
で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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私
は
、
５
年
を
か
け
て
お
酒
を
や
め
ま
し
た
。「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存

症
」と
診
断
さ
れ
た
た
め
で
す
。
そ
の
過
程
は「
断
酒
」と
い
っ
た
決

然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
少
し
ず
つ
酒
か
ら
離
れ
る「
卒
酒
」と
も

い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
飲
み
方
に
問
題
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
方
に
、私
の
経
験
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
酒
の
な
い
人
生
な
ん
て
」と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？　
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
も
う
一
つ
の
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
人
生
で
す
。

　
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
、
２
０
１
６
年
11
月
の
あ
る
日
の
こ
と
。
前
日

に
酒
を
抜
い
た
私
は
ま
っ
た
く
眠
れ
ず
、
明
く
る
朝
、
仕
事
が
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
飲
み
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
寝
て

し
ま
い
、
目
覚
め
る
と
昼
過
ぎ
。
這
う
よ
う
に
し
て
会
社
に
行
き
、

ま
だ
た
っ
ぷ
り
と
ア
ル
コ
ー
ル
が
残

っ
て
い
る
状
態
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、

私
は
雷
に
打
た
れ
る
よ
う
に
気
づ
き

ま
し
た
。「
こ
れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
だ
！
」。
30
何
年
ほ
ぼ
毎
日
飲

ん
で
き
て
、
と
う
と
う
こ
こ
ま
で
来

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
思
い
で
し
た
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、「
久
里
浜
式
ア
ル
コ
ー
ル
症
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
」と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
男
性
版
は
10

項
目
あ
り
ま
す
。「
最
近
６
カ
月
の
間
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
か
？
」と
聞
か
れ
ま
す
。「
は
い
」は
１
点
、「
い
い
え
」が
０
点（
①

の
み「
は
い
」が
０
点
、「
い
い
え
」が
１
点
）で
す
。

　
①　
食
事
は
１
日
３
回
、
ほ
ぼ
規
則
的
に
と
っ
て
い
る

　
②　
糖
尿
病
、
肝
臓
病
、
ま
た
は
心
臓
病
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
治

　
　
療
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

　
③　
酒
を
飲
ま
な
い
と
寝
付
け
な
い
こ
と
が
多
い

　
④　
二
日
酔
い
で
仕
事
を
休
ん
だ
り
、
大
事
な
約
束
を
守
ら
な
か

　
　
っ
た
り
し
た
こ
と
が
時
々
あ
る

　
⑤　
酒
を
や
め
る
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る

　
⑥　
酒
を
飲
ま
な
け
れ
ば
い
い
人
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る

　
⑦　
家
族
に
隠
す
よ
う
に
し
て
酒
を
飲
む
こ
と
が
あ
る

　
⑧　
酒
が
き
れ
た
と
き
に
、
汗
が
出
た
り
、
手
が
震
え
た
り
、
い

　
　
ら
い
ら
や
不
眠
な
ど
苦
し
い
こ
と
が
あ
る

　
⑨　
朝
酒
や
昼
酒
の
経
験
が
何
度
か
あ
る

　
⑩　
飲
ま
な
い
方
が
よ
い
生
活
を
送
れ
そ
う
だ
と
思
う

　
合
計
４
点
以
上
で「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
疑
い
あ
り
」で
す
。
私

の
場
合
は
８
点
で
し
た
。
も
う
疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に

専
門
の
病
院
に
行
き
ま
し
た
。
医
師
か
ら「
自
分
で
問
題
が
あ
る
と
思

う
時
点
で
す
で
に
依
存
症
な
ん
で
す
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。そ
し
て「
治

療
の
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
酒
を
や
め
る
こ
と
で
す
」と
。

　
自
分
の
意
志
だ
け
で
は
酒
を
や
め
る
自
信
が
な
か
っ
た
私
は「
Ａ

Ａ（
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
）」と
い
う
、
全
国
各
地
で
開

か
れ
て
い
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
の
た
め
の
集
会
に
通
い
ま
し

た
。
参
加
者
が
自
分
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
話
を
し
、
み

ん
な
で
経
験
を「
分
か
ち
合
う
」と
い
う
も
の
で
す
。
お
酒
に
悩
ん
で

い
る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
と
知
る
だ
け
で
も
大
き
な
勇
気
を
得

て
、
一
日
一
日
と
飲
ま
な
い
日
々
が
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。

　
１
週
間
、
１
カ
月
、
３
カ
月
・・・
。
自
分
は
簡
単
に
お
酒
を
や
め

ら
れ
た
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
と
う
と
う
も
う
す
ぐ
１
年
と
い

う
段
に
な
っ
て
、
再
び
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
仕
事
が
う
ま
く
い

か
ず
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
も
う
ど
う
で
も
い
い
や
と
杯
を
あ
お
っ
た

の
で
す
。
思
え
ば
そ
の
と
き
の
自
分
は
鬱
状
態
で
し
た
。
双
極
性
障

害（
躁
鬱
病
）の
持
病
が
あ
り
、
落
ち
込
み
が
飲
酒
に
つ
な
が
っ
た
の

で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
そ
う
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の

あ
と
に
、
被
災
地
で
は
依
存
症
患
者
が
増
え
た
と
い
い
ま
す
。
定
年

後
の
喪
失
感
も
飲
酒
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
気
分
の
落
ち

込
み
を
酒
で
紛
ら
わ
す
こ
と
を「
自
己
治
療
」と
い
い
、
お
酒
を
薬
物

と
し
て
摂
取
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
薬
物
に
は
副
作
用
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
依
存
症
で
す
。

　
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は「
否
認
の
病
」と
言
わ
れ
ま
す
。
人

か
ら
指
摘
さ
れ
て
も
、
診
断
を
受
け
て
も「
い
や
自
分
は
依
存
症
な
ん

か
じ
ゃ
な
い
」と
決
し
て
認
め
ず
飲
み
続
け
る
人
が
多
い
。
自
分
で
自

分
を
診
断
し
た
私
の
場
合
は
、
と
て
も
幸
運
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。Ａ

Ａ
に
行
く
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
ま
し
た
。
仕
事
終
わ
り

の
一
杯
を
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
ビ
ー
ル
に
変
え
て
気
分
転
換
を
す
る
。

お
酒
を
飲
ま
な
い
で
手
持
ち
ぶ
さ
た
な
時
間
を
、
趣
味
の
料
理
や
編

み
物
や
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
費
や
す
。「
お
酒
を
や
め
て
性
格
が
穏
や
か

に
な
っ
た
」と
い
う
家
族
の
声
に
も
後
押
し
さ
れ
ま
し
た
。
逆
に
こ
れ

ま
で
は
気
分
屋
で
、
と
き
に
は
癇
癪
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
自

分
の
姿
を
顧
み
ま
し
た
。

　
や
め
始
め
て
１
年
後
に
大
失
敗
し
た
後
も
、
繰
り
返
し
や
っ
て
く

る
鬱
期
に
は
少
し
お
酒
を
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
が
そ
の
う

ち
に「
少
し
く
ら
い
飲
ん
で
も
必
要
以
上
に
自
分
を
責
め
る
ま
い
」と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
失
敗
は
失
敗
と
認
め
て
す
ぐ
に
ま
た「
飲

ま
な
い
日
々
」に
戻
る
。
ま
た
少
し
失
敗
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り

返
し
て
５
年
が
た
ち
、よ
う
や
く
酒
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
酔
わ
な
い
毎
日
は
、
す
っ
き
り
と
雲
が
晴
れ
た
空
の
よ
う
に
ク
リ

ア
で
す
。
な
に
よ
り
二
日
酔
い
の
苦
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
ま
す
。
以

前
は
考
え
も
で
き
な
か
っ
た
、
例
え
ば
資
格
試
験
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

も
可
能
に
な
り
ま
す（
実
際
に
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
が
）。「
人
生
が
二

度
あ
れ
ば
」と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は「
飲
ま
な
い
日
々
」と

い
う
二
度
目
の
人
生
を
生
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
大
し

た
人
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
経
験
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
も「
卒
酒
」に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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私
は
、
５
年
を
か
け
て
お
酒
を
や
め
ま
し
た
。「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存

症
」と
診
断
さ
れ
た
た
め
で
す
。
そ
の
過
程
は「
断
酒
」と
い
っ
た
決

然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
少
し
ず
つ
酒
か
ら
離
れ
る「
卒
酒
」と
も

い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
飲
み
方
に
問
題
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
方
に
、私
の
経
験
が
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
酒
の
な
い
人
生
な
ん
て
」と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？　
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
も
う
一
つ
の
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
人
生
で
す
。

