
抹
鞘
史
研
究
に
関
す
る
諸
問
題

小

川

裕

人

緒

言

束
清
洲
に
勃
興
し
た
樹
海

･
金

･
清
等
の
国
家
の
主
要
構
成

分
子
(謂

凱
幣

抑
㌶

)は
､
皆
同

表

慧

銃
で
所
謂
套
虞

系
の
も
の
で
あ
る
｡
然
し
そ
の
蓉
展
の
主
勢
力
を
成
し
た
も
の

1

部
族
系
統
は
､
各
異
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
大
鰐
認
め
て

よ
い
や
う
で
あ
る
｡
而
し
て
そ
の
部
族
別
の
分
化
は
､
彼
等
が

鞍
鞠
と
栴
せ
ら
れ
て
居
た
時
代
に
'
既
に
的
釆
上
っ
て
居
た
と

推
せ
ら
れ
る
｡
然
ら
ば
彼
等
が
各
々
時
を
異
に
し
て
勃
興
し
た

の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
｡
彼
等
が
各
々
別
の
時
に
至
っ
て
始
め

て
活
動
し
始
め
た
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
と
S
ふ
疑
問
は
先
づ

起
る
｡
こ
1

に
も
鞍
掲
史
研
究
の
興
味
が
存
す
る
｡

彼
等
の
蓉
櫨
は
外
部
的
な
政
治
的
事
情
に
も
よ
る
と
こ
ろ
多

い
だ
ら
う
が
､
内
部
的
な
､
各
部
族
の
一
般
文
化
や
融
合
経
済

的
方
所
の
静
達
程
度
と
も
'
婁
嬰
な
隙
聯
を
有
す
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
ら
う
｡

そ
の
活
動
の
原
動
力
を
成
し
た
も
の
は
そ
の

naive
な
精
力
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
が
異
常
な
蓉
展
力
と
な
る

ま
で
に
は
'
文
化

･
社
食

･
経
済
各
方
面
の
諸
傑
件
が
充
た
さ

れ
る
必
要
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
こ
れ
等
の
諸
使
件
を

規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
'
民
族
性
や
､
自
然
的
環
境
や
､
他

の
文
化
民
族
と
の
鹿
接

･
間
接
の
按
隅
等
を
第

一
に
数
ふ
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
｡
こ
1

に
於
S
て
彼
等
の
民
族
系
統
の

源
流
や
'
そ
の
任
地

･
移
住
地
の
閃
短
や
'
文
化
園
と
の
政
治

関
係
等
は
発
づ
研
究
の
封
象
と
な
る
｡

鞍
鞘
の
研
究
は
支
部
に
於
い
て
は
清
朝
時
代
か
ら
主
と
し
て

そ
の
任
地
に
帥
し
て
行
は
れ
､
遂
に
書
林
通
志
の
如
き
成
果
も

得
ら
れ
た
｡
我
国
に
も
殊
堀
の
名
は
苗
-
平
安
時
代
か
ら
知
ら

れ
て
居
た
が
､
そ
の
研
究
が
特
に
盛
と
な
っ
た
の
は
日
露
戦
事

後
､
白
鳥
博
士
監
修
の
下
に
'
松
井
等

･
箭
内
瓦

･
相
葉
岩
音

の
諸
家
が
'
浦
鐙
の
委
嘱
を
受
け
て
研
究
を
開
始
さ
れ
て
以
後
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の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
成
果
は
大
正
二
年
清
洲
歴
史
地
理
二
巷

と
な
っ
て
現
れ
た
.
同
書
中
､
第

1
番
の
第
五
編
､
箭
内
博
士

の

｢
南
北
朝
時
代
の
備
洲
｣
の
中
の
勿
書
の
部
(順
≡

二
),
顔

七
編
､
松
井
等
氏
の

｢
勧
海
図
の
嘉
域
｣
等
は
､
こ
の
問
題
と

重
要
な
る
関
係
が
あ
る
部
分
で
あ
る
｡
そ
の
後
白
鳥
博
士
の
主

宰
の
下
に
津

m
･
松
井

･
箭
内
三
家
に
'
新
に
池
内
博
士
も
加

は
れ
て
'
更
に
探
-
こ
の
方
面
の
研
究
は
進
め
ら
れ
た
｡
そ
の

結
果
は
滞
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
と
な
っ
て
世
に
出
で
､
こ
の

間
鰭
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
､

一
般
満
鮮
史
研
究
に
於
け
る
最

高
水
準
を
殆
ど
警

さ
れ
る
に
至
っ
た
o
同
報
薯
第

一
審

(
批

印
)
の
津
田
博
士
の

｢
勿
富
者
｣
は
,
直
接
勿
昔
即
ち
鞍
鞠
の

研
究
を
目
的
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
.T
勧
海
考
｣
に
於
S
て
も

こ
れ
に
関
係
あ
る
諸
考
説
を
出
さ
れ
て
屠
る
.ノ
次
い
で
第
三
番

(
諾

)
に
於
い
て
は
､
池
内
博
士
の

｢
銭
利
孝
｣
,
津
E;
博
士
の

｢
達
の
遼
東
経
略
｣
に
於
い
て
､
各
鞍
鞠
諸
部
の
任
地
に
関
す
る

新
研
究
を
静
表
さ
れ
た
の
で
'
こ
1
に
至
っ
て
こ
の
間
損
の
研

究
は
､
全
然
新
局
面
を
展
開
し
経
っ
た
｡
爾
来
二
十
年
､
同
報

薯
に
は
こ
の
問
題
を
直
接
そ
の
封
象
と
し
た
研
究
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
が
､
今
年

一
月
殴
行
の
同
報
昔
第
十
五
に
於
い
て
､
池

内
博
士
は

｢
勿
普
考
｣
を
静
表
さ
れ
て
'
勿
昔
の
民
族
系
統
に

関
す
る

一
新
誼
を
出
さ
れ
た
の
で
'
問
短
は
再
び
新
に
さ
れ
た

観
が
あ
る
｡

浦
洲
歴
史
地
理
は
､
大
腰
書
林
通
志
の
詮
を
探
ら
れ
た
鮎
が

多
か
っ
た
が
､
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
に
至
っ
て
は
'
通
志

の
説
の
批
判
に
出
覆
し
て
'
全
-
こ
れ
を
轡
攻
さ
れ
た
部
分
も

多
-
前
者
が
歴
史
地
理
の
み
に
終
始
し
て
居
た
の
に
､
後
者
は

更
に
政
治
や
文
化
方
面
を
も
顧
み
ら
れ
て
居
る
の
で
､
史
料
不

備
な
る
鞍
萌
の
研
究
は
こ
1
に
至
っ
て
既
に
そ
の
行
き
得
る
所

ま
で
行
き
着
S
た
観
が
あ
る
O
斯
-
の
如
き
先
人
の
偉
大
な
る

功
績
に
封
L
t
浅
単
が
卑
見
を
挟
む
の
は
､
仝
-
盲
蛇
の
誹
を

免
れ
な
い
が
､
同

一
事
項
に
関
し
て
異
説
多
-
'
そ
の
鐘

7
す

る
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
る
現
状
に
於
い
て
は
'
こ
れ
が
整
理
を
試

み
る
の
も
後
拳
の
童
務
か
と
考
へ
'
軍
に
忘
備
録
の
意
味
に
於

い
て
小
文
を
草
し
て
見
た
｡
卑
見
の
封
象
が
主
と
し
て
池
内
博

士
の

｢
勿
書
考
｣
と
な
っ
た
の
は
'
こ
の
論
文
が
最
も
新
し
-

且
つ
最
も
多
-
の
問
短
を
革
ん
で
居
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
預

め
博
士
の
御
諒
恕
を
請
ひ
た
い
?

1
'
駐
輪
の
民
族
系
統
問
題

勿
曹
即
ち
鞍
掲
な
る
こ
と
は
'
既
に
全
く
異
論
は
な
-
'
又
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勿
音
が
ツ
ン
グ
ー
ス
民
族
な
る
女
虞
系
の
も
の
で
'
そ
の
前
身

(･･･一

は
椙
婁
釦
ち
育
代
の
支
那
人
か
ら
蒲
悦
と
呼
ば
れ
た
種
族
で
あ

る
こ
と
は
､
魂
書
が
こ
れ
を
断
定
し
て
以
来
諸
史
悉
-
こ
れ
に

従
払
､
叉
我
が
畢
鼎
に
於
い
て
も
無
傑
件
に
信
ぜ
ら
れ
る
に
至

-
･
雷

博
士
(瑠

網
譜

)
も
烏
山
書

1
tq
(耶
諾

靴
史
)ち

等
し
く
こ
の
見
解
を
支
持
さ
れ
た
o
然
る
に
近
頃
池
内
博
士
が

練
絹
夫
徐
誼
を
出
さ
れ
た
(蛸
第

五
)
の
で
･
こ
の
間
超
は
こ

1
に
至
っ
て
始
め
て
検
討
さ
る
べ
き
時
に
至
っ
た
｡

椙
宴
は
純
粋
の
ツ
ン
グ
ー
ス
族
系
統
と
臼
さ
れ
て
屠
る
の
に

夫
飴
は
碧

(紺
禦

舘

糾
い
詣

請

S
血
)
系
統
に
讐

る

も
の
で
あ
る
｡
叉
指
婁
族
の
人
型
は
夫
鎗
族
に
似
て
居
る
が
'

