
助  

な
と
り
よ
う
の
す
け

君
が
撮
影
し
て
来
た

写
真
の
一
部
を
見
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
突
然
の
こ
と
で
、
ど
う
も
ひ
ど
く
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
麦
積
山
そ
の
も
の
が
思
い
が
け
ぬ
す
ば
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
た
せ
い
で
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
す
ば

ら
し
さ
を
突
然
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
持
っ
て
来
て
く
れ
た
名
取
君
の
手
腕
、
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
前

触
れ
も
な
し
に
た
っ
た
一
人
で
出
か
け
て
行
っ
て
、
た
っ
た
三
日
の
間
に
あ
の
巨
大
な
岩
山
の
遺
蹟
を
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
は
っ
き
り
と
、
捕
え
て
く
る
こ
と
の
で
き
た
名
取
君
の
手
腕
の
せ
い
で
あ
る
と
思
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
麦
積
山
の
遺
蹟
と
好
い
対
照
を
な
し
て
い
る 

雲  

岡 

う
ん
こ
う

石

窟
の
写
真
を
初
め
て
見
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
京
大
学
の
工
学
部
の
赤
煉
瓦
れ
ん
が
の
建
物
が
あ
っ
た

こ
ろ
で
、
も
う
四
十
年
ぐ
ら
い
前
に
な
る
か
と
思
う
が
、  

木
下
杢
太
郎  

き
の
し
た
も
く
た
ろ
う
君
に
さ
そ
わ
れ
て
、
佐
野
利
器

さ
の
と
し
か
た

博
士
を
研
究
室
に
訪
ね
、
伊 

藤 

忠 

太 

い
と
う
ち
ゅ
う
た

博
士
が
撮
影
し
て
来
ら
れ
た
雲
岡
石
窟
の
写
真
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
の
で
あ
る
。
当
時
佐
野
博
士
は
ま
だ
若
々
し
い 

颯  
爽 

さ
っ
そ
う

と
し
た
新
進
建
築
学
者
で
あ
っ
た
し
、
木
下
杢

太
郎
君
は
も
っ
と
若
い
青
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
伊
東
博
士
の
雲
岡
の
報
告
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ヴ
ァ
ン

ヌ
の
そ
れ
と
と
も
に
、
雲
岡
に
つ
い
て
の
知
識
の
権
威
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
時
に
見
せ
て
も
ら
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っ
た
雲
岡
の
写
真
は
、 

朦  

朧 

も
う
ろ
う

と
し
た
出
来
の
悪
い
も
の
で
、
あ
そ
こ
の
石
仏
の
価
値
を
推
測
す
る
手
づ

る
に
は
ま
る
で
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
木
下
杢
太
郎
君
が
自
ら
雲
岡
を
訪
ね
て
行
っ
た
の
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
同
君
と 
木  

村  

荘  

八 
き
む
ら
し
ょ
う
は
ち

君
と
の
共
著
『
大
同
石
仏
寺
』
が
出
た
の
は
関
東
震
災
よ
り
も
前
で
あ
る
。

こ
れ
で
よ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
来
た
が
、
し
か
し
ま
だ
雲
岡
の
全
貌
を
伝
え
る
に
は
足
り
な
か
っ
た
。
そ

の
後
二
十
年
く
ら
い
た
っ
て
、
奈
良
の
飛
鳥
園
が
撮
影
し
に
行
き
、
『
雲
岡
石
窟
大
観
』
と
い
う
写
真
集

を
出
し
た
。
水 

野 

精 
一 

み
ず
の
せ
い
い
ち

君
た
ち
の
精
密
な
実
地
踏
査
が
始
ま
っ
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
、
そ
の
成
果
『
雲

岡
石
窟
』
十
五
巻
の
刊
行
が
終
わ
っ
た
の
は
、
つ
い
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
雲
岡
遣
蹟
の
紹
介

の
仕
事
は
完
成
し
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
伊
東
博
士
が
撮
影
し
て
来
ら
れ
て
か
ら
、
半
世

紀
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
麦
積
山
は
そ
の
雲
岡
に
劣
ら
な
い
価
値
を
持
っ
た
遺
蹟
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
紹
介

す
る
仕
事
は
、
名
取
君
に
よ
っ
て
一
挙
に
し
て
な
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
も
と
よ
り
そ
の
詳
細
な
測
定
や

記
述
の
仕
事
は
、
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
素
人
が
、
推
古

仏
の
源
流
を
求
め
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
寸
法

が
精
確
に
測
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
写
像
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
よ
り
も
、
像
の
印
象
が
精
確
に
捕
え
ら
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れ
て
い
て
、
寸
法
の
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
方
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ず
っ
と
あ
り
が
た
い
。