　
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
、
２
０
１
６
年
11
月
の
あ
る
日
の
こ
と
。
前
日

に
酒
を
抜
い
た
私
は
ま
っ
た
く
眠
れ
ず
、
明
く
る
朝
、
仕
事
が
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
飲
み
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
寝
て

し
ま
い
、
目
覚
め
る
と
昼
過
ぎ
。
這
う
よ
う
に
し
て
会
社
に
行
き
、

ま
だ
た
っ
ぷ
り
と
ア
ル
コ
ー
ル
が
残

っ
て
い
る
状
態
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、

私
は
雷
に
打
た
れ
る
よ
う
に
気
づ
き

ま
し
た
。「
こ
れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
だ
！
」。
30
何
年
ほ
ぼ
毎
日
飲

ん
で
き
て
、
と
う
と
う
こ
こ
ま
で
来

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
思
い
で
し
た
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、「
久
里
浜
式
ア
ル
コ
ー
ル
症
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
」と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
男
性
版
は
10

項
目
あ
り
ま
す
。「
最
近
６
カ
月
の
間
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
か
？
」と
聞
か
れ
ま
す
。「
は
い
」は
１
点
、「
い
い
え
」が
０
点（
①

の
み「
は
い
」が
０
点
、「
い
い
え
」が
１
点
）で
す
。

　
①　
食
事
は
１
日
３
回
、
ほ
ぼ
規
則
的
に
と
っ
て
い
る

　
②　
糖
尿
病
、
肝
臓
病
、
ま
た
は
心
臓
病
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
治

　
　
療
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

　
③　
酒
を
飲
ま
な
い
と
寝
付
け
な
い
こ
と
が
多
い

　
④　
二
日
酔
い
で
仕
事
を
休
ん
だ
り
、
大
事
な
約
束
を
守
ら
な
か

　
　
っ
た
り
し
た
こ
と
が
時
々
あ
る

　
⑤　
酒
を
や
め
る
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
る

　
⑥　
酒
を
飲
ま
な
け
れ
ば
い
い
人
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る

　
⑦　
家
族
に
隠
す
よ
う
に
し
て
酒
を
飲
む
こ
と
が
あ
る

　
⑧　
酒
が
き
れ
た
と
き
に
、
汗
が
出
た
り
、
手
が
震
え
た
り
、
い

　
　
ら
い
ら
や
不
眠
な
ど
苦
し
い
こ
と
が
あ
る

　
⑨　
朝
酒
や
昼
酒
の
経
験
が
何
度
か
あ
る

　
⑩　
飲
ま
な
い
方
が
よ
い
生
活
を
送
れ
そ
う
だ
と
思
う

　
合
計
４
点
以
上
で「
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
疑
い
あ
り
」で
す
。
私

の
場
合
は
８
点
で
し
た
。
も
う
疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に

専
門
の
病
院
に
行
き
ま
し
た
。
医
師
か
ら「
自
分
で
問
題
が
あ
る
と
思

う
時
点
で
す
で
に
依
存
症
な
ん
で
す
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。そ
し
て「
治

療
の
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
酒
を
や
め
る
こ
と
で
す
」と
。

　
自
分
の
意
志
だ
け
で
は
酒
を
や
め
る
自
信
が
な
か
っ
た
私
は「
Ａ

Ａ（
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
）」と
い
う
、
全
国
各
地
で
開

か
れ
て
い
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
の
た
め
の
集
会
に
通
い
ま
し

た
。
参
加
者
が
自
分
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
話
を
し
、
み

ん
な
で
経
験
を「
分
か
ち
合
う
」と
い
う
も
の
で
す
。
お
酒
に
悩
ん
で

い
る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い
と
知
る
だ
け
で
も
大
き
な
勇
気
を
得

て
、
一
日
一
日
と
飲
ま
な
い
日
々
が
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。

　
１
週
間
、
１
カ
月
、
３
カ
月
・・・
。
自
分
は
簡
単
に
お
酒
を
や
め

ら
れ
た
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
と
う
と
う
も
う
す
ぐ
１
年
と
い

う
段
に
な
っ
て
、
再
び
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
仕
事
が
う
ま
く
い

か
ず
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
も
う
ど
う
で
も
い
い
や
と
杯
を
あ
お
っ
た

の
で
す
。
思
え
ば
そ
の
と
き
の
自
分
は
鬱
状
態
で
し
た
。
双
極
性
障

害（
躁
鬱
病
）の
持
病
が
あ
り
、
落
ち
込
み
が
飲
酒
に
つ
な
が
っ
た
の

で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
そ
う
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の

あ
と
に
、
被
災
地
で
は
依
存
症
患
者
が
増
え
た
と
い
い
ま
す
。
定
年

後
の
喪
失
感
も
飲
酒
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
気
分
の
落
ち

込
み
を
酒
で
紛
ら
わ
す
こ
と
を「
自
己
治
療
」と
い
い
、
お
酒
を
薬
物

と
し
て
摂
取
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
薬
物
に
は
副
作
用
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
依
存
症
で
す
。

　
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は「
否
認
の
病
」と
言
わ
れ
ま
す
。
人

か
ら
指
摘
さ
れ
て
も
、
診
断
を
受
け
て
も「
い
や
自
分
は
依
存
症
な
ん

か
じ
ゃ
な
い
」と
決
し
て
認
め
ず
飲
み
続
け
る
人
が
多
い
。
自
分
で
自

分
を
診
断
し
た
私
の
場
合
は
、
と
て
も
幸
運
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。Ａ

Ａ
に
行
く
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
ま
し
た
。
仕
事
終
わ
り

の
一
杯
を
ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル
ビ
ー
ル
に
変
え
て
気
分
転
換
を
す
る
。

お
酒
を
飲
ま
な
い
で
手
持
ち
ぶ
さ
た
な
時
間
を
、
趣
味
の
料
理
や
編

み
物
や
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
費
や
す
。「
お
酒
を
や
め
て
性
格
が
穏
や
か

に
な
っ
た
」と
い
う
家
族
の
声
に
も
後
押
し
さ
れ
ま
し
た
。
逆
に
こ
れ

ま
で
は
気
分
屋
で
、
と
き
に
は
癇
癪
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
自

分
の
姿
を
顧
み
ま
し
た
。

　
や
め
始
め
て
１
年
後
に
大
失
敗
し
た
後
も
、
繰
り
返
し
や
っ
て
く

る
鬱
期
に
は
少
し
お
酒
を
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
が
そ
の
う

ち
に「
少
し
く
ら
い
飲
ん
で
も
必
要
以
上
に
自
分
を
責
め
る
ま
い
」と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
失
敗
は
失
敗
と
認
め
て
す
ぐ
に
ま
た「
飲

ま
な
い
日
々
」に
戻
る
。
ま
た
少
し
失
敗
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り

返
し
て
５
年
が
た
ち
、よ
う
や
く
酒
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
酔
わ
な
い
毎
日
は
、
す
っ
き
り
と
雲
が
晴
れ
た
空
の
よ
う
に
ク
リ

ア
で
す
。
な
に
よ
り
二
日
酔
い
の
苦
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
ま
す
。
以

前
は
考
え
も
で
き
な
か
っ
た
、
例
え
ば
資
格
試
験
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

も
可
能
に
な
り
ま
す（
実
際
に
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
が
）。「
人
生
が
二

度
あ
れ
ば
」と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は「
飲
ま
な
い
日
々
」と

い
う
二
度
目
の
人
生
を
生
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
ど
ち
ら
も
大
し

た
人
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
で
き
な
い
経
験
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
も「
卒
酒
」に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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岩
川
　
洋
成
（
い
わ
か
わ
　
ひ
ろ
し
げ
）

　
１
９
６
２
年
大
阪
市
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
卒
業
。
朝
日
学
生
新
聞

社
を
経
て
１
９
９
１
年
、共
同
通
信
社
入
社
。前
橋
支
局
、仙
台
支
社
か
ら
文
化
部
。

２
度
の
大
阪
勤
務
の
の
ち
２
０
１
４
年
か
ら
編
集
委
員
。共
著
に『
家
族
新
聞
』（
幻

冬
舎
）
が
あ
る
。



で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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福
井
県
の
鉄
道
を
楽
し
む



で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交

講
師
略
歴…

…

今
尾
　
恵
介
（
い
ま
お
　
け
い
す
け
）

　
１
９
５
９
年
生
ま
れ
。
横
浜
市
出
身
。
母
方
の
祖
母
は
福
井
県
出
身（
旧
中
藤

島
村
＝
現
福
井
市
）。
明
治
大
学
文
学
部
ド
イ
ツ
文
学
専
攻
中
退
。
出
版
社
勤
務

を
経
て
１
９
９
１
年
よ
り
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
地
図
・
地
名
・
鉄
道
の
分
野