言
語
は
夫
飴
や
高
句
麗
等
櫨
銅
系
の
も
の
と
異
っ
て
居
た

(魂

志
招
宴
俸
)
文
化
の
上
か
ら
見
て
も
'
指
事
は
東
浦
洲
の
密
林

地
帯
に
春
っ
て

石
銀
を
川
ひ
'
狩
猟
生
活
を
L
t
各
民
族
分

立
し
て
統

7
な
く
'
経
済
的
に
も
融
合
的
に
も
幼
稚
な
状
態
に

停
滞
し
て
居
た
の
に
､
夫
験
は
松
花
江
流
域
の
平
田
部
に
於
い

て
'
既
に
金
属
製
の
武
器
を
用
ひ
.
農
耕
を
主
と
L
t
政
治
的

に
も
統

一
が
あ
っ
て
'
王
が
あ
り
'
官
制
も
相
雷
に
走
っ
て
'

未
だ
氏
族
的
融
合
よ
-
際
し
て
は
居
な
い
が
'
招
宴
に
比
し
て

造
か
に
進
歩
せ
る
配
合
組
織
に
希
っ
た
の
で
あ
る
｡＼
さ
れ
ば
勿

育
(牌
)
が
夫
鎗
系
に
属
す
る
か
'

招
宴
系
に
慮
す
る
か
は
､
練

褐
変

研

究
上
の
霧
大
関
蛭
で
あ
る
｡
池
内
博
士
は
勿
富
を
夫
験

の
後
と
さ
れ
る
か
ら
'
こ
れ
が
大
和
十
二
年
以
後
､
屡
朽
欠
石

努
を
北
魂
に
賃
し
た
の
は
'
勿
音
が
太
和
十
八
年
阿
什
河
地
方

の
夫
験
の
王
家
を
駆
逐
す
る
よ
り
数
年
前
'
既
に
東
方
牡
丹
江

流
域
の
椙
婁
晶

展
せ
し
め
た
雷

だ
と
見
ら
れ
(瑚
㌔

六十

北
斉
の
初
め
に
於
け
る
蒲
憤
(
撃

の
釆
駅
は
､束
塊
わ
末
(五歳
年定'J
＼ー_./

勿
吉
の
朝
貢
の
中
絶
し
た
頃
'
そ
の
勢
力
の
失
墜
が
あ
っ
た
の

で
･
招
宴
が
後
魂
時
代
以
来
の
勿
書
の
轟
粋
を
晩
し
た
た
め
で

あ
ら
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

池
内
博
士
が
こ
の
説
皇

止
て
ら
れ
た
の
は
'
博
士
が
勿
書
勃

興
常
時
の
任
地
を
'
今
の
書
林
と
見
ら
れ
'
牡
丹
江
流
域
の
指

婁
族
と
の
問
に
高
勾
罷
､の
勢
力
下
に
雇
っ
た
阿
什
河
流
域
の
夫

飴
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
池
内
博
士
の

勿
富
夫
徐
詮
は
'
博
士
の
魂
代
の
夫
除
を
阿
什
河
流
域
に
置
か

れ
る
孝
説
と
不
離
の
関
係
に
茶
る
も
の
で
'
常
時
夫
験
が
阿
什

河
流
域
に
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
､
勿
富
夫
鎗
説
は
重
要
な
支
持

を
夫
ひ
勿
吉
勃
興
常
時
の
任
地
は
阿
什
河
流
域
で
あ
つ
て
も
よ

く
､
又
勿
音
は
牝
乃
江
流
域
か
ら
夫
駄
本
図
の
城
後
､
椙
婁
族

の
移
住
し
た
も
の
と
見
て
も
よ
い
こ
と
ゝ
な
る
｡
こ
1
に
於
い
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て
昔
時
の
夫
飴
の
任
地
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
｡

二
~
魂
代
の
夫
飴

資
料
(
a
)(b
)
(
ぐ
)
に
よ
っ
て
､
魂
代
に
夫
飴
の
存
し
た
こ

主
疑
ひ
な
い
が
､
そ
の
嫁
所
に
就
い
て
異
論
が
あ
る
の
で
あ
る
O

こ
れ
に
関
し
て
主
な
る
説
二
あ
る
｡

･
(
イ
)松
花
江
上
流
域
説
､
津
田
博
士
は
魂
代
の
夫
除
を
展
開

土
玉
砕
に
見
え
る
東
天
鎗
と
し
､
奮
夫
飴
の
東
南
境
な
る

山
中

地

域
'
即
ち
長
白
山
方
面
な

る
松
花
江の

上
流
域

と
見
ら
れ

た

(譜

'

一
)

(p)

阿
什
河
流
域
説
'
池

内

博
士
は夫鈴
本

圃
の
除
族
が
魂

代
に
も
阿
什
河
流
域
に
居
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
イ
)
の
説
に
於
い
て
'
東
天
飴
は
大
鹿
六
年
夫
鎗
図
王
が
恭

容
魔
に
攻
め
殺
さ
れ
た
時
'
そ
の
子
弟
が
北
沃
狙
即
ち
今
の
間

島
地
方
に
立
て
た
園
で
'
松
花
江
流
域
に
於
け
る
も
の
で
な
い

こ
と
造

内
博
士
が
既
に
指
摘
さ
れ
た
(憎

震

‥
警

)

如
ぐ

で
あ
る
｡
さ
れ
ば
こ
の
詮
は
既
に
検
討
さ
れ
経
っ
た
と
見
ら
れ

る
｡(

ロ
)
の
詮
に
も
積
極
的
な
謹
嫁
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
t
､只

資
料
(

こ

に
見
え
る
如
く

醜
代
の
床
鈴
が
黄
金
を
産
し
た
と

い
ふ
こ
と
が
唯

.L
の
事
懸
-
の
や
う
で
あ
る
｡

然
る
に
沙
金
の
産
地
は
'
現
代
東
端
洲
の
到
る
所
の
河
水
に

在
っ
て
､
叉
探
訪
冊
に
も
金
の
産
地
に
就
い
て
､
今
麻
衣
河

･

吉
羽
河
及
揮
春

･
革
石
塔

･.三
姓
等
虚
皆
産
と
あ
り
'
冊
府
元

砲
を
見
る
と
今
の
伍
蘭
以
東
に
任

し
た
黒
水
練
鴨
が
'
金
を
唐

に
貢
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
居
る
｡
さ
れ
ば
金
代
に
今
の
阿
什

河
が
'
金
を
産
し
た
と
い
ふ
事
資
か
ら
､
魂
代
に
金
を
産
し
た

と
い
ふ
夫
験
も
'
亦
こ
1
に
任
し
た
と
推
定
す
る
の
は
早
計
で

は
な
か
ら
う
か
｡
池
内
博
士
の
魂
代
夫
飴
阿
什
河
説
も
備
検
討

を
要
す
る
も
の
1
や
う
で
あ
る
.

東
大
徐
が
津
田
博
士
の
言
は
れ
た
如
-
松
花
江
上
流
域
に
は

衣
ら
す
､
池
内
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
如
-
間
島
地
方
に
春
つ
な

こ
と
疑
な
い
か
ら
'
東
天
除
の
出
来
た
(薯
削
d
)
西
曹
大
旗
六

年
(
憲

二
)
か
ら
夫
験
本
圃
が
琴
客
観
に
攻
伐
さ
れ
た
束
管
永

警

年
(耶
讐

)
ま
で
六
十
年
間
は
･
夫
験
は
鷲

地
方
と
松

花
江
流
域
地
方
と
の
二
ヶ
所
に
存
し
た
の
で
あ
る
｡
然
る
に
永

和
二
年
に
夫
飴
本
国
に
は
薯
料
(
｡
)
に
見
え
る
や
う
な
事
件
が

-

,
東
天
徐
に
は
高
勾
監

開
圭

の
二
十
年
(諾

四
)
に

資
料
(ど
)
に
見
え
る
や
う
な
事
件
が
あ
っ
た
O
さ
れ
ば
魂
代
に

布
衣
し
た
夫
鯨
は
'
夫
除
本
国
系
の
も
の
か
'
東
大
験
系
の
も

･-65-
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の
か
'
即
ち
松
花
江
地
方
の
も
の
か
､
間
島
地
方
の
も
の
か
Ll

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
｡

池
内
博
士
は
資
料
(
e
)
の
記
事
に
於
け
る
産
山
は
､
阿
什
河

地
方
の
山
と
さ
れ
'
百
済
は
高
勾
窪
の
誤
で
'
育
代
既
に
高
勾

麓
の
勢
力
が
阿
什
河
地
方
に
も
及
び
.
文
夫
除
本
国
(今
の
農
安

地
方
記
に

姻
S
)
が
燕
王
恭
溶
銑
の
攻
伐
を
受
け
た
後
も
滅
び
た
の
で
な

く
､
そ
の
鎗
衆
は
燕
の
敵
な
る
高
句
麗
に
よ
っ
て
阿
什
河
地
方

に
任
せ
し
め
ら
れ
た
と
さ
れ
'
東
夫
飴
は
茸
料
(∫
)
に
於
け
る

事
件
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

然
し
夫
鎗
木
簡
が
資
料
(
e
)
に
見
え
る
事
件
の
後
'
倍
残
存

し
た
と
認
む
べ
き
詮
螺
は
更
に
な
-
､
資
料
(
-

)