　
さ
て
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
麦
積
山
の
写
真
を
な
が
め
て
い
て
、
ま
ず
痛
切
に
感
ず
る
と
こ
ろ
は
、
こ

こ
に
あ
る
魏ぎ
の
時
代
の
仏
像
が
い
か
に
も
推
古
仏
の
源
流
ら
し
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
、
そ
う
し
て
そ
れ

が
塑
像
で
あ
る
こ
と
と
何
ら
か
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
ら
し
く
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
雲
岡
の
数
多
い
石
仏
は
、
そ
の
手
法
の
上
か
ら
推
古
仏
の
源
流
で
あ
る
こ
と
疑
い
が
な
い
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
与
え
る
印
象
に
お
い
て
は
推
古
仏
と
だ
い
ぶ
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
豊
満
な

肢
体
や
、
西
方
人
を
連
想
さ
せ
る
面
相
や
、
そ
れ
ら
を
取
り
扱
う
場
合
の
感
覚
的
な
興
味
な
ど
は
、
推
古

仏
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
推
古
仏
の
特
徴
は
肢
体
が
ほ
っ
そ
り
し
た
印
象
を
与
え
る

こ
と
、
顔
も  

細    

面  

ほ
そ
お
も
て

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
取
り
扱
う
場
合
に
意
味
あ
る
形
を
作
り
出
す
こ
と
が
主

要
な
ね
ら
い
で
あ
っ
て
、
感
覚
的
な
興
味
は
二
の
次
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
特
徴
を
持

つ
も
の
が
雲
岡
の
石
仏
の
中
に
全
然
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
に
し
て
も
、
例
外
的
に
し
か
な
い
と
は
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
わ
た
く
し
に
は
推
古
仏
の
源
流
は
謎
で
あ
っ
た
。
で
、
わ
た
く
し
は
、
雲
岡
の

石
像
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
西
方
か
ら
来
た
様
式
と
、
漢
代
の
画
像
石
な
ど
の
示
し
て
い
る
よ
う
な
、

流
麗
な
線
、
細
い
肢
体
を
主
に
す
る
あ
の
様
式
と
が
、
相
混
じ
て
一
つ
の
特
殊
な
様
式
を
作
り
、
そ
れ
が
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推
古
仏
の
源
流
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
空
想
し
た
り
な
ど
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
麦
積
山
の
塑
像
の
う
ち
の
最
も
古
い
時
代
の
も
の
は
、
実
に
よ
く
推
古
仏
に
似
て
い
る
。
写

真
ペ
ー
ジ
七
か
ら
ペ
ー
ジ
三
五
ま
で
、
ペ
ー
ジ
五
四
か
ら
ペ
ー
ジ
六
一
ま
で
は
皆
そ
う
で
あ
る
が
、
中
で

も
ペ
ー
ジ
七
、
九
、
一
六
の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
ペ
ー
ジ
五
五
、
五
六
、
六
一
の
ご
と
き
、
実
に
感
じ
が

よ
く
似
か
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
な
お
ペ
ー
ジ
七
一
、
七
四
、
七
六
、
七
九
、
八
〇
、
ペ
ー
ジ
八
二

か
ら
ペ
ー
ジ
八
五
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
塑
像
に
お
け
る

面
相
や
肢
体
の
取
り
扱
い
方
は
、
雲
岡
の
石
像
の
場
合
と
は
ま
る
で
違
う
。
こ
こ
で
は
意
味
あ
る
形
を
作

る
こ
と
が
主
要
関
心
事
で
あ
っ
て
、
感
覚
的
な
興
味
は
二
の
次
で
あ
る
。
従
っ
て
面
相
に
現
わ
れ
た
表
情

が
ま
る
で
違
っ
て
い
る
よ
う
に
、
肢
体
の
姿
、
衣
文
え
も
ん
の
強
調
の
仕
方
な
ど
も
ま
る
で
違
う
。
こ
の
塑
像
の

様
式
が
ど
う
い
う
道
筋
を
通
っ
て
推
古
仏
の
様
式
と
し
て
現
わ
れ
て
来
た
か
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は

何
を
い
う
権
利
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
証
拠
は
な
く
と
も
、
こ
こ
に
推
古
仏
の
源
流
を
認
め

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
な
る
と
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
様
式
が
麦
積
山
に
現
わ
れ
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

新
し
く
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
麦
積
山
の
仏
像
が
塑
像
で
あ
る
こ
と
に
今