で
執
筆
活
動
を
始
め
る
。

　
著
書
に『
地
図
鉄
の
す
す
め
』（
昭
文
社
）、『
地
図
帳
の
深
読
み
』（
帝
国
書
院
）、

『
地
名
崩
壊
』（
角
川
新
書
）な
ど
多
数
。『
日
本
鉄
道
旅
行
地
図
帳
』（
新
潮
社
）を

監
修
。
現
在（
一
財
）日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
、
日
本
地
図
学
会「
地
図

と
地
名
」専
門
部
会
主
査
、
東
京
都
日
野
市
町
名
地
番
整
理
審
議
会
委
員
。
２
０

１
８
年
に
第
43
回
交
通
図
書
賞
、
２
０
１
９
年
に
日
本
地
図
学
会
賞（
作
品
賞
）、

２
０
２
０
年
に
は
日
本
地
理
学
会
賞（
社
会
貢
献
部
門
）を
受
賞
。
１
９
８
９
年
よ

り
東
京
都
日
野
市
に
在
住
。
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奏
楽
な
ど
で
は
一
般
的
に
管
楽
器（
吹
く
）、
弦
楽
器（
弾
く
・
擦
る
）、

打
楽
器（
叩
く
）と
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
民
族
楽
器
を
研
究
す
る
た
め
、
体
系
的
に
分
類
す
る
際

に
は
ザ
ッ
ク
ス
＝
ホ
ル
ン
ボ
ス
テ
ル
分
類
と
い
う
楽
器
分
類
法
が
使

わ
れ
ま
す
。

☆
弦
鳴
楽
器

　
弦
が
張
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
弦
が
振
動
し
て
音
を
出
す
楽
器
。

　
（
三
味
線
、
ギ
タ
ー
、
二
胡
、
ピ
ア
ノ
な
ど
）

☆
気
鳴
楽
器

　
吹
き
込
ん
だ
空
気
が
楽
器
の
中
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
音
が
出
る
楽
器
。

　
（
尺
八
、
笙
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
な
ど
）

☆
膜
鳴
楽
器

　
膜
の
振
動
で
音
を
出
す
楽
器
。

　
（
太
鼓
、
鼓
、
ジ
ェ
ン
ベ
、
タ
ブ
ラ
な
ど
）

☆
体
鳴
楽
器

　
楽
器
の
体
そ
の
も
の
を
叩
く
、擦
る
、振
る
な
ど
で
音
が
出
る
楽
器
。

　
（
マ
リ
ン
バ
、
シ
ン
バ
ル
、
マ
ラ
カ
ス
、
グ
ィ
ロ
な
ど
）

③
　
ド
レ
ミ
音
階
は
世
界
共
通
？

　
音
楽
で
使
わ
れ
る
音
階
・
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
。
ド
か
ら
一
オ

ク
タ
ー
ブ
上
の
ド
ま
で
を
十
二
個
に
均
一
に
分
け
た
も
の
で
す
。
こ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
階
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
も
世
界
に
は

い
ろ
い
ろ
な
音
階
が
存
在
し
ま
す
。

　
日
本
の
古
典
邦
楽
で
は
元
来
、
五
音
階
が
使
わ
れ
て
お
り
、
西
洋

の
音
階
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
明
治
以
降
で
す
。
世
界
に
は
ド
か
ら

ド
の
間
が
五
音
、
十
七
音
、
二
十
四
音
、
五
十
四
音
な
ど
多
種
多
様

で
す
。
少
し
高
い
ド
や
少
し
高
い
シ
な
ど
が
あ
り
演
奏
者
は
そ
れ
を

き
ち
ん
と
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
不
協
和
音
と
さ
れ
る
も

で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

①
　
楽
器
の
成
り
立
ち

　
こ
れ
は
想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
昔
、
人
間
が
ま
だ
道

具
を
持
た
な
か
っ
た
頃
で
も
、
竹
薮
や
木
の
裂
け
目
、
岩
の
穴
な
ど

を
吹
き
抜
け
る
風
は
音
を
立
て
て
い
た
で
し
ょ
う
。
木
の
棒
や
動
物

の
骨
で
物
を
叩
い
て
音
を
出
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、
火
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
人
間
は
植
物
の
葦
を
使

っ
て
か
ま
ど
に
静
か
に
息
を
吹
き
か
け
て
火
を
お
こ
す
こ
と
を
覚
え

ま
す
。
最
初
の
笛
は
そ
ん
な
偶
然
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ

れ
が
お
よ
そ
四
万
年
前
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
狩
り
の
時
、
弓
を
弾
く
と
ブ
ー
ン
と
弦
が
鳴
り
ま
す
。
紀

元
前
一
万
五
千
年
頃
の
フ
ラ
ン
ス
の
壁
画
に
は
楽
弓
と
い
う
弦
楽
器

を
持
つ
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
最
古
の
弦
楽
器
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
楽
器
は
古
来
よ
り
人
や
動
物
の
骨
、

焼
き
物
、
木
や
竹
で
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
の
民
族
楽
器
も
、
そ
の

伝
統
を
色
濃
く
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

②
　
楽
器
の
分
類
に
つ
い
て

　
西
洋
音
楽
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
吹

の
も
民
族
音
楽
で
は
〝
ゆ
ら
ぎ
〞と
捉
え
て
楽
し
み
ま
す
。

④
　
祈
り
の
道
具
と
し
て
の
楽
器

　
民
族
楽
器
に
は
祈
り
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
シ
ン
ギ
ン
グ
ボ
ウ
ル
は
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の

法
具
で
す
。
雨
音
に
似
た
音
を
奏
で
る
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
ア
フ

リ
カ
で
雨
乞
い
に
使
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ム
ビ
ラ
は
ア
フ

リ
カ
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
で
千
年
以
上
前
か
ら
伝
わ
る
祈
り
の
道
具
で
す
。

口
琴
は
シ
ャ
ー
マ
ン
が
霊
や
精
霊
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た

め
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
の
リ
ズ
ム
楽
器
カ

ヤ
ン
バ
は
ケ
ニ
ア
の
ド
ゥ
ル
マ
民
族
で
は
先
祖
の
霊
や
精
霊
達
な
ど

目
に
見
え
な
い
存
在
と
の
交
信
、
降
霊
の
た
め
に
使
わ
れ
、
収
穫
の

お
祭
り
や
神
様
へ
の
特
別
な
祈
り
の
場
に
も
欠
か
せ
な
い
楽
器
で
す
。

　
放
送
で
は
実
際
に
音
を
鳴
ら
し
て
楽
器
を
紹
介
し
ま
す
。
写
真
を

掲
載
し
て
お
き
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
鳴
ら
し
、
ど
ん
な
音
が
出
る
の

か
想
像
し
て
放
送
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　
民
族
楽
器
は
ピ
ア
ノ
や
弦
楽
器
、
管
楽
器
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
安

価
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ド
レ
ミ
の
音
階
が
ベ

ー
ス
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
楽
譜
が
読
め
な
く
て
も
、
演

奏
技
術
が
な
く
て
も
、
気
軽
に
始
め
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
も
民
族
楽

器
を
な
に
か
手
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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■
八
月
二
十一日
放
送（
第
二
十一回
）堀

　
　
　
建
　一

民
族
音
楽
屋
コ
コ
ペ
リ
　
店
主

民
族
楽
器
の
音
色
で
世
界
を
感
じ
よ
う



奏
楽
な
ど
で
は
一
般
的
に
管
楽
器（
吹
く
）、
弦
楽
器（
弾
く
・
擦
る
）、

打
楽
器（
叩
く
）と
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
民
族
楽
器
を
研
究
す
る
た
め
、
体
系
的
に
分
類
す
る
際

に
は
ザ
ッ
ク
ス
＝
ホ
ル
ン
ボ
ス
テ
ル
分
類
と
い
う
楽
器
分
類
法
が
使

わ
れ
ま
す
。

☆
弦
鳴
楽
器

　
弦
が
張
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
弦
が
振
動
し
て
音
を
出
す
楽
器
。

　
（
三
味
線
、
ギ
タ
ー
、
二
胡
、
ピ
ア
ノ
な
ど
）

☆
気
鳴
楽
器

　
吹
き
込
ん
だ
空
気
が
楽
器
の
中
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
音
が
出
る
楽
器
。