に
よ
っ
て
も

東
天
験
が
展
開
土
王
の
征
喝
に
ょ
つ
て
滅
亡
し
た
と
は
琴
言
し

難
い
｡
叉
阿
什
河
地
方
も
金
を
産
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
'
嘩
春

河
や
樹
僧
江
下
流
の
左
岸
が
沙
金
の
産
地
な
る
こ
と
も
有
名
な

こ
と
で
'
こ
れ
は
資
料
(
e
)
に
見
え
る
や
う
な
夫
飴
の
任
地
と

し
て
'

阿
什
河
地
方
に
劣
ら
ざ
る
資
格
を
有
す
る
と
言
へ
よ

毘ノ
0然

る
に
親
書
勿
吉
健
に
は
､

明
年
(
太
和
十
年
)復
入
貢
､
其
傍
有
大
英

慮

図

･
覆
錆
図

･
英
多
国

図

･
姥
婁
図

･
素
和
図

･
具
弗
伏
図

･
匹
費
余
図

･
按
大
何
図

･
郁

羽
陵
図

･
庫
伏
虞
図

･
魯
婁
図

･
初
揖
保
図

･
前
後
各
遣
使
朝
敵
'

大
和
十
二
年
勿
苦
復
遣
使
京
橋
失
方
物
於
京
師
｡

と
あ
る
｡

魂
書
に
は
夫
飴
の
専
侍
の
な
い
上
に
'
右
の
如
く
太
和
十
年

(禍
根
四
)
頃
の
勿
書
の
周
囲
に
雪

た
と
い
ふ
十
激
闘
の
中
に

も
'
夫
験
は
加

へ
ら
れ
て
属
な
S
｡
若
し
池
内
博
士
の
主
張
さ

れ
る
如
-
'
勿
音
が
今
の
書
林
地
方
に
在
り
'
夫
鎗
図
が
阿
什

河
地
方
に
雇
っ
た
な
ら
'
古
来
有
名
な
こ
の
夫
飴
が
'
勿
音
の

同
園
の
図
と
し
て
拳
げ
ら
れ
て
居
な
い
で
'
却
て
恰
爾
賓
の
封

岸
地
方
に
任
し
て
居
た
天
美
虞
(
重
美
婁
)が
筆
頭
に
記
さ
れ
て

居
る
の
は
'
甚
だ
解
し
難
S
こ
と
で
あ
る
.

右
の
様
な
事
情
は
'
夫
飴
が
遠
-
間
島
地
方
に
在
っ
て
既
に

高
句
麗
の
勢
力
範
園
に
韓
し
て
居
た
た
め
で
あ
ら
う
｡
叉
親
書

(ど

)
高
勾
麗
倍
に
は
､
西
紀
讐

五
年
頃
･
高
句
麗
に
使
し

た
後
魂
の
使
者
李
教
の
報
昔
を
記
し
て

｢
激
辛
其
所
属
平
壌
､

城
'
訪
其
方
事
'
云
､遼
東
南

一
千
幹
男
､
東
至
相
成
'
南
至
小

海
'
北
至
善
夫
験
､
民
声
参
倍
於
前
魂
時
｣
と
あ
る
｡
こ
1

に

善
夫
餅
と
特
に
薯
な
る
文
字
を
加
へ
て
居
る
の
は
'
常
時
現
存

し
た
大
館
で
は
な
-
'
夫
飴
故
地
と
い
ふ
意
味
に
解
す
べ
き
で

あ
る
か
ら
､
こ
れ
亦
高
句
麗
の
北
な
る
阿
什
河
方
面
に
は
'
首
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時
夫
飴
の
居
な
か
っ
た
傍
語
と
な
す
に
足
る
で
あ
ら
う
｡

さ
れ
ば
津
田
博
士
が
松
花
江
上
流
地
方
に
置
か
れ
た
東
大
飴

を
'
池
内
博
士
は
こ

れ
を
間
島
地
方
の
北
沃
姐
に
決
定
さ
れ
た

こ
と
､
叉
高
句
麗
の
勢
力
が
東
晋
以
前
阿
什
河
地
方
に
加
は
つ

た
と
推
定
し
得
る
賓
料
(

こ

を
指
摘
さ
れ
た

(
刑
y
o
三

､
)

こ
と
等
は
'
明
ら
か
に
池
内
博
士
の
功
絹
で
は
あ
+IQ
が
､
魂
代

の
夫
飴
を
も
阿
什
河
地
方
に
道
か
ん
と
す
る
説
に
は
'
上
述
の

如
-
備
疑
問
の
故
地
は
存
す
る
や
う
で
あ
る
｡

三
､
勿
膏
の
任
地
と
速
未
水

次
に
勿
吉
の
任
地
に
就
い
て
の
関
越
に
掘
る
｡
こ
け
に
就
い

て
も
津
即

･
池
内
両
博
士
の
説
が
封
立
す
る
｡

津
円
博
士
は
勿
苦
闘
に
茶
-
と
い
ふ
速
夫
水
(粟
末
水
)
を
北

流
松
花
江
の
み
の
構
と
し
､
勿
膏
の
任
地
は
そ
れ
よ
-
遠
-
な

岩

頭
嘩
子
附
正
と
さ
れ
､
笥
料
(

g

)

に
於
け
る
太
魯
水

(碑

相
見
)
よ
-
東
北
行
し
て
そ
の
図
に
至
る
と
い
ふ
､

東
北
を
東

方
と
攻
め
ら
れ
た
｡

池
内
博
士
は
勃
興
雷
初
の
勿
膏
の
任
地
を
､
書
林
と
さ
れ
た

こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
が
､
右
の
連
末
水
は
東
流
松
花
江

を
も
指
す
と
L
t
太
魯
水
よ
り
東
北
行
を
そ
の
ま
1
に
解
さ
れ＼

て
'
夫
除
滅
亡
後
の
勿
音
の
輝
所
を
今
の
恰
爾
賓
地
方
と
さ
れ

た
｡右

補
説
の
分
れ
る
と
こ
ろ
は
､
要
す
る
に
今
の
松
花
江
の
魂

代
に
速
末
水
と
呼
ば
れ
た
範
囲
に
就
い
て
の
意
見
の
胡
速
に
撞

着
す
る
｡
賓
料
(
-
)
(1

)(
近

)

等
に
よ
る
と
､
階
層
時
代
に
主

と
し
て
粟
末
水
(遵
末
水
)
と
言
は
れ
た
の
は
'
北
流
松
花
江
の

み
で
､
東
流
松
花
江
は
郷
河
或
は
他
/官
)漏
河
と
稲
せ
ら
れ
て

居
た
や
う
に
見
え
る
｡
然
し
池
内
博
士
が
唐
代
の
支
那
人
は
松

花
江
の
東
流
し
て
黒
水
に
合
す
る
部
分
の
粟
末
水
た
る
こ
と
を

黙
認
し
て
居
た
主

管

れ
る
(譜

;
777､
)

の
も
､
早
ま
少

過
ぎ
た
結
論
の
や
う
で
あ
り
､
津
円
博
士
が
隅
唐
時
代
の
事
情

か
ら
'
慮
ち
に
幾
代
に
於
い
て
も
東
流
松
花
江
は
栗
末
水
と
言

は
れ
て
居
な
か
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
も
､
行
き
過
ぎ
た
想
像

と
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
魂
代
の
速
末
水
と
言
は
れ
た
範
園
は
､

史
料
皆
無
で
こ
れ
を
決
す
べ
き
由
も
な
-
､
従
っ
て
勿
書
の
任

地
に
就
い
て
も
最
後
の
断
案
は
下
さ
れ
な
い
｡

只
敢
て
卑
見
を
述
べ
る
と
次
の
如
-
で
あ
る
｡

今
の
長
白
山
の
魂
代
の
名
は
従
大
山
で
'
そ
の
瑛
名
は
太
白

山
と
推
さ
れ
る
か
ら
'
従
は
白
と
い
ふ
意
味
の
勿
音
譜
で
あ
ら

う
0
今
の
松
花
江
の
三
園
か
ら
管
時
代
の
名
は
弱
水
で
'
魂
代
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の
名
は
連
末
水
で
t.
晴
唐
時
代
は
粟
末
水
'
金
代
に
は
宋
瓦
江