さ
ら
な
が
ら
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
漢
代
の
様
式
感
が
西
方
の
仏
像
の
様
式
に
結
び
つ
く
と
し
て
も
、
石
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像
に
お
い
て
よ
り
は
塑
像
に
お
い
て
の
方
が
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
推
古
仏
の
源
流
が
出
現
し
て

来
た
こ
と
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
体
こ
の
塑
像
の
や
り
方
は
ど
こ
で
始
ま
っ

た
か
。
ま
た
そ
の
塑
像
の
製
作
は
ど
こ
で
栄
え
た
の
で
あ
る
か
。

　
元
来
仏
像
は
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
影
響
の
下
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
初
期
に
は
主
と

し
て
石
彫
で
あ
っ
て
、 

漆  

喰 

し
っ
く
い

や
粘
土
を
使
う
塑
像
は
少
な
か
っ
た
。
が
こ
の
初
期
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
美

術
は
、
三
世
紀
の
中
ご
ろ
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
の
滅
亡
と
と
も
に
い
っ
た
ん
中
絶
し
、
一
世
紀
余
を
経
て
、

四
世
紀
の
末
葉
に
キ
ダ
ー
ラ
の
率
い
る
ク
シ
ャ
ー
ナ
族
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
勢
力
を
得
る
に
及
ん
で
、

今
度
は
塑
像
を
主
と
す
る
美
術
と
し
て
再
興
し
、
初
期
よ
り
ず
っ
と
優
れ
た
作
品
を
作
り
出
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
製
作
上
の
発
展
は
、
漆
喰
や
粘
土
の
よ
う
な
扱
い
や
す
い
材
料
を
使
っ
た
こ
と

に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
か
け
て

の
全
域
に
塑
像
が
栄
え
た
の
で
、
特
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ハ
ッ
ダ
な
ど
か
ら
す
ば
ら
し
い
遺
品
を
出
し

て
い
る
。
シ
ナ
へ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
影
響
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
的
に
あ
ま
り
優
れ
て
い
る
と

言
え
な
い
初
期
の
石
像
彫
刻
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
芸
術
的
に
優
れ
た
こ
の
期
の
塑
像
に
よ
っ
て
で

あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
四
世
紀
の
末
葉
か
ら
五
世
紀
の
初
め
へ
か
け
て
の
時
期
と
い
え
ば
、
雲
岡
や
麦
積
山
の
石
窟
が
で
き
る
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こ
ろ
よ
り
も
、
半
世
紀
な
い
し
一
世
紀
前
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
中
イ
ン
ド
の
方
で
も
グ
プ
タ
朝
の
最
盛

期
で
、
カ
リ
ダ
ー
サ
な
ど
が
出
て
お
り
、
シ
ナ
か
ら 

法  

顕 

ほ
っ
け
ん

を
引
き
寄
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ

の
イ
ン
ド
文
化
を
背
景
に
持
つ
イ
ン
ド
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
塑
像
美
術
が
、
カ
ラ
コ
ル
ム
を
超
え
て
カ

シ
ュ
ガ
ル
（
疏
勒
）
ヤ
ル
カ
ン
ド
（
莎
車
）
ホ
タ
ン
（
和
闐
）
あ
た
り
へ
盛
ん
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と

は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。
敦
煌
ま
で
の
間
に
そ
う
い
う
都
市
は
、
ず
い
ぶ
ん
多
く
栄
え
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
て
そ
う
い
う
都
市
は
、
仏
教
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
そ
の
独
自
の
立
場
で
発
展
さ
せ
る
こ
と

を
さ
え
も
企
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
仏
教
美
術
が
そ
こ
で
作
ら
れ
た
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
木
材

や
石
材
に
乏
し
い
こ
の
地
方
に
お
い
て
、
漆
喰
と
泥
土
と
を
使
う
塑
像
の
や
り
方
が
特
に
歓
迎
せ
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。
と
す
れ
ば
、
タ
リ
ム
盆
地
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
次
い
で

塑
像
を
発
達
さ
せ
た
場
所
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
麦
積
山
は
敦
煌
か
ら
は
だ
い
ぶ
遠
い
。
ホ
タ
ン
か
ら
敦
煌
ま
で
来
れ
ば
、
大
体
タ
リ
ム
盆
地
を
西
か
ら

東
へ
突
っ
切
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
距
離
と
敦
煌
か
ら
麦
積
山
ま
で
の
距
離
と
は
、
あ
ま
り
違
わ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
う
と
、
麦
積
山
が
、
タ
リ
ム
盆
地
の
文
化
圏
に
非
常
に
近
か
っ
た
と
も
言
え
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
タ
リ
ム
盆
地
で
発
達
し
た
芸
術
や
宗
教
が
シ
ナ
の
本
部
の
方
へ
入
り
込
ん
で
来