　
（
尺
八
、
笙
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
な
ど
）

☆
膜
鳴
楽
器

　
膜
の
振
動
で
音
を
出
す
楽
器
。

　
（
太
鼓
、
鼓
、
ジ
ェ
ン
ベ
、
タ
ブ
ラ
な
ど
）

☆
体
鳴
楽
器

　
楽
器
の
体
そ
の
も
の
を
叩
く
、擦
る
、振
る
な
ど
で
音
が
出
る
楽
器
。

　
（
マ
リ
ン
バ
、
シ
ン
バ
ル
、
マ
ラ
カ
ス
、
グ
ィ
ロ
な
ど
）

③
　
ド
レ
ミ
音
階
は
世
界
共
通
？

　
音
楽
で
使
わ
れ
る
音
階
・
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
。
ド
か
ら
一
オ

ク
タ
ー
ブ
上
の
ド
ま
で
を
十
二
個
に
均
一
に
分
け
た
も
の
で
す
。
こ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
階
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
も
世
界
に
は

い
ろ
い
ろ
な
音
階
が
存
在
し
ま
す
。

　
日
本
の
古
典
邦
楽
で
は
元
来
、
五
音
階
が
使
わ
れ
て
お
り
、
西
洋

の
音
階
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
明
治
以
降
で
す
。
世
界
に
は
ド
か
ら

ド
の
間
が
五
音
、
十
七
音
、
二
十
四
音
、
五
十
四
音
な
ど
多
種
多
様

で
す
。
少
し
高
い
ド
や
少
し
高
い
シ
な
ど
が
あ
り
演
奏
者
は
そ
れ
を

き
ち
ん
と
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
不
協
和
音
と
さ
れ
る
も

で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

①
　
楽
器
の
成
り
立
ち

　
こ
れ
は
想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
昔
、
人
間
が
ま
だ
道

具
を
持
た
な
か
っ
た
頃
で
も
、
竹
薮
や
木
の
裂
け
目
、
岩
の
穴
な
ど

を
吹
き
抜
け
る
風
は
音
を
立
て
て
い
た
で
し
ょ
う
。
木
の
棒
や
動
物

の
骨
で
物
を
叩
い
て
音
を
出
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、
火
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
人
間
は
植
物
の
葦
を
使

っ
て
か
ま
ど
に
静
か
に
息
を
吹
き
か
け
て
火
を
お
こ
す
こ
と
を
覚
え

ま
す
。
最
初
の
笛
は
そ
ん
な
偶
然
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ

れ
が
お
よ
そ
四
万
年
前
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
狩
り
の
時
、
弓
を
弾
く
と
ブ
ー
ン
と
弦
が
鳴
り
ま
す
。
紀

元
前
一
万
五
千
年
頃
の
フ
ラ
ン
ス
の
壁
画
に
は
楽
弓
と
い
う
弦
楽
器

を
持
つ
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
最
古
の
弦
楽
器
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
楽
器
は
古
来
よ
り
人
や
動
物
の
骨
、

焼
き
物
、
木
や
竹
で
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
の
民
族
楽
器
も
、
そ
の

伝
統
を
色
濃
く
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

②
　
楽
器
の
分
類
に
つ
い
て

　
西
洋
音
楽
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
吹

の
も
民
族
音
楽
で
は
〝
ゆ
ら
ぎ
〞と
捉
え
て
楽
し
み
ま
す
。

④
　
祈
り
の
道
具
と
し
て
の
楽
器

　
民
族
楽
器
に
は
祈
り
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
シ
ン
ギ
ン
グ
ボ
ウ
ル
は
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の

法
具
で
す
。
雨
音
に
似
た
音
を
奏
で
る
レ
イ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
は
ア
フ

リ
カ
で
雨
乞
い
に
使
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ム
ビ
ラ
は
ア
フ

リ
カ
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
で
千
年
以
上
前
か
ら
伝
わ
る
祈
り
の
道
具
で
す
。

口
琴
は
シ
ャ
ー
マ
ン
が
霊
や
精
霊
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た

め
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
の
リ
ズ
ム
楽
器
カ

ヤ
ン
バ
は
ケ
ニ
ア
の
ド
ゥ
ル
マ
民
族
で
は
先
祖
の
霊
や
精
霊
達
な
ど

目
に
見
え
な
い
存
在
と
の
交
信
、
降
霊
の
た
め
に
使
わ
れ
、
収
穫
の

お
祭
り
や
神
様
へ
の
特
別
な
祈
り
の
場
に
も
欠
か
せ
な
い
楽
器
で
す
。

　
放
送
で
は
実
際
に
音
を
鳴
ら
し
て
楽
器
を
紹
介
し
ま
す
。
写
真
を

掲
載
し
て
お
き
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
鳴
ら
し
、
ど
ん
な
音
が
出
る
の

か
想
像
し
て
放
送
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　
民
族
楽
器
は
ピ
ア
ノ
や
弦
楽
器
、
管
楽
器
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
安

価
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ド
レ
ミ
の
音
階
が
ベ

ー
ス
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
楽
譜
が
読
め
な
く
て
も
、
演

奏
技
術
が
な
く
て
も
、
気
軽
に
始
め
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
も
民
族
楽

器
を
な
に
か
手
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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堀
　
建
一
（
ほ
り
　
け
ん
い
ち
）

　
一
九
六
九
年
生
ま
れ
。
大
阪
府
茨
木
市
出
身
。
中
学
二
年
か
ら
吹
奏
楽
を
始
め
、

サ
ッ
ク
ス
を
担
当
。
大
学
卒
業
後
、
福
井
県
へ
。
二
十
二
年
間
、
繊
維
業
界
に
携

わ
り
、二
〇
一
九
年
退
職
。二
〇
二
〇
年
四
月
、民
族
楽
器
の
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ「
民

族
音
楽
屋
コ
コ
ペ
リ
」を
開
業
。二
〇
二
一
年
三
月
、三
国
湊
町
に
実
店
舗
を
開
店
。

大
阪
出
身
の
妻
と
五
歳
の
娘
と
と
も
に
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。



で
す
。
ま
た
令
和
６
年（
２
０
２
４
）に
は
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
〜

敦
賀
間
に
開
業
予
定
。
15
時
間
か
け
て
た
ど
り
着
い
た
私
に
と
っ
て

は「
福
井
の
あ
り
が
た
み
」が
減
衰
す
る
気
も
し
ま
す
が
、
逆
に
新

幹
線
で
早
々
と
現
地
入
り
し
て
、
県
内
の
各
路
線
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
時
間
が
得
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
鉄
道
旅
行
で
何
を
楽
し
む
か
は
、
そ
の
人
次
第
で
す
。
田
園
風
景

を
無
心
に
楽
し
む
の
も
い
い
し
、
駅
を
ひ
と
つ
ず
つ
撮
影
し
て
も
い

い
。
私
が
よ
く
や
る
よ
う
に
車
窓
と
地
図（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
見

ら
れ
る
国
土
地
理
院
の「
地
理
院
地
図
」）を
対
比
し
て
み
る
の
も
面

白
い
し
、
気
に
な
っ
た
も
の
が
見
え
た
ら
途
中
下
車
し
て
図
書
館
で

調
べ
る
な
ど
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
同
じ
路
線
で
も
晴
れ
と
雨
で
は
車
窓

の
見
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
自
分
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
の

楽
し
み
方
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

通
、
産
業
な
ど
と
の
関
連
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
る
の
も
鉄
道
旅
行

の
楽
し
み
で
す
。

　
福
井
駅
よ
り
南
側
の
北
陸
本
線
で
は
、
北
陸
ト
ン
ネ
ル（
約
13.9
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）が
当
時
は
日
本
一
の
長
さ
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
住

ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
こ
か
誇
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

昭
和
12
年（
１
９
３
７
）生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の
頃
は
こ
の
ト
ン

ネ
ル
が
な
く
、
急
勾
配
区
間
を
走
る
蒸
気
機
関
車
の
煙
と
煤
が
車
内

に
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
い
づ
杉
津
駅
付

近
か
ら
敦
賀
湾
を
俯
瞰
す
る
風
景
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
う
話
も

聞
き
ま
し
た
。

　
敦
賀
の
南
側
で
は
上
り
列
車
が
滋
賀
県
へ
の
分
水
界
を
越
え
る
手

前
の
ル
ー
プ
線
が
興
味
深
い
車
窓
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
次
の
し
ん
ひ
き

新
疋

だ田
駅
ま
で
の
間
は
上
下
線
が
別
ル
ー
ト
で
す
が
、
こ
れ
は
急
勾
配
を

避
け
る
た
め
上
り
線
だ
け
ぐ
る
り
と
１
回
転
す
る
ル
ー
プ
線
を
採
用

し
た
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
、
車
窓
左
側
に
は
敦
賀
湾
が

見
え
て
き
ま
す
が
、
子
ど
も
の
頃
に
こ
れ
が
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
福
井
か
ら
米
原
へ
向
う
列
車
の
左
車
窓
か
ら
海
が
見
え
る