で
'
叉
こ
れ
を
自
江
と
も
言
っ
た
｡
宋
瓦
江
は
松
阿
男
江
と
同

一
③

じ
く
天
河
と
謬
さ
れ
る
が
､
茸
は
宋
瓦
も
松
阿
男
も
白
と
い
ふ

意
味
で
あ
る
や
う
で
あ
る
｡
連
末
･菜
末
(或
は
英
と
も
棺
じ
得

る
)
の
末
は
､
女
虞
語
の
木
克

･
投
と
同
じ
-
水
或
は
河
の
意

味
と
解
す
れ
ば
､
連

･
粟
は
従
と
同
じ
-
白
と
い
ふ
意
味
で
あ

ら
う
か
.
果
し
て
然
ら
ば
菊
水
'
速
末
'
棄
末
､
朱
瓦
.江
､
松

阿
里
江
､
松
花
江
は
同
じ
白
水

･
自
江
の
意
味
で
､
天
河
に
も

通
す
る
の
で
あ
ら
う
0
太
魯
(紘
)水

･
他
(かi])漏
河
･埴
魯
河
･

淘
爾
河

･
挑
兄
河
と
轄
じ
て
も
同

一
河
水
名
で
あ
q
J
難
河

･

郵
河

･
納
水

･
欺
江
と
託
し
て
も
等
し
く
青
色
を
意
味
す
る
河

水
名
で
あ
る
如
-
､
弱
水

･
粟
末

･
宋
瓦
江

･
松
阿
里
江

･
松

花
江
と
柁
詑
し
て
も
､
同
じ
-
白
色
な
る
意
味
を
有
す
る
河
水

名
で
は
な
か
ら
う
か
｡
今
の
シ
ラ
ム
レ
ン
を
弱
洛
水
･作
聖
水
･

鱒
聖
水

･
療
洛
水

･
如
洛
璃
水
と
言
っ
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と

で
あ
る
が
､
こ
れ
等
は
同

一
語
の
異
鐸
で
あ
る
か
ら
､
弱
が
作

や
如
と
異
鐸
さ
れ
た
如
-
､
弱
が
連

･
粟
と
異
謬
さ
れ
る
こ
と

も
有
-
得
な
い
こ
と
で
は
な
-
､
洛
頬
が
洛
や
楽
と
克
さ
れ
た

如
-
､
宋
瓦
が
栗
と
真
さ
れ
る
こ
と
も
有
-
得
な
い
こ
と
で
は

な
か
ら
う
｡

右
の
如
-
'
弱
水
と
速
末
と
が
同

一
語
と
見
る
推
定
が
許
さ

れ
る
と
す
れ
ば
､
弱
水
は
普
代
に
東
浦
松
花
江
を
も
呼
ん
だ
こ

と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
'
速
水
も
同
じ
く
束
流
松
花
江
の
構
と

も
な
-
､
因
て
勿
苦
闘
に
在
る
連
末
も
亦
東
流
松
花
江
で
も
よ

-
､
従
っ
て
池
内
博
士
の
勿
苦
吟
蘭
賓
地
方
説
は
大
魚
水
よ
り

東
北
行
し
て
そ
の
国
に
到
る
と
い
ふ
記
事
を
襲
攻
せ
ず
に
折
ん

で
､
安
富
性
が
多
い
こ
と
1

な
る
｡
さ
れ
ば
津
田
博
士
の
勿
青

石
頭
成
子
説
は
従
来
勿
音
の
任
地
を
指
事
族
の
任
地
な
る
牡
丹

江
流
域
以
東
に
置
-
こ
と
が
通
説
で
あ
っ
た
の
に
封
L
t
こ
れ

を
そ
れ
よ
-
西
方
の
夫
験
の
故
地
に
置
い
て
､
牡
丹
江
地
方
よ

-
の
移
住
説
を
成
さ
れ
た
鮎
に
於
い
て
'

一
大
進
境
を
劃
し
た

と
言
ひ
得
る
が
､
栗
末
水
に
就
い
て
の
考
説
に
於
S
て
は
椅
扱

討
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
｡

四
､
勃
興
常
時
の
勿
首
の
任
地

然
し
池
内
博
士
の
勿
音
勃
興
夢
初
の
任
地
を
書
林
地
方
と
す

る
詮
に
は
'
疑
問
の
除
地
は
十
分
に
あ
る
｡
博
士
の
こ
の
説
は

既
述
の
如
き
魂
代
の
夫
飴
を
阿
什
河
地
方
に
置
-
説
に
支
持
さ

れ
て
居
る
も
の
1

や
う
で
あ
る
か
ら
､
魂
代
の
夫
験
が
阿
什
河

地
方
に
任
し
た
の
で
な
く
'
琴
春
地
方
に
春
っ
た
こ
と
前
述
の
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潮
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
勿
晋
を
書
林
地
方
に
置
-
考
も
､
そ

の
支
持
を
失
ふ
こ
と
1
な
-
'
勃
興
常
初
の
勿
吉
も
､
_倉
爾
賓

地
方
に
置
い
て
も
何
等
支
障
な
い
こ
と
1
な
る
で
あ
ら
う
｡

天
険
の
滅
亡
よ
旦

宇

年
程
前
､
即
ち
延
興
中
に
勿
書
の
使

者
乙
力
支
が
魂
に
朝
貢
し
た
時
の
通
商
(資
料
h
)
に
就
い
て
見

て
も
'
初
夢
其
図
､乗
舶
涯
難
河
と
書
き
始
め
て
､連
末
水
に
就

い
て
全
-
記
し
て
居
な
い
の
は
､
常
時
の
勿
富
の
任
地
は
東
流

松
花
江
岸
の
恰
爾
賓
附
近
に
在
り
'
束
流
松
花
江
の
こ
の
部
分

は
'
連
末
水
と
呼
ば
れ
た
他
に
難
河
と
も
稲
せ
ら
れ
て
居
た
か

ら
と
見
れ
ば
'
そ
の
事
情
を
よ
-
理
解
し
得
る
で
あ
ら
う
｡
右

の
如
-
考

へ
乗
る
と
､
勿
吉
は
勃
興
雷
初
か
ら
今
の
恰
爾
賓
地

方
と
見
る
べ
き
で
､
こ
れ
は
夫
飴
図
の
壊
額
後
牡
丹
江
流
域
地

方
か
ら
漸
次
こ
の
地
方
に
移
任
し
釆
つ
き

二
図
時
代
の
抱
婁
族

の
後
身
で
あ
っ
た
と
見
て
も
よ
か
ら
う
｡
魂
書
に
勿
青
の
言
語

が
他
の
東
夷
と
濁
り
異
っ
て
居
た
と
記
し
て
居
る
の
は
'
常
時

支
那
人
の
知
っ
た
東
夷
の
主
な
る
も
の
､
即
ち
摘
発
系
の
富
美

婁
高
句
麗
等
と
'
そ
の
言
語
が
異
っ
て
居
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ら
う
｡
然
る
に
夫
除
は
こ
れ
等
の
種
族
と
言
語
を
多
-
同

ぅ
し
て
居
る
こ
と
誓

い
か
ら
(撃

馳
訟

鯛
)

勿
普
族
莫

飴
族
と
も
そ
の
言
語
を
異
に
し
て
居
た
こ
と
は
明
ら
か
に
推
せ

,
ヽ

ら
れ
る
｡
こ
の
鮎
よ
-
見
て
も
勿
富
は
夫
飴
系
の
種
族
で
な
い

と
解
す
る
方
が
妥
常
で
あ
ら
う
｡
さ
れ
ば
池
内
博
士
の
勿
普
天

●

鎗
詮
に
は
未
だ
十
分
の
論
嫁
が
な
い
と
思
は
れ
る
｡

又
池
内
博
士
は
晴
代
に
間
島
地
方
に
居
た
練
鳩
も
東
天
徐
の

後
で
あ
る
と
さ
れ
る
(鞘
禁

十
五
､
)
が

,

こ
れ
に
も
別
に
詮

螺
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
.
前
述
の
如
-
魂
代
の
夫
験
を
間
島

地
方
の
も
の
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
勿
書
に
逐
は
れ
て
高
句
麗
儲

内
に
投
錨
し
た
こ
と
資
料
(b
)
(
¢
)
に
見
え
る
如
-
で
あ
る
か

ら
､
そ
の
後
東
夫
験
の
故
地
に
凍
っ
た
も
の
は
'
北
方
か
ら
移

任
し
て
来
た
勿
普
′

株
鴨
)
族
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
勿
論

で
あ
ら
う
｡
曹
魂
の
頃
､
椙
婁
族
が
夏
期
舟
に
乗
っ
て
愚
僧
河

地
方
の
牝
沃
池
を
襲
っ
た

正と
は
､
親
書
沃
氾
侍
に
記
さ
れ
て

居
る
｡
こ
れ
等
の
植
婁
族
の
南
下
の
傾
向
が
次
第
に
進
展
し
て

蓬
に
後
魂
時
代
に
は
嘩
春
地
方
に
移
任
し
来
っ
て
東
夫
飴
を
逐

ふ
に
至
っ
た
こ
と
も
想
像
し
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
｡
三

国
史
記
'
巷
五
､
新
羅
武
烈
王
五
年
三
月
の
修
に
よ
る
と
､
王

は
昔
時
北
小
束
で
あ
っ
た
何
芽
羅
(新
郎
)
の
地
が
練
鴨
に
慧

-
'
人
民
安
堵
せ
ず
と
の
理
由
を
以
て
'
京
を
罷
め
て
州
に
復

L
･
都
督
を
置
い
て
こ
れ
を
警

し
め
･
且
つ
悉
鹿
へ
斡
抑
)
を

以
て
北
鋲
と
し
た
と
あ
る
か
ら
'
高
句
麗
滅
亡
以
前
株
鴨
族
は
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既
に
今
の
江
陵
近
く
ま
で
南
下
し
て
居
た
こ
と
が
分
る
｡
こ
の

事
情
か
ら
推
察
す
る
と
'
塊
代
に
抹
鴇
の
前
身
な
る
勿
書
が
'

嘩
春
地
方
に
移
任
し
釆
-
､
こ
れ
が
障
初
に
は
後
述
の
如
-
戟

主
部
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
〇

五
､
鞍
鴇
の
任
地
に
関
す
る
資
料
問
題

練
絹
諸
部
の
中
､
粟
末
部
が
今
の
書
林
'伯
咽
部
が
伯
郡
刑
､

安
串
骨
部
が
阿
什
河
に
任
し
た
こ
と
は
､
書
林
通
志
が
断
案
を

下
し
て
以
来
全
-
異
論
な
き
も
の
と
さ
れ
て
居
る
｡
そ
の
他
の

諸
部
に
就
い
て
は
諸
研
究
の
詮
多
-
異
っ
て
､
兼
だ

7
致
す
る

と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
有
様
で
あ
る
.
殊
に
梯
浬
部
の
如
き
は
そ