る
際
に
、
敦
煌
か
ら
蘭
州
を
経
て
長
安
や
洛
陽
の
古
い
文
化
圏
に
来
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
し
、
蘭
州
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と
長
安
と
の
中
ほ
ど
に
あ
る
麦
積
山
が
こ
の
文
化
流
入
の
通
路
に
あ
っ
て
、
い
ち
早
く
そ
の
感
化
を
受
け

た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
麦
積
山
の
塑
像
の
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

渭
水
流
域
の
彫
塑
の
技
術
と
か
、
住
民
の
体
格
面
相
と
か
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
は
る
か
西
方
、
タ
リ

ム
川
流
域
に
栄
え
て
い
た
諸
都
市
に
お
け
る
彫
塑
の
技
術
、
住
民
の
体
格
面
相
な
ど
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
四
十
何
年
か
前
に
、
ス
タ
イ
ン
の
『
古
代
ホ
タ
ン
』
を
見
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
砂
漠
の
ほ
と
り
に
残
っ

て
い
る
古
い
都
市
の
残
骸
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
空
想
し
た
こ
と
が
あ
る
。
砂
の
中
に
埋
も
れ
て
わ

ず
か
に
下
半
身
だ
け
を
残
し
て
い
た
塑
像
な
ど
も
、
そ
れ
の
好
い
材
料
で
あ
っ
た
。
今
名
取
君
の
撮
影
し

て
来
た
写
真
を
見
て
い
る
と
、
あ
の
時
の
空
想
が
す
っ
か
り
実
現
さ
れ
て
来
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。

麦
積
山
の
創
始
の
時
代
、
す
な
わ
ち
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
へ
か
け
て
の
時
代
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
は
ま
だ

あ
ま
り
荒
廃
せ
ず
、
盛
ん
な
文
化
創
造
を
や
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
の
地
方
の
諸
都
市
に
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
か
け
て
栄
え
て
い
た
塑
像
の
技
術
が
伝
わ
っ

て
い
た
ろ
う
こ
と
も
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
的
な
彫
刻
の
様
式
が
、

初
期
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
像
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
石
彫
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
と
、
こ
の
場
合
の
よ
う

に
塑
像
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
と
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
お
け
る
反
応
は
よ
ほ
ど
違
っ
た
で
あ
ろ

う
。
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
の
砂
漠
の
あ
た
り
に
は
、
よ
い
石
材
な
ど
は
あ
り
そ
う
に
見
え
な
い
。
石
彫
の
技
術
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を
木
彫
に
移
そ
う
に
も
、
よ
い
木
材
な
ど
は
一
層
あ
り
そ
う
に
な
い
。
た
だ
漆
喰
と
泥
土
と
だ
け
は
、
お

手
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
塑
像
の
技
術
が
伝
わ
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
地

方
に
栄
え
得
る
技
術
が
伝
わ
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
塑
像
の
技
術
が
自
由
な
創
造
の

働
き
と
結
び
つ
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
・
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
塑
像
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
、
中
央
ア
ジ
ア
独
特
の
塑
像
の
様
式
が
出
現
し
た
と
し
て

も
、
少
し
も
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
麦
積
山
の
塑
像
は
、
こ
の
中
央
ア
ジ
ア
の
塑
像
の
様
式
を
反
映
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で

主
と
し
て
問
題
と
し
た
よ
う
な
、
推
古
仏
の
源
流
を
思
わ
せ
る
あ
の
仏
像
の
様
式
に
つ
い
て
言
え
る
の
み

な
ら
ず
、
ま
た
戒
壇
院
の
四
天
王
な
ど
の
よ
う
な
天
部
像
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
表
情
を
恐
ろ

し
く
誇
張
し
て
現
わ
し
な
が
ら
、
し
か
も
嘘
に
陥
ら
ず
現
実
性
を
失
わ
な
い
面
相
や
肢
体
の
独
特
な
作
り

方
は
、
や
は
り
中
央
ア
ジ
ア
の
創
始
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
わ
た
く
し
は
こ
う
い
う
点
が
専
門
家
の
着
実
な
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
日
を
待
ち
望
ん
で
い

る
。
も
し
こ
の
問
題
が
、
連
鎖
反
応
式
に
中
央
ア
ジ
ア
の
い
く
つ
か
の
遺
蹟
の
発
掘
を
ひ
き
起
こ
し
た
と

し
た
ら
、
や
が
て
千
四
百
年
前
の
中
央
ア
ジ
ア
の
偉
観
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
展
開
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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