は
ず
が
な
い
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
。
１
回
転
す
る
か
ら

こ
そ
の
ア
ン
グ
ル
で
す
が
、
下
の
方
に
は
小
浜
線
の
線
路
も
見
え
て

立
体
的
な
車
窓
で
し
た
。
若
狭
湾
沿
い
に
走
る
こ
の
ロ
ー
カ
ル
線
も

魅
力
的
で
す
。

　
福
井
県
内
の
鉄
道
に
は
新
し
い
動
き
も
あ
り
ま
す
。
福
井
鉄
道
が

路
面
電
車
区
間
を
経
て
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
三
国
あ
わ
ら
芦
原
線
に
直
通
す
る
低

床
電
車
が
利
便
性
を
大
き
く
高
め
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
世
界

で
広
く
普
及
す
る
Ｌ
Ｒ
Ｔ（
進
化
し
た
路
面
電
車
）の
先
駆
的
な
試
み

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
子
ど
も
の
頃
に
横
浜
市
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
に

な
る
ま
で
は
、
毎
夏
の
よ
う
に
祖
母
の
実
家
が
あ
る
福
井
を
訪
れ
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
九
頭
竜
川
の
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
の

で
、
毎
年
そ
の
表
情
を
変
え
る
川
原
の
あ
ち
こ
ち
を
探
検
し
た
り
、

流
れ
の
穏
や
か
な
と
こ
ろ
で
泳
い
だ
り
な
ど
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご

し
た
も
の
で
す
。
土
手
の
下
に
広
が
っ
て
い
た
夏
の
田
ん
ぼ
の
匂
い

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
横
浜
か
ら
福
井
ま
で
、
最
初
は
両
親
や
祖
父
母
と
一
緒
に
新
幹
線

で
米
原
へ
出
て
、
北
陸
本
線
に
乗
り
換
え
て
い
ま
し
た
が
、
鉄
道
と

時
刻
表
が
好
き
だ
っ
た
私
は
あ
る
夏
に
、
弟
と
従
弟
の
３
人
で
新
潟

県
を
回
っ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
上
野
駅
か
ら
新
潟
行
き
の
夜

行
列
車
に
乗
っ
て
早
朝
の
長
岡
駅
に

降
り
立
ち
、
そ
こ
で
米
原
行
き
の
普

通
列
車
に
乗
り
換
え
る
北
回
り
ル
ー

ト
で
す
。
ド
ア
が
手
動
の
茶
色
い
旧

型
客
車
を
電
気
機
関
車
が
牽
引
す
る

昔
な
が
ら
の
列
車
で
、
こ
れ
ほ
ど
長

距
離
を
乗
り
通
す
人
は
よ
ほ
ど
の
物
好
き
だ
け
。

　
各
駅
に
停
車
し
な
が
ら
何
本
も
の
特
急
に
抜
か
れ
な
が
ら
富
山
県
、

石
川
県
を
過
ぎ
、
の
ん
び
り
と
１
駅
ず
つ
福
井
県
に
近
づ
い
て
い
き

ま
す
。
田
ん
ぼ
の
ま
ん
中
の
駅
で
20
分
ほ
ど
も
停
車
し
て
い
る
間
に

特
急
や
急
行
が
何
本
か
通
過
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
列
車
が
通
過
し

た
後
に
聞
こ
え
る
の
は
カ
エ
ル
の
鳴
き
声
だ
け
で
、
窓
か
ら
吹
き
込

む
の
は
夏
の
風
。
九
頭
竜
川
を
渡
っ
た
の
は
昼
を
だ
い
ぶ
過
ぎ
て
か

ら
で
し
た
。
１
９
７
０
年
代
で
し
た
が
、
す
で
に
新
幹
線
と
特
急
の

時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る
15
時
間
ほ
ど
も
か
け
て
た
ど
り
着

い
た
時
に
は
、
あ
る
種
の
達
成
感
を
覚
え
た
も
の
で
す
。

　
毎
夏
の
よ
う
に
福
井
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
他
に
も
い
く
つ
か
の

路
線
に
乗
り
ま
し
た
。
越
美
北
線
は
思
い
出
深
い
も
の
で
し
た
。
越

前
は
な
ん
ど
う

花
堂
駅
で
北
陸
本
線
か
ら
分
か
れ
、
足
羽
川
に
沿
っ
て
何
度
も
鉄

橋
を
渡
り
な
が
ら
一
乗
谷
の
山
の
中
へ
分
け
入
る
風
景
、
分
水
界
を

越
え
た
後
に
大
野
盆
地
が
広
が
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
を
走

る
爽
快
感
、
そ
の
先
で
渡
る
九
頭
竜
川
の
澄
ん
だ
流
れ
も
印
象
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
京
福
電
鉄
越
前
本
線（
現
え
ち
ぜ
ん
鉄
道
勝
山
永
平
寺
線
）は
、

白
い
車
体
に
臙
脂
色
の
帯
を
巻
い
て
い
ま
し
た
。
東
古
市（
現
永
平

寺
口
）か
ら
東
側
は
ず
っ
と
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
走
り
ま
す
。 

こ 

ぶ
な

小
舟

と渡
駅
の
手
前
に
見
え
た
古
め
か
し
い
小
舟
渡
橋（
大
正
10
年
竣
工
）

も
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
駅
前
に
あ
っ
た「
か
ま
ぶ

ろ
温
泉
」の
看
板
に
は
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
が
小

舟
渡
の
名
前
の
通
り
、
勝
山
街
道
の
渡
河
地
点

－

小
舟
渡
の
渡
し
が

両
岸
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
後
で
知
り
ま
し
た
。
駅
名
と
地
形
、
交
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■
八
月
二
十
八
日
放
送
（
第
二
十
二
回
）

松
　
島
　
孝
　
治

越
前
町
若
者
移
住
　
　
　
　
　
　

促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
コ
コ
ク
ル
ー

地
域
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る



こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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講
師
略
歴
…
…
松
島
　
孝
治
（
ま
つ
し
ま
　
こ
う
じ
）

　
1
9
8
9
年
生
ま
れ
。
越
前
町
出
身
。
同
志
社
大
学
商
学
部
を
卒
業
後
、
一
般

企
業
に
就
職
。
5
年
間
勤
め
た
あ
と
退
職
し
、
農
家
と
し
て
独
立
。
祖
父
の
代
に

始
め
、
一
旦
廃
業
し
た
椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
、
椎
茸
栽
培
を
始
め
る
。
越
前
町

へ
の
移
住
を
支
援
す
る
若
者
た
ち
の
団
体
「
コ
コ
ク
ル
ー
」
の
活
動
に
、
知
人
を

通
じ
て
参
加
。
若
手
農
家
や
漁
師
な
ど
が
運
営
す
る
団
体
農
業
や
陶
芸
な
ど
の
体

験
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
開
催
し
て
、
若
者
の
誘
致
の
ほ
か
、
越
前
町
の
魅
力
発
信

を
行
っ
て
い
る
。



こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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感
想
文
の
コ
ー
ナ
ー
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
受
講
生
の
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
感
想
文
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

紙
面
の
都
合
上
、
す
べ
て
の
感
想
文
を
紹
介
で
き
な
い
こ
と
を
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

感
想
文
の
コ
ー
ナ
ー

認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
を
理
解
し
よ
う

■
六
月
五
日
放
送
（
第
十
回
）筧

　
裕
介
　
先
生
の
感
想
文
よ
り



こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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福
井
の
自
然
を
１
０
０
年
先
へ

■
六
月
十
二
日
放
送
（
第
十
一
回
）

松
本
　
拓
也
　
先
生
の
感
想
文
よ
り



こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

　
日
本
海
に
面
し
、
町
の
大
半
が
丹
生
山
地
に
属
す
る
越
前
町
。
豊

か
な
自
然
を
生
か
し
た
農
林
水
産
業
が
盛
ん
で
、
私
も
椎
茸
栽
培
や

稲
作
な
ど
を
行
う
農
業
従
事
者
で
す
。
若
い
世
代
の
椎
茸
農
家
は
あ

ま
り
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
地
域
の
農
業
と
し
て
栄
え
た
椎

茸
産
業
が
な
く
な
る
こ
と
を
さ
み
し
く
思
い
、
祖
父
の
代
に
始
め
た

椎
茸
農
園
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
引
き
継
ぐ
と
い
っ
て
も
、
実
家
の