の
中
心
問
鐘
で
'
こ
れ
に
関
す
る
詮
の
異
な
る
に
随
っ
て
'
他

の
諸
部
の
位
置
に
も
相
違
を
来
し
て
居
る
｡
而
し
て
そ
の
見
解

の
分
る
1
重
要
な
る
鮎
は
'
結
局
陣
場
の
任
地
に
関
す
る
二
茸

料
'
即
ち
隅

･
新
暦
二
審
の
記
事
の
取
捨
に
係
っ
て
居
る
｡
書

林
通
志
や
満
洲
歴
史
地
理
は
新
暦
書
の
記
事
を
も
採
っ
て
居
る

が
'
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
薯
が
出
づ
る
に
至
っ
て
俄
然
後
者

(茸料
m
)

の
記
事

は
､

そ
の
史

料
的
慣

値
に屍
を
抱
か
れ
る
に

至
っ
た

o

後

者
が

黒
水
部
を

安
寧
骨
の

西北
と

して

居
る
の

(
賓
は
東
北
に
春
る
)
は
荊
者

(貿
料
-
)
の
誤
を
そ
の
ま
1
曙

鶏
し
て
居
る
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
､
史
料
と
し
て
濁
立
な
慣

値
な
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
池
内
博
士
党
づ
こ

の
説
を

主
管

れ
(諜

誓

)
､
雷

空

も
初
は
こ
れ
に
警

ら
れ
て

居
雷

う
で
あ
る
,(
謂

浬荘
部
を
阿
什
河
よ
-

か
れ
た
の
は
､
前
束
方
な
る
瑞
薪
河
流

詮
を
礎

へ
ら
れ
た
の

で
あ
ら
一ヽ

,フ
カ

)
｡
こ
の
説
が
新
宝

日
の
記
事
を
捨
て
る
の
は
'
こ
れ
が

全
然
障
害
以
外
の
資
料
を
用
ひ
ず
､
他
に
何
等
の
根
嫁
な
く
少

し
く

障
害
を
轡
攻
し
た
に
過
ぎ
な
い
と

見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

●

る
｡
然
し
健
吾
は
兼
し
て
何
の
根
榛
も
な
-
し
て
障
害
の
記
事

を
攻
め
た
の
で
あ
ら
う
か
｡

賓
料
(
-

)
(

帆

)

の
両
記
事
を
比
較
す
る
と
'
部
族
名
の
謬
字

を
異
に
し
て
居
る
｡
即
ち
前
者
の
柴
未
･
安
寧
骨
･
伯
咽
を
各
､

後
者
は
粟
末

･
安
居
骨

･
洞
咽
と
し
て
居
る
鮎
か
ら
､
後
者
は

前
者
以
外
の
資
料
に
よ
っ
た
こ
と
が
発
づ
想
像
さ
れ
る
｡
更
に

障
害
が
伯
桝
を
棄
末
の
西
北
と
し
て
居
る
の
に
､
唐
音
は
こ
れ

を
拘
束
と
L
t
前
者
が
排
浬
部
を
桐
咽
の
東
と
し
て
居
る
の
に

後
者
は
こ
れ
を
安
寧
骨
の
益
々
東
と
し
て
居
る
｡

文
部
問
の
距
離
に
就
い
て
の
記
載
は
唐
書
澗
特
の
も
の
で
あ

る
｡
唐
書
が
障
害
に
よ
つ
た
と
し
て
は
'
黒
水
部
が
安
寧
骨
の

西
北
に
衣
-
と
し
た
誤
は
､
障
害
の
も
の
を
そ
の
ま
1
踏
襲
し

た
と
し
て
理
解
出
管

で

伯
咽
(恥
鮒
伯
)を
襲
来
(斡
如
)
の
束
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北
と
し
た
(賓
は
西
北
で
あ
る
)
晴
書
に
な
き
誤
は
､
如
何
に
し

て
生
じ
た
か
解
鐸
し
得
な
い
で
あ
ら
う
｡
然
る
に
若
し
安
寧
骨

の
西
北
の
西
と
'
粟
末
の
東
北
の
東
と
は
茸
は
蘭
書
の
編
者
に

ょ
っ
て
誤
っ
て
入
れ
換
へ
ら
れ
た
の
で
､
唐
音
の
用
ひ
た
貿
料

に
於
い
て
は
伯
咽
は
粟
末
の
西
北
､
黒
水
は
安
寧
骨
の
東
北
と

な
っ
て
居
た
と
す
れ
ば
'
賛
歌
に
全
-
矛
盾
し
な
い
記
事
と
な

る
｡
北
宋
時
代
の
刊
本
に
は
二
十
字
乃
至
二
十
五
字
詰
の
も
の

が
間
々
あ
る
か
ら
'
東
北
と
西
北
が
同
じ
位
の
高
さ
と
な
り
､

両
者
が
入
れ
換
へ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と
は
保
し
難
い
で
あ
ら

う
｡
果
し
て
然
ら
ば
こ
の
鮎
に
於
い
て
は
唐
音
は
障
害
の
記
事

を
よ
-
精
確
に
し
た
と
言
ひ
得
る
｡

唐
書
の
外
夷
俺
に
は
前
史
の
記
事
を
轡
攻
し
た
も
の
が
多
い

が
､
そ
の
中
に
は
碇
な
根
榛
が
あ
っ
て
こ
れ
を
敢
て
し
た
場
合

も
な
し
と
し
な
い
｡
例

へ
ぼ
英
侍
に
於
い
て
こ
れ
を
見
る
｡
唐

書
葵
俸
の
英
の
位
置
に
関
す
る
記
事
は
､
奮
唐
吾
桑
侍
の
記
事

を
讐

た
こ
と
誓

い
が
､
英
の
任
地
を
吐
笹
景

(船
舶
老
)

流
域
と
L
t
契
丹
を
そ
の
東
北
に
春
-
と
し
て
二
儀
唐
書
が
葵

を
解
禁
水
(認

ル
ラ
)
沿
岸
と
し
､
契
丹
霊

の
東
方
と
し
て

居
る
記
事
を
改
め
て
居
る
｡
然
し
こ
の
変
改
は
根
榛
な
し
に
篤

④

さ
れ
た
の
で
は
な
-
'
唐
末
に
葵
が
老

粉

河
に
揮
っ
て
居
た
碇

墓

賛
嘉

っ
て
管

た
も
の
で
雪

こ
と
は
･
掌

(響

)

地
理
志
の
梧
州
や
前
州
の
候
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ら

う
･
(鰍
摘
指
.Ei
禦

芸

り
窯

配
を
)
さ
れ
ば
唐
書
外
夷

健
の
編
者
が
前
史
を
改
め
る
の
を
全
-
理
由
な
-
し
て
麓
し
た

と
す
る
こ
と
は
豪
富
で
な
い
｡

唐
の
開
元
年
問
に
は
排
浬
を
始
め
多
く
の
錬
掲
部
族
が
屡
唐

に
入
貢
し
た
か
ら
､
株
掲
諸
部
落
の
位
置
に
就
い
て
も
唐
人
が

そ
の
知
識
を
得
る
横
倉
は
少
-
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
さ
れ
ば

唐
人
が
常
時
の
知
識
を
以
て
障
害
の
記
事
に
轡
攻
を
加

へ
て
置

S
た
こ
と
は
有
-
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
.
障
害
に
な
い

部
落
間
の
距
離
に
関
す
る
記
事
を
附
記
し
て
居
る
鮎
か
ら
も
､

そ
れ
が
推
せ
ら
れ
る
｡
障
害
が
排
浬
と
安
寧
骨
の
位
置
を
同
じ

く
伯
咽
よ
旦
不
し
て
居
る
の
は
､
そ
の
交
通
路
が
相
違
し
て
居

た
た
め
で
'
排
浬
を
安
寧
骨
よ
り
後
に
記
し
て
居
る
の
も
'
前

者
が
後
者
よ
り
遠
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

以
上
の
如
く
考
へ
る
と
障
害
と
唐
書
の
両
記
事
は
決
し
て
矛
盾

す
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
な
く
､
両
立
し
得
る
除
地
は
十
分
に

あ
る
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
こ
れ
を
債
値
な
き
も
の
と
し
て
排
除

す
る
説
は
未
だ
定
説
と
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
｡
.
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六
､
梯

浬

部

排
浬
部
の
位
置
に
関
す
る
諸
説
は
次
の
如
-
で
あ
る
｡

(
イ
)寧
安
よ
り
依
蘭
に
至
る
地
方

書
林
通
志

(
ロ
)
寧
安
の
西
北
二
百
里
必
見
決
山

大
韓
変
域
考

(
ハ
)
東
京
城
寧
安
地
方
を
含
ま
ざ
る
牡
丹
江
流
域

松
井
等
氏

(満
洲
'

1
､
頁
四
二
九
1

四
三
〇
)

(
ニ
)
喝
顔
河
流
域

津
田
博
士

(満
鮮
､
三
､
頁
二
七

1
-

二
七
七
)