農
園
は
一
度
廃
業
し
て
い
て
、
私
自
身
も
一
般
企
業
に
勤
め
た
あ
と
、

椎
茸
栽
培
を
中
心
と
し
た
農
家
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
現
在
は
、

幼
い
頃
か
ら
の
経
験
と
、
先
輩
農
家
の
方
々
か
ら
の
教
え
を
も
と
に

椎
茸
栽
培
を
続
け
て
い
ま
す
。

①
　
コ
コ
ク
ル
ー
に
つ
い
て

　
越
前
町
の
若
手
の
農
家
や
漁
師
た

ち
が
運
営
す
る
団
体「
コ
コ
ク
ル
ー
」

は
、
越
前
町
へ
の
若
者
の
誘
致
や
町

の
魅
力
発
信
な
ど
、
移
住
・
定
住
を

促
進
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
20
代
か
ら
40

代
の
農
家
や
漁
師
、
陶
芸
家
な
ど
、
越
前
町
の
産
業
を
担
う
若
手
た

ち
。
自
分
の
職
の
強
み
を
生
か
し
た
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
コ
ロ

ナ
禍
の
昨
今
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
情
報
発
信
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
コ

ク
ル
ー
で
す
が
、
イ
ベ
ン
ト
の
際
に
は
、
様
々
な
世
代
や
地
域
の
方

た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
結
び
つ
き

が
弱
い
現
代
に
お
い
て
、
私
が
農
家
と
し
て
、
そ
し
て
コ
コ
ク
ル
ー

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
感
じ
た
〝
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
〞
に
つ

い
て
お
話
し
ま
す
。

②
　
世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り

　
最
初
に
、
私
の
地
域
の
方
た
ち
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。
椎
茸
農
家
と
し
て
、
先
輩
農
家
の
方
と
関
わ
る
の
は
、
例

え
ば
栽
培
に
必
要
な
農
機
具
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き
。
機
械
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
そ
の
機
具
自
体
を
買
い
替
え
る

と
い
う
考
え
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
先
輩
た
ち
は
、
昔

か
ら
の
方
法
を
使
っ
て
機
械
が
な
く
て
も
問
題
を
解
決
し
ま
す
。
何

十
年
も
の
経
験
を
生
か
し
て
農
産
物
を
生
産
し
て
い
る
の
で
、
教
科

書
に
は
載
っ
て
い
な
い
知
識
や
技
術
を
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

時
に
は
使
っ
て
い
る
道
具
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
、
日
々
先

輩
た
ち
へ
の
尊
敬
と
感
謝
、
そ
し
て
地
域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
も
、
様
々
な
世
代
の
方
た
ち

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

と
交
流
が
あ
り
ま
す
。
以
前
コ
コ
ク
ル
ー
で
は
、
越
前
町
の
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち
と
協
力
し
て
朝
市
を
開
き
ま
し
た
。
地

元
の
野
菜
や
魚
介
類
な
ど
を
そ
ろ
え
た
市
で
、
セ
ン
タ
ー
の
方
た
ち

は
商
品
の
販
売
な
ど
を
担
当
し
ま
し
た
。
私
は
初
め
て
の
参
加
で
し

た
が
、
同
じ
販
売
者
と
し
て
特
産
物
の
話
を
し
た
り
、
さ
ら
に
コ
コ

ク
ル
ー
の
活
動
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
企
画
し
た

私
た
ち
も
世
代
を
超
え
た
交
流
を
楽
し
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
参
加

者
の
中
に
は
自
分
の
祖
父
母
と
同
年
代
の
方
も
い
て
、
自
分
も
生
涯

現
役
で
農
家
を
続
け
て
い
き
た
い
と
刺
激
を
受
け
る
機
会
に
も
な
り

ま
し
た
。

③
　
つ
な
が
り
を
持
つ
に
は

　
様
々
な
場
面
で
世
代
を
超
え
た
交
流
を
し
て
い
る
中
で
、
人
と
関

わ
る
と
き
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
人
に
対

す
る
あ
い
さ
つ
と
お
礼
、
そ
し
て
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、
私
が
学
生
の
頃
か
ら
心
が
け
て
い
る
も
の
。
顔
見

知
り
の
方
に
は「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で
す
」

な
ど
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
も
し
農
作
業
を
し
て
い
る
と
き
に
会
え

ば
、
そ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。「
今
日
は
何
を
し

て
い
た
の
？
」「
今
こ
う
い
う
こ
と
に
悩
ん
で
い
て…

」仕
事
や
生
活
、

家
族
の
こ
と
な
ど
、
世
代
は
全
く
違
う
の
に
様
々
な
話
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
お
礼
を
言
う
こ
と
や
丁
寧
に
接
す
る
こ
と
は
、
人
へ
の
思

い
や
り
を
持
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
と
の
つ
な
が
り

が
強
く
な
り
、
よ
り
良
い
関
係
が
築
け
ま
す
。
そ
の
延
長
に
な
り
ま

す
が
、
違
う
世
代
の
方
と
は
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
意
識
も
大

切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
コ
ク
ル
ー
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
の
世
代
の
方
た
ち
に
合

わ
せ
た
方
法
や
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
の
で

は
な
く
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
世
代
を
超
え
て
つ
な
が
り
を

深
く
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
昔
に
比
べ
て
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
今
回
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
世
代
を
超
え
た
交
流
や
地
域
の

結
び
つ
き
は
ど
の
世
代
に
と
っ
て
も
大
切
で
、
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
皆
様
も
、
地
域

の
方
た
ち
と
の
あ
い
さ
つ
か
ら
始
め
、
会
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
つ
な
が
り
が
、
普
段
の
生
活
や
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記

和
歌
への
い
ざ
な誘
い
　
〜
現
代
短
歌
の
魅
力
〜

■
六
月
十
九
日
放
送
（
第
十
二
回
）

角
鹿
　
尚
計
　
先
生
の
感
想
文
よ
り
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こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 
山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記

漢
方
を
知
る
　
〜
体
の
声
に
耳
を
傾
け
て
〜

■
六
月
二
十
六
日
放
送
（
第
十
三
回
）

千
知
岩
　
祐
次
　
先
生
の
感
想
文
よ
り
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こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

　
　
　
俳
　
　
句

星
く
ず
を
散
ら
し
て
波
頭
夏
の
海

二
の
腕
で
汗
ぬ
ぐ
い
つ
つ
西
瓜
食
む

 

中
野　
利
子（
百
三
十
一
番
）

黄
菖
蒲
に
背
筋
伸
ば
し
た
父
を
み
る

男
勝
り
の
女
医
の
白
衣
や
八
月
尽

 

江
守　
和
子（
二
百
二
十
二
番
）

初
乗
り
を
知
ら
す
喜
び
夏
ス
マ
ホ

亡
き
父
の
想
い
を
語
る
終
戦
日

 

小
山　
美
令（
二
百
四
十
二
番
）

　
　
　
　
川
　
　
柳

こ
ま
ご
娘
孫
等
に
引
か
れ
鳥
居
も
千
本
目

蝶
飛
ぶ
を
青
虫
横
目
で
つ
ま
み
取
り

青
虫
や
小
さ
い
乍
ら
も
く
そ
散
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
川　
好
枝
（
四
番
）

江
戸
期
の
本
『
ぞ
う
や
ま
の
い

増
山
井
』
は
歳
時
記
で

『
徒
然
草
』
に
川
柳
調
や
掛
詞

川
柳
佳
句
同
音
異
語
を
駆
使
し
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
下　
博
（
七
十
四
番
）

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 
村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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こ
の
診
断
方
法
を
用
い
て
、
治
療
に
用
い
る
薬
を
漢
方
薬
と
呼
ぶ
。

ま
た
、
漢
方
薬
を
構
成
す
る
様
々
な
作
用
を
持
っ
た
、
植
物
、
動
物
、

鉱
物
を
生
薬
と
呼
ぶ
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
様
々
な
器
官
の

集
合
体
」
と
考
え
、
診
察
や
検
査
を
行
い
、
病
気
の
原
因
や
病
気
の

器
官
を
特
定
し
病
気
の
部
分
だ
け
取
り
除
い
て
治
療
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
医
学
で
は
、人
体
を
「
一
つ
の
個
体
」
と
考
え
、

体
質
や
、
生
活
習
慣
、
生
活
環
境
、
病
気
に
至
っ
た
経
緯
、
現
在
の

自
覚
症
状
な
ど
の
情
報
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
人
に
遭
っ
た

治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
て
、
病
気
を

治
療
す
る
。
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
西
洋
医
学
と
東
洋
医
学
の
処
置
の