(
ホ
)
桧
梯
溝
附
近

池
内
博
士

(満
鮮
､
三
､
頁
七
-
二
六

滴
鮮
'
十
五
.
貢
二

一
-
二
七
)

(
イ
)
は
今
の
東
京
城
の
明

･
清
時
代
の
名
で
あ
る
俳
調
和
城

は
'
排
浬
と
音
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
地
方
に
比
定
し

た
｡
(
こ
も
亦
梯
浬

･
必
見
決
の
昔
の
類
似
の
み
を
理
由
と
す

る
.
(
ハ
)
は
大
腰
'
書
林
通
志
に
よ
り
'
只
東
京
城
が
勅
海
の

首
噺
で
あ
っ
た
の
で
'
こ
.の
地
方
を
除
外
し
た
｡
(
ニ
)
は
障
害

が
こ
の
部
族
の
方
位
を
'
伯
咽
よ
り
示
し
て
居
る
こ
と
か
ら
'

な
る
べ
-
こ
れ
に
近
-
'
且
つ
排
浬
が
石
鋲
を
用
ひ
て
居
る
か

ら
文
化
的
に
隔
離
さ
れ
た
地
方
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
の
を
理
由

と
す
る
｡
(
ホ
)新
唐
書
の
記
事
を
仝
-
捨
て
1
'
障
害
が
特
に

伯
咽
よ
少
そ
の
方
位
を
示
し
て
居
る
鮎
の
み
か
ら
､
安
寧
骨
よ

り
も
東
方
に
置
き
難
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

(
イ
)(
P
)(
〇

(
ニ
)
は
新
暦
書
の
記
事
を
も
考
慮
に
入
れ
て

居
る
が
､
(
ニ
)
は
仝
-
こ
れ
を
捨
て
1
居
る
｡
こ
1
に
賓
料
的

に
根
本
的
な
見
解
の
分
れ
る
鮎
が
あ
る
｡
然
し
新
暦
書
の
記
事

が
軽
々
に
捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ

る
と
す
れ
ば
､
(
ロ
)
の
説
に
は
積
極
的
な
論
球
は
全
く
な
い
.

叉
排
浬
の
語
意
に
就
い
て
憶
測
を
述
べ
て
見
よ
う
｡

高
麗
史
'
懇
凹
､
顛
宗
世
家
十

1
年
六
月
の
候
に
見
え
る
女

虞
人
を
遺
し
て
高
麗
に
土
物
を
献
じ
た
弗
奈
国
は
､
東
女
虞
蒲

鹿
毛
桑
部
に
春
っ
た
遼
史
の
所
謂
冗
惹
な
る
こ
と
殆
ど
疑
な
い

か
ら
､
冗
惹
は
弗
奈
と
も
異
謬
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
｡
叉
勧
海

の
敢
郡
な
る
今
の
東
京
城
は
､
明
代
に
は
弗
納
河
城
'
清
代
に

は
併
調
和
城
と
言
経

て
居
た
の
は
有
名
-

と
で
あ
る

(棚

細
肇

)｡
然
る
に
池
内
博
士
の
研
究

(蛸
8
1
禁

一貫
)
に
よ
れ

ば
､
こ
の
地
は
遼
代
に
は
冗
惹
城
と
言
は
れ
て
居
た
｡
前
述
の

如
-
冗
惹
が
弗
奈
と
異
謬
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
'
冗
惹
が
弗
納

と
轄
誰
す
る
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
O
さ
れ
ば
冗
惹

(鳥
惹

或
は
烏
合
と
も
許
す
)
と
弗
納
と
は
同
語
の
異
葦
と
も
見
ら
れ
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る
｡
然
る
に
排
浬
は
弗
奈

･
弗
鍋
と
音
が
類
似
し
て
居
る
｡
さ

れ
ば
排
浬
も
亦
冗
惹

･
烏
惹
と
同

T
の
意
味
の
語
で
あ
ら
う
と

想
像
さ
れ
る
.
果
し
て
然
ら
ば
冗
意
が
森
林
の
意
味
で
あ
る
こ

と
､
既
に
蓋

(鞘
瑚
巴

､
)
な
れ
ば
･
排
管

亦
然
-
と
考

へ
ら
れ
よ
う
0
校
漠
紀
聞
は
冗
憲
を
幌
熱
と
某
し
て
居
る
が
｡

こ
れ
は
殊
に
排
浬
に
近
い
や
う
で
あ
る
｡
斯
く
解
す
れ
ば
潮
海

の
支
配
下
に
入
っ
て
.
多
年
そ
の
下
履
階
数
を
成
し
て
居
た
排

浬
は
､
勅
海
が
滅
び
､
そ
の
道
衆
が
今
の
遼
陽
に
遷
さ
れ
る
や

漸
-
接
頭
し
て
活
動
し
始
め
､
勘
海
の
敢
都
に
悌
っ
た
の
が
遼

代
の
冗
惹
で
あ
ら
う
と
推
さ
れ
る
.

斯
-
の
如
-
排
浬
は
森
林
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

こ
れ
は
そ
の
任
地
の
森
林
地
帯
な
る
よ
り
得
た
名
で
あ
る
こ
と

全
-
疑
ひ
な
い
｡
さ
れ
ば
そ
の
任
地
が
張
腐
才
嶺
以
東
の
森
林

地
帯
で
あ
る
と
す
る
の
が
安
富
で
あ
ら
う
｡
清
代
に
こ
の
地
方

の
森
林
を
大
電
樺
と
言
は
れ
た
や
う
で
あ
る
が
､
唐
代
に
大
梯

浬
の
名
の
あ
つ
た
の
も
こ
れ
と
同
様
の
意
味
で
'
梯
浬
部
は
清

初
の
簡
稽
部
と
同
義
で
あ
ら
う
｡
斯
-
解
す
れ
ば
障
害
に
自
排

浬
以
東
欠
皆
石
鉄
と
あ
る
の
は
､
張
戯
才
嶺
以
東
の
森
林
地
帯

の
練
掲
部
族
が
既
に
森
林
を
況
し
て
年
を
経
た
松
花
江
流
域
の

株
掲
部
族
と
異
少

､
防
初
に
も
倍
石
鋲
を
用
ひ
て
居
た
事
情
を

物
語
る
も
の
と
し
て
､
自
然
地
理
上
よ
少
う
な
づ
か
れ
る
記
事

で
あ
る
｡

さ
れ
ば
池
内
博
士
の
詮
よ
-
は
､
書
林
通
志
や
､
大
鰭
こ
れ

に
球
ら
れ
た
松
井
等
氏
の
説
は
寧
ろ
憂
苦
と
見
る
べ
き
で
あ

る
｡
余
は
排
浬
の
故
地
は
東
平
肝
と
呼
ば
れ
た
鮎
か
ら
考
へ
て

樹
海
時
代
の
そ
の
任
地
は
寧
安
東
部
の
森
林
地
帯
で
あ
っ
た
ら

う
と
考
へ
る
｡七

､
白

山

部

(
イ
)
教
化
及
び
軍
容
西
境

書
林
通
志
発
づ
こ
れ
を
唱
へ
､

我
が
津
m
博
士
こ
れ
を
探
ら
れ
た

(満

鮮
'

一
､
頁
二
九
)

/

(
ロ
)
長
白
山
方
面

松

井

氏

(浦
洲
､

7
.
頁
四
三

こ

(
ハ
)
間

島

地

方

池
内
博
士

(満
鮮
､
十
五
'
頁
的
ニ
ー

四
八
)

(
イ
)
が
教
化
及
び
嘩
春
地
方
を
同

7
部
族
の
球
所
と
し
て
居

る
の
は
､
そ
の
中
問
の
恰
爾
巴
嶺
山
脈
の
難
険
を
考
慮
し
な
い

詮
で
､
自
然
地
理
上
の
事
情
と
矛
盾
す
る
｡

(
ロ
)
は
そ
の
名
か
ら
只
漠
然
と
そ
の
位
置
を
示
し
た
だ
け
で

あ
る
｡/

■_

73



(
ハ
)
は
右
の
両
地
方
を
異
部
族
の
球
所
と
し
て
居
る
鮎
は
採

る
べ
き
で
あ
る
が
､
新
暦
害
の
共
著
者
目
安
末
部
､
居
最
南
'

抵
太
白
山
云
々
な
る
記
事
の
粟
末
部
を
強
ひ
て
'
自
山
部
と
襲

改
L
t
自
山
部
を
障
害
に
は
粟
末
部
の
東
南
と
し
､
新
鹿
書
に

は
こ
れ
を
東
と
し
て
居
る
記
事
を
全
-
無
税
し
､
障
害
に
英
国

(練
掲
)
輿
隔
懸
隔
'
唯
粟
末
白
山
窺
近
と
あ
る
記
事
を
顧
慮
さ

れ
な
か
っ
た
の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
｡
池
内
博
士
の
如
-
競
室