違
い
を
聞
い
た
が
、
体
の
声
に
耳
を
傾
け
た
漢
方
の
処
方
は
素
晴
ら

し
い
と
思
っ
た
。
早
く
も
３
４
度
と
暑
く
な
っ
て
き
た
が
、
涼
し
い

う
ち
に
散
歩
し
て
、
少
量
ず
つ
水
分
を
補
給
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

栄
養
と
睡
眠
を
十
分
と
り
暑
さ
に
負
け
な
い
体
を
作
り
た
い
。
特
に

食
欲
が
落
ち
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。

▼ 

前
川
　
嘉
津
子
（
二
百
十
八
番
）

　
病
気
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
治
療
す
る
対
処
療
法
の
西
洋
医
学

に
比
べ
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
治
療
方
法
を
導
き
出
し
、
体
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
体
質
改
善
治
療
す
る
漢
方
治
療
。
ど
ち
ら
の

治
療
に
す
る
の
か
自
分
で
も
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
方
組
み
込

み
治
療
を
し
て
い
る
人
も
多
い
と
い
う
。

　
今
回
の
先
生
の
お
話
の
中
に
、
未
病
予
防
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
く
の
ド
ラ
ッ
ク
ス
ト
ア
に
行
き

薬
を
購
入
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
今
は
自
分
の
生
活
に
無

理
の
な
い
程
度
に
食
生
活
に
注
意
を
し
、
自
然
の
中
で
自
分
に
合
っ

た
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
下
　
博
（
七
十
四
番
）

　
先
ず
、
東
洋
医
学
の
説
明
と
日
本
で
の
展
開
態
様
が
詳
説
さ
れ
た
。

漢
の
時
代
に
始
ま
っ
て
発
展
し
た
医
学
を
「
漢
方
」
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

　
生
薬
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
作
用
を
持
っ
た
植
物
、
動
物
、
鉱

物
で
あ
る
。
西
洋
医
学
で
は
、
人
体
を
「
さ
ま
ざ
ま
な
器
官
」
の
集

合
体
と
考
え
、
病
気
の
部
分
だ
け
を
取
り
除
く
治
療
を
す
る
。
漢
方

薬
は
長
く
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。

慢
性
疾
患
で
治
療
や
体
質
の
改
善
の
た
め
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
も

あ
る
。

　
現
下
の
夏
風
邪
や
夏
バ
テ
に
負
け
な
い
体
質
づ
く
り
で
は
、
淡
味

に
属
す
る
食
材
の
検
討
ま
で
も
な
さ
れ
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
体
質

に
合
わ
せ
た
養
生
法
」
や
「
百
の
治
療
法
よ
り
一
の
養
生
」
が
納
得

で
き
た
の
で
、
世
話
に
な
り
た
く
思
え
た
。

▼ 

松
澤
　
甚
三
郎
（
三
十
八
番
）

　
東
洋
医
学
と
は
、
広
義
で
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
医
学
、
中
國
伝

統
医
学
な
ど
を
指
す
。
狭
義
で
は
、
５
世
紀
半
ば
頃
の
中
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
伝
統
医
学
が
、
日
本
の
気
候
風
土
や
日
本
人
の
体

質
に
合
わ
せ
て
日
本
独
特
の
発
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
西
洋
医
学
を
「
蘭

方
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、日
本
の
東
洋
医
学
を
「
漢
方
」
と
呼
び
、

感
性
に
触
れ
た
時
、
大
き
な
感
動
が
伝
わ
り
ま
す
。
本
当
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
「
何
気
な
い
事
で
も
問
題
意
識
を
持
つ
。
ま
た
、
常
に
前
向
き
に

な
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
。
少
し
の
感
動
や
思
い
を
メ
モ

に
し
た
た
め
る
。
色
々
な
言
葉
を
思
い
つ
い
た
時
に
メ
モ
し
て
お
く
。

そ
の
言
葉
を
集
め
て
歌
に
す
る
」
と
先
生
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
喜
び

で
あ
り
苦
し
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
を
大
事

に
一
歩
一
歩
努
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

▼ 

山
田
　
寿
美
（
七
十
三
番
）

　
私
が
初
め
て
和
歌
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
万
葉
集
が
天
皇
か
ら

農
民
ま
で
自
由
に
詠
み
、
特
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
素
朴
な

歌
に
接
し
て
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
た
し
、
ま
た
、
明
治

以
前
は
貴
族
の
教
養
と
か
伝
統
的
和
歌
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
文
学
作
品
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、
作
者
の
個
性
や
感
性
が
問
わ
れ
、
読
む
人
の
心
の
中
に

如
何
に
共
鳴
や
共
感
を
起
こ
さ
せ
る
か
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
理
解

で
き
た
。

　
私
は
書
道
を
し
て
い
る
の
で
作
品
と
し
て
和
歌
を
書
く
機
会
が
多

い
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
私
の
心
に
グ
サ
ッ
と
共
鳴
す
る
も
の
を
選

ん
で
い
る
。
新
聞
に
は
連
日
投
稿
さ
れ
た
和
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、

感
性
あ
ふ
れ
る
歌
に
出
会
う
と
そ
の
様
子
が
目
に
浮
か
び
温
か
く
嬉

し
い
気
分
に
な
る
も
の
だ
。

恋
の
う
た
」
な
ど
、
県
内
で
は
短
歌
の
募
集
が
長
く
行
わ
れ
て
い
て
、

其
々
に
沢
山
の
個
性
を
活
か
し
た
リ
ズ
ム
の
良
い
作
品
が
応
募
さ
れ

て
い
る
。

　
先
日
、
南
越
前
町
の
妙
泰
寺
を
訪
れ
た
時
、
目
に
し
た
橘
曙
覧
の

「
た
の
し
み
や
」
で
始
ま
る
独
楽
吟
の
作
品
募
集
も
永
ら
く
続
け
ら

れ
て
い
る
。
尋
ね
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
詠
ん
で
み
る
楽
し
み
を
味

わ
う
時
間
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

▼ 

森
忠
　
陽
子
（
二
百
三
十
一
番
）

　
和
歌
は
敷
島
の
道
。
敷
島
は
日
本
の
枕
詞
、
日
本
の
道
で
あ
り
古

来
伝
統
的
文
事
で
あ
る
こ
と
、
和
歌
か
ら
短
歌
に
な
っ
た
歴
史
も
わ

か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
福
井
の
歌
人
橘
曙
覧
が
身
分
を
こ
え
て
平
等
を
主
張

さ
れ
た
事
も
知
り
ま
し
た
。
凄
い
方
で
す
ね
。

　
そ
の
橘
曙
覧
の
独
楽
吟
を
作
る
機
会
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
書
い

て
み
ま
し
た
が
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
で
、

な
か
な
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。
今
伝
え
た
い
事
、
日
常
の
何
気
な
い

事
を
常
に
メ
モ
し
て
少
し
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

▼ 

坂
田
　
良
子
（
二
百
二
十
六
番
）

　
先
生
の
お
話
が
聞
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
ま
し
た
。
ず

ー
っ
と
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
２
年
前
よ
り

短
歌
結
社
に
入
り
ま
し
た
。

　
「
短
歌
」
は
い
か
に
物
事
を
表
現
す
る
か
、
作
者
の
伝
え
た
い
感

動
が
読
者
に
共
鳴
共
感
す
る
か
が
大
切
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
者
の

０
０
年
先
に
も
豊
か
な
森
を
残
し
て
い
く
方
法
だ
と
先
生
は
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
今
あ
る
豊
か
な
自
然
を
１
０
０
年
先
に
繋
げ
る
に
は
、

子
供
た
ち
が
自
然
に
触
れ
、
心
を
養
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

▼ 

白
﨑
　
豊
司
（
六
十
二
番
）

　
私
は
か
つ
て
山
登
り
を
趣
味
と
し
て
多
く
の
山
に
行
き
ま
し
た
。

そ
し
て
た
く
さ
ん
の
森
林
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
杉
、
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
針
葉
樹
や
広
葉
樹
な
ど
、
豊
か
な
森
が
多
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し

た
。

　
先
生
の
お
話
で
、
森
と
し
て
成
熟
し
て
い
く
流
れ
、「
遷
移
」
に

つ
い
て
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る

か
ら
森
が
豊
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
な
種
類
の
動
植
物
が

生
息
し
循
環
が
起
こ
っ
て
い
る
森
こ
そ
が
、
豊
か
で
あ
る
と
い
え
る

と
の
こ
と
。
改
め
て
理
解
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
豊
か
な
森
を
育
て
て
残
し
て
い
く
に
は
、
林
業
従
事
者
を
増

や
す
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
子
供
達
に
自
然
で
学
び
、
学
ん
で
楽
し

い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
同
感

致
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
井
の
豊
か
な
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
さ
ら