を
教
化
地
方
に
も
置
き
､
白
山
を
間
島
地
方
に
置
い
て
は
'
書

林
な
る
粟
未
と
白
山
と
の
問
に
戟
室
が
決
っ
て
､
特
に
粟
末
を

起
鮎
と
し
て
白
山
を
そ
の
東
南
或
は
東
と
し
て
居
る
隔

･
新
庸

二
書
の
記
事
と
矛
盾
す
る
｡
さ
れ
ば
白
山
は
教
化
と
L
t
間
島

は
軍
春
と
同

1
置
割
に
入
れ
て
'
他
の
部
族
の
球
所
と
見
た
方

が
よ
か
ら
う
｡八

､
壊

室

部

こ
の
位
置
の
考
定
は
'
障
害
に
排
浬
部
の
東
と
あ
る
の
み
で

あ
る
か
ら
､
排
浬
部
の
位
置
を
何
庭
に
置
く
か
に
よ
っ
て
異
っ

て
来
る
｡

(
イ
)寧
安
以
東
依
蘭
富
克
錦
以
南

書
林
通
志

I
(
ロ
)依
蘭
以
東
の
松
花
江
近
遼

I

松

井

氏

(清
洲
､

一
'
頁
四
三
〇
)

(
(
)寧

安

地

方

池
内
博
士

(沸
鮮
'
十
五
､
賃
二
八
-

二
九
)

(
イ
)
の
詮
は
池
内
博
士
も
既
に
指
摘
さ
れ
た
如
く
､
こ
の
方

面
は
三
姓
富
克
錦
の
間
の
松
花
江
の
沿
岸
を
除
け
ば
'
寧
石
塔

の
東
方
の
黒
山
嶺
山
脹
及
び
そ
の
東
方
に
連
な
る
完
連
山
肱
の

支
脈
の
交
錯
す
る
地
方
で
'
こ
れ
を

一
圏
の
部
族
わ
根
接
地
と

す
る
こ
と
は
賛
際
の
地
理
に
讐

し
な
い
(醐
禁

十
五
ー)
(
p
)

の
説
は
俵
蘭
以
東
の
松
花
江
の
近
連
は
､
黒
水
部
を
置
く
こ
と

最
も
妥
雷
な
や
う
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
地
方
に
鱗
茎
を
置
く
こ

と
は
通
常
で
な
い
｡
(
ハ
)
の
誼
は
排
浬
を
稔
樹
溝
附
近
に
置
く

詮
に
基
S
て
居
る
か
ら
､
排
浬
稔
輯
溝
説
が
成
立
し
な
け
れ
ば

そ
の
論
塚
が
滑
失
す
る
｡

既
述
の
如
-
梯
浬
を
寧
安
地
力
に
置
い
て
､
こ
れ
よ
-
東
方

に
部
族
の
榛
-
得
る
地
方
を
求
め
る
と
琴
春
河
地
方
が
適
昔
で

あ
ら
う
｡
こ
の
地
方
は
後
魂
以
来
勿
書
即
ち
株
鴇
の
嫁
所
で
あ

っ
た
や
う
で
あ
る
か
ら
'
教
室
を
こ
の
地
方
に
置
い
て
も
不
都

合
で
は
な
い
｡
嘩
春
は
教
室
の
博
識
か
も
知
れ
ぬ
｡
こ
の
地
な

れ
ば
高
句
麗
の
滅
亡
後
､
そ
の
部
族
が
奔
散
し
て
居
た
事
情
に

も
適
合
す
る
O
排
浬
の
束
と
あ
る
の
は
伯
叫
よ
り
見
て
'
そ
の
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東
方
な
る
沸
浸
部
よ
り
更
に
遠
方
に
衣
っ
た
と
い
ふ
位
の
意
味

に
解
し
て
も
よ
か
ら
う
｡

九
､
越

壷

部

(
イ
)
懐
徳
附
近

池
内
博
士

(浦
鮮
'
三
'
頁

一
九
-
二
六
)

(
p
)
泣
林
河
若
し
-
は
阿
什
河
下
流
域

洋
間
博
士

(満
鮮
､
三
'
買
二
七
六
-
二

八

こ

(
ハ
)阿
什
河
流
域

白
鳥
博
士
は
越
菩
(
W
e
b･K
it)
と
阿
勧

楚
略
の
署
の
類
似
を
理
由
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
部
族
の
笠

に
関
す
る
賓
料
は
､
冊
空

砲
(諾

)
に

こ
の
部
族
が
振
図
の
西
に
春
る
と
S
ふ
記
事
と
唐
書
林
掲
偽
に

樹
海
の
北
に
在
る
と
い
ふ
記
事
で
あ
る
O
池
内
博
士
は
前
者
の

み
で
そ
の
位
置
を
決
せ
ら
れ
て
'振
国
の
酉
達
に
弄
り
と
L
t津

田
博
士
は
こ
の
両
者
を
顧
慮
さ
れ
て
､
勅
海
の
西
北
適
と
見
ら

れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
要
す
る
に
唐
音
の
記
事
を
拾
て
る
か

否
か
で
詮
が
分
れ
る
の
で
あ
る
｡
夏
草
骨
部
と
伯
咽
部
が
高
勾

寛
の
治
下
に
希
っ
て
'そ
の
名
が
知
ら
れ
な
く
な
-
､そ
の
代
り

に
越
菩
部
の
名
が
現
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
ヾ
安
寧
骨
部
や
伯
咽

部
が
高
句
麗
の
治
下
に
綜
す
る
や
､
後
述
の
如
-
越
菩
州
の
名

で
紐
帯
さ
れ
る
に
至
り
'
こ
れ
が
そ
の
地
方
の
株
鴇
の
部
族
名

と
な
っ
た
と
も
推
さ
れ
る
｡
こ
の
想
像
が
許
さ
れ
る
な
ら
､
越

喜
郎
の
任
地
は
潮
海
の
西
北
達
と
見
る
こ
と
が
妥
雷
と
な
る
｡

庚
宴
の
任
地
に
就
い
て
は
'
池
内
博
士
が
越
菩
と
共
に
唐
に

朝
貢
し
た
事
茸
か
ら
､
こ
の
両
部
族
の
任
地
の
近
い
の
を
察
せ

ら
れ
,
勅
海
の
珠
算

の
置
か
れ
た
慶
安
附
誓

さ
れ
た

(郎

㌘

貢
)､
然
し
勅
海
の
扶
欝

の
位
置
に
就
い
て
金
臥
斬
氏
の

異
説
も
あ
る
か
ら
､
池
内
博
士
の
こ
の
説
も
倍
検
討
を
要
す
る

鮎
が
あ
ら
う
｡

白
鳥
博
士
は
唐
書
勅
海
侍
に
'
安
達
府
の
置
か
れ
た
地
と
し

て
居
る
指
妾
の
故
地
は
'
庚
婁
故
地
の
誤
で
あ
ら
う
と
さ
れ
て

居
る
｡

果
水
部
i
)織
利
部
に
就
S
て
は
'
小
論

｢蛾
利
の
任
地
に
就

S
て
｣
に
於
い
て
卑
見
を
述

べ

て
置
い
た
(
詣

二
)

か
ら
･
こ

1

で
は
節
略
す
る
｡

十
､
高
勾
魔
の
支
配

招
宴
は
浜
以
来
夫
飴
の
展
開
で
あ
っ
た
が
'
背
魂
の
琴
初
年

問
に
至
っ
て
猫
立
し
た
こ
と
は
､
魂
志
の
拍
婁
博
に
明
記
が
あ

っ
て
仝
-
礎
な
い
｡
称
鴇
に
至
っ
て
墜
向
勾
寵
と
の
関
係
で
あ
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る
d

自
山
部
の
如
-
高
句
麗
の
支
配
に
鐸
し
た
こ
と
明
ら
か
な

る
部
族
も
あ
る
が
､
そ
の
他
の
部
族
に
就
S
て
は
備
異
論
が
あ

る
｡(

イ
)
箭
内
博
士
は
高
句
麗
の
勢
力
が
'
階
唐
時
代
に
北
は
伯

郡
納
以
南
の
松
花
窒

流
域
(蜘
脈
飴
)
を
含
み
､
叉
長
白
山
艦

に
よ
そ

練
絹
の
地
に
連
っ
て
居
た
と
見
息

た
(諾

諾

関

取
九
)
0

(
ロ
)松
井
氏
は
棄
末
部

･
自
山
都
は
高
勾
麗
領
域
内
に
衣
少

伯
咽

･
安
寧
骨

･
排
狸
及
び
教
室
も
'
仮
令
そ
の
領
土
と
な
ら

ざ
-
L
に
も
せ
よ
'
こ
れ
に
封
し
服
従
の
意
を
表
は
し
た
も
の

と
考
へ
ら
れ
た
(詔

三

､
)表

る
に
こ
れ
等
の
説
は
､
そ
の

論
嫁
を
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
か
､
そ
の
後
畢
鼎
の
顧
み
る

と
こ
ろ
と
な
ら
す
､
浦
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
の
出
づ
る
や
'

自
山
部
の
他
の
陣
場
部
族
は
高
句
麗
の
慣
域
外
に
春
っ
た
と
見

ら
れ
た
如
-
で
あ
る
､
榊
遇

鮎
‥

篭

)

(
ハ
)
池
内
博
士
も
階
唐
時
代
高
句
麗
の
西
北
境
を
藤
野
河
流

域
に
置
き
､
北
は
松
花

･
牡
丹
術
江
の
分
水
嶺
な
る
牡
丹
嶺
､

及
び
恰
爾
巴
嶺
や
､
老
松
嶺
を
以
て
牡
丹
江
流
域
の
既
室
部
と

接
し
て
居
た
と
見
ら
れ
て
屠
る
(譜

Jo
t
讐

?)&
ら
､
欠
管

自
山
部
以
外
の
諸
部
族
に
は
高
勾
琵
の
勢
力
は
及
ん
だ
と
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
然
し
白
山
以
外
の
韓
鴇
諸
部
が