に
深
め
て
い
く
よ
う
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼ 

酒
井
　
匠
（
八
十
四
番
）

　
日
本
は
先
進
国
の
中
で
は
世
界
２
位
の
森
林
大
国
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
工
林
や
雑
木
林
に
深
刻
な
課
題
が
あ
り
、
森
林

が
管
理
さ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
動
植
物
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
土
砂
災
害
の
危
険
性
が
高
く
な
っ
た
り
な
ど
の
多
く
の
問
題

を
抱
え
る
森
林
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
新
緑
の
登
山
で
県
内
の
越
知
山
、
文
殊
山
、
下
市
山
等
々
近

く
の
山
々
を
歩
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
杉
林
の
中
に
竹
が
た
く
さ

ん
生
え
、
杉
林
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
草
も
刈
ら
れ
て

な
く
、
枯
れ
木
や
折
れ
木
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
管
理
す
る

に
も
所
有
者
不
明
が
多
く
事
業
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
針
葉
樹
、
広
葉
樹
を
育
て
（
山
崩

れ
防
止
）
美
し
い
山
に
し
て
ほ
し
で
す
。
未
来
の
子
供
達
に
美
し
い

日
本
の
自
然
を
残
し
た
い
も
の
で
す
。

▼ 

福
岡
　
隆
夫
（
二
百
二
十
八
番
）

　
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
え
ば
、
童
謡
や
唱
歌
そ
し
て
演
歌
、

歌
謡
曲
と
し
て
、
我
が
国
特
有
の
心
地
良
い
リ
ズ
ム
が
蘇
る
。
五
・

七
調
で
も
七
・
五
調
で
も
何
故
か
心
に
す
ぅ
ー
と
入
っ
て
く
る
気
が

す
る
。
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
源
が
和
歌
で
あ
り
、
近
年
は
短
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
さ
れ
た
。
年
号
が
令
和
に
改
元
さ
れ
て
、
万
葉
の
里

「
味
真
野
園
」
が
観
光
客
で
賑
わ
い
、
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
始
ま
る
と
決
ま
っ
て
「
紫
式
部
公
園
」
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
、

万
葉
集
や
紫
式
部
の
歌
が
脚
光
を
浴
び
る
。

　
丸
岡
城
の
「
一
筆
啓
上
賞
」
や
味
真
野
園
で
の
「
あ
な
た
を
想
う

憶
」
で
す
。
初
め
て
映
画
を
観
た
時
は
、
か
な
り
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
認
知
症
の
全
て
で
は
な
い
と
徐
々
に
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
友
人
の
姑
の
徘
徊
の
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
温
厚
で
優
し
か
っ
た
叔
父
が
、
家
の
前
を
走
る
車
に
む
か

い
暴
言
を
吐
い
た
り
、
叔
母
が
死
ぬ
か
と
思
っ
た
と
語
っ
た
叔
父
の

暴
力
な
ど
、
認
知
症
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
と
症
状
が
あ
る
事
を
知
り

ま
し
た
。

　
筧
先
生
の
お
話
と
後
日
観
た
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
で
、
全
く
理

解
不
能
だ
っ
た
認
知
症
に
少
し
だ
け
近
づ
く
事
が
で
き
ま
し
た
。
私

の
見
て
い
る
景
色
は
認
知
症
の
方
の
景
色
と
は
全
然
違
い
、
訳
が
分

か
ら
な
い
行
動
で
は
な
く
、
本
人
の
思
い
や
考
え
で
行
動
し
て
い
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
や
夫
が
い
つ
の
日
か
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家
族

だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
認
知
症
の
方
が
見
て
い
る
世
界
を
理

解
す
れ
ば
、
徘
徊
の
末
の
行
方
不
明
や
偏
見
が
減
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

▼ 

髙
石
　
ま
ゆ
み
（
百
六
十
五
番
）

　
日
本
は
緑
が
豊
か
な
国
。
そ
の
中
で
も
福
井
は
最
も
緑
が
多
く
残

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
土
の
66
％
が
森
林
と
は
、
も
っ
と

多
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
５
割
が
自
然
林
、
４
割
が
人
工
林
と
の
こ
と
。

ご
先
祖
様
が
植
樹
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
こ
れ
を
次
世
代
へ

受
け
継
ぐ
た
め
、
森
を
守
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
て
い
る
私
達
の
使

命
な
の
だ
と
痛
感
致
し
ま
し
た
。

　
森
が
出
来
る
ま
で
の
お
話
を
聴
き
、
以
前
の
ラ
ジ
オ
講
座
「
明
治

神
宮
の
森
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
明
治
神
宮
の
森
は
、

人
工
的
に
作
ら
れ
た
森
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
木
々
は
献

木
さ
れ
、
１
０
０
年
の
森
と
し
て
育
ち
、
今
も
大
都
会
の
中
に
太
古

の
森
が
生
き
続
け
て
い
て
、
ま
さ
に
先
人
た
ち
の
知
恵
の
賜
物
で
す
。

こ
の
森
は
植
樹
に
あ
た
り
、
１
０
０
年
先
、
い
え
永
遠
に
続
く
森
に

し
よ
う
と
設
計
さ
れ
た
事
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ
た
動
植
物
が
生
息

し
て
い
る
事
、
貴
重
な
森
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で

し
た
。

　
戦
争
や
テ
ロ
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
人
間

が
地
球
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
な
映
像
を
観
る
た
び
胸
が
痛
み
ま
す
。

未
来
人
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
森
そ
し
て
緑
豊
か
な
日
本
が
永
遠
に

続
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

▼ 

松
村
　
政
子
（
六
十
三
番
）

　
梅
雨
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
豪
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
災
害
で
悲

惨
な
被
害
が
毎
年
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
そ
の
よ
う
な

事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

　
多
種
多
様
な
動
植
物
が
生
息
し
、
災
害
に
も
強
く
、
さ
ら
に
建
築

材
に
使
わ
れ
る
木
も
育
て
ら
れ
る
、
針
葉
樹
も
広
葉
樹
も
生
え
た
混

合
林
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
１
０
０
年
先
に
も
、
さ
ら
に
２

▼ 

山
場
　
太
郎
（
四
番
）

　
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

よ
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。

　
統
計
的
に
は
認
知
症
に
な
る
人
は
85
歳
以
上
で
５
５
・
５
％
、
80

〜
84
歳
が
２
４
・
５
％
で
４
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
と

の
お
話
。
脳
梗
塞
な
ど
脳
血
管
系
の
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
血
圧

に
気
を
つ
け
て
い
る
。
週
一
回
測
っ
て
い
る
が
平
均
で
１
２
５
／
68

と
低
い
方
で
あ
る
。
周
囲
に
認
知
症
の
人
が
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な

い
が
、
認
知
症
世
界
の
歩
き
方
五
か
条
は
よ
く
認
識
し
て
お
き
た
い
。

▼ 

竹
内
　
多
美
子
（
四
十
番
）

　
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
て
も
病

的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
認
知
機
能
が
徐
々
に
侵

さ
れ
て
い
く
過
程
で
は
、
周
り
の
者
は
理
解
で
き
に
く
い
も
の
で
す
。

　
今
日
は
認
知
症
の
方
が
生
き
る
世
界
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
具
体

的
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
認
知
症
の
方
中
心
の
思
考
や
行
動
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
側
は
理
解
と
正
し
い
接
し
方
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
認
知
症
を
軽
減
で
き
た
り
、
正
常
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
、
ま
ず
は
周
囲
の
接
し
方
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
相
応
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
て
い
て
、
と
も
す

る
と
関
わ
り
た
く
な
い
認
知
症
の
い
ろ
い
ろ
を
ユ
ニ
ー
ク
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
て
、
一
段
と
理
解
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

▼ 

村
寄
　
百
合
子
（
二
十
八
番
）

　
認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
風
に
考
え
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
ず
不
安
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
は
認
知
症
の

世
界
を
旅
す
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
だ
さ
り
、
不
安
な

気
持
ち
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
人
と
共
に
生
き
る
た
め
の
五
か
条
に
つ
い
て
、①
認
知

症
の
人
の
症
状
は
多
種
多
様
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。②
本
人
の
想

い
や
体
験
に
耳
を
傾
け
る
。③
で
き
る
こ
と
は
可
能
な
限
り
自
分
で
、

で
き
な
い
こ
と
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
。④
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
や
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
次
第
で
難
し
い
こ
と
で
も
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
す

る
こ
と
。

　
自
分
が
認
知
症
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
先
生
の
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼ 

中
山
　
慶
子
（
二
百
六
番
）

　
認
知
症
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
が
、
渡
辺
謙
主
演
の
「
明
日
の
記
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