高
句
麗
の
領
域
以
外
に
凝
っ
た
と
な
す
説
の
成
立
に
は
次
の
如

き
開
難
が
伴
ふ
｡

(
一
)隅
及
び
唐
の
高
句
麗
遠
征
の
際
の
記
事
に
は
'
高
句
麗

の
軍
中
に
雷

蹄
縞
の
衆
が
敦
寓
と
警

れ
て
居
る
(讐

篭

鳩
鰯
雷

か&.)O
こ
れ
造

兵
三
千
に
過
ぎ
ト
る
白
山
部
の
み

の
も
の
と
し
て
は
多
き
に
突
す
る
と
思
は
れ
る
こ
と
｡

(
二
)
唐
が
高
句
麗
の
滅
後
､
そ
の
降
戸
を
以
て
置
い
た
州
の

中
に
･
梯
浸
州
や
壁
書
州
と
S
ふ
名
が
あ
る
(蛸
鯛
守

こ
れ

は
排
浬
部
や
些

骨
郭
が
蕗
勾
麓
の
支
配
下
に
春
っ
た
こ
と
を
物

語
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
｡

(
≡
)後
規
時
代
か
ら
階
代
ま
で
高
句
麗
の
境
域
は
､
東
西
二

千
里
南
北

7
千
除
塵
で
あ
る
の
に
､
奮
暦
葦
偽
勾
麗
侍
に
は
東

西
三
千

一
百
里
南
北
二
千
里
と
あ
る
｡
高
勾
寵
は
隔
代
か
ら
唐

初
に
か
け
て
そ
の
境
域
が
造
か
に
洩
大
し
て
居
る
が
'
南
方
百

済

･
新
羅
方
面
に
於
い
て
は
大
差
が
あ
つ
た
と
も
思
は
れ
な
い

か
ら
.
こ
れ
は
北
方
練
絹
方
面

へ
の
静
展
で
あ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
｡

右
の
如
き
諸
鮎
か
ら
考
察
す
る
と
'
白
山
郭
以
外
の
棟
鴇
緒

部
も
亦
高
句
麗
に
錆
服
し
て
居
た
と
見
た
方
が
よ
か
ら
う
｡
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4ez

然
る
に
太
平
裏
手
記
巻
七

一
に
は
､

惰､
北
蕃
風
俗
記
云
'
初
開
畠
中
粟
末
株
鞠
輿
高
麗
哉
不
勝
､
有
蕨
椿

部
渠
長
突
地
椿
者
'
率
勿
便
乗
部

･
窟
突
始
部

･
恰
椿
蒙
部

･
虚
弱

部

･
歩
護
観
部

･
破
葵
部

･
歩
歩
統
制
部

･
凡
八
部
勝
兵
数
千
人

･

.▲

自
扶
飴
城
西
北
撃
部
落
向
閣
内
附
､
虚
之
柳
城
､
乃
燕
郡
之
北
｡

と
あ
り
､
叉
(開
皇
)
十
七
年
に
防
帝
が
高
勾
琵
王
に
賜
う
た
書

の
中
に
'
帝
が
王
を
賓
め
て
騒
逼
練
掲
固
禁
契
丹
云
々
と
あ
る

(明
細
舶
)｡

こ
れ
纂

未
練
掲
突
地
稽
等
が
高
句
麗
の
野
道
を

受
け
て
隣
に
蹄
服
し
た
こ
と
を
指
し
て
屠
る
の
で
あ
ら
う
.
こ

れ
に
よ
る
と
粟
未
練
鳩
の
主
要
部
分
は
'
情
開
豊
中
既
に
高
勾

麓
に
破
れ
て
唐
の
勢
力
範
囲
に
免
れ
た
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
陪

審
に
見
え
る
株
鴇
七
部
に
牌
す
る
記
事
は
遅
く
と
も
開
皇
十
七

年
以
前
の
状
態
で
'
そ
の
頃
よ
-
後
は
勝
兵
数
千
あ
-
多
-
麟

武
で
毎
に
攻
勢
に
出
で
上

向
勾
麗
中
に
冠
し
た
粟
未
練
鴇
が
破

れ
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
他
の
伯
咽

･
安
寧
骨
等
の
部
の
高

勾
髭
に
残
し
た
の
も
そ
れ
か
ら
程
な
い
こ

と
で
あ
ら
う
.
叉
牡

丹
江
流
域
の
白
山
部
は
勿
論
排
樫
部
の
こ
れ
に
鐸
し
た
こ
と
も

想
像
に
難
-
な
い
｡
斯
く
の
如
き
練
褐
方
面

へ
の
高
勾
淀
の
進

出
が
'
階
を
刺
戟
し
て
速
に
陪
帝
の
高
勾
麗
征
伐
の
師
を
起
さ

し
め
た
の
で
あ
ら
う
｡
斯
-
考
へ
る
と
林
褐
諸
部
の
中
'
欝
初

か
ら
支
郷
に
塑

見
し
て
居
た
襲
来
部
の
主
要
部
分
は
'
障
唐
に

昂
L
､
白
山
部
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
､
粟
末
部
の
遺
残

･
伯

咽
部

･
安
寧
骨
部

･
排
浬
部

･
教
室
部
は
階
の
開
皇
末
頃
か
ら

高
句
麗
の
勢
力
範
囲
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
こ
と
1
な
る
｡
只

依
蘭
以
東
の
松
花
江
流
域
の
部
族
､
即
ち
唐
代
の
錬
利
や
恩
水

練
娼
妓
偽
勾
寵
の
勢
力
外
に
希
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
.

斯
く
孝
へ
る
と
階
書
林
鴇
侍
に
は
株
鴨
重
蔵
麗
之
北
と
あ
り
･.

粟
東
部
輿
高
麗
相
接
~
勝
兵
数
千
､
多
巌
武
､
電
撃
担
箆
中
と

あ
る
の
は
'
他
の
六
郎
の
記
載
と
同
じ
-
階
初
の
状
態
を
示
し

た
も
の
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
書
簡
苦
味
掲
俺
に
'
南
界
高
麗
と

あ
少
､
唐
音
鉾
掲
俸
に
粟
末
部
居
最
南
､
抵
太
白
山
'
亦
日
徒

太
山
'
疲
輿
高
麗
と
あ
.る
の
も
､
蓋
し
晴
初
の
状
態
を
無
批
判

に
踏
襲
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡

然
し
箭
内
博
士
が
牡
丹
紅
地
方
を
高
句
麗
の
勢
力
範
囲
に
入

れ
ら
れ
な
か
つ
か
の
誓

備
不
十
分
で
あ
り
､
又
松
井
氏
が
戟

室
部
を
加

へ
ら
れ
た
が
~
氏
の
詮
に
よ
る
と
こ
の
部
は
依
蘭
以

東
の
松
花
江
近
-
に
任
す
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
斯
る
遠

方
ま
で
高
勾
寵
の
勢
力
が
及
ん
だ
と
さ
れ
る
の
な
ら
ば
必
す
L

も
妥
昔
と
望
一日
へ
夜
S
o

/

77
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瀞
海
国
と
株
鴇
と
の
関
係
に
随
す
る
諸
説
に
就
い
て
は
'
発

に
外
山
軍
治
氏
が
隅
れ
ら
れ
ゑ

蓋

一
)
か
ら
今

は
割
写

る
｡

前
述
の
如
-
練
鴇
に
於
け
る
高
勾
麗
支
配
の
有
無
の
問
題
に

於
い
て
す
ら
'
既
に
異
論
が
あ
る
有
様
だ
か
ら
､
そ
の
支
配
の

機
構
や
'
そ
れ
が
株
鴨
の
融
合

･
経
済
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
関

宿
は
､
勅
海
に
於
け
る
も
の
と
同
じ
く
､
ま
だ
全
く
不
可
知
と

さ
れ
て
居
る
分
野
で
あ
る
｡
叉
彼
等
の
移
住
と
文
化
的
向
上
と

の
粕
師
､
そ
の
勃
興
と
文
化
程
度
と
の
関
係
等
も
興
味
あ
る
問

鴇
で
あ
る
が
こ
れ
等
の
鮎
に
於
け
る
卑
見
は
他
日
こ
れ
を
運
べ

る
こ
と
1
す
る
｡
只
こ
1
で
は
'
早
-
か
ら
こ
の
民
族
の
文
化

方
面
に
も
多
大
の
関
心
を
有
っ
て
'
勅
海
史
考
や
苗
代
清
洲
の

民
警

文
化
(
錨

枇
凱
)
等
の
諸
労
作
姦

誉

れ
完

覚
鳥

山
喜

一
氏
の
存
春
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
を
附
記
す
る
に
止
め

る
｡

′

発

言

●

以
上
の
如
-
抹
輯
史
の
研
究
に
は
'
従
来
主
と
し
て
そ
の
封

象
と
さ
れ
て
居
た
民
族
系
統
や
任
地
及
び
文
化
国
の
支
配
関
係

等
に
於
い
て
も
'備
異
論
の
出
づ
る
飴
地
が
あ
る
有
様
で
あ
る
｡

さ
れ
ば
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
少
な
か
っ
た
文
化
･融
合
･

経
済
方
面
の
開
拓
は
'
殆
ど
そ
の
緒
に
も
付
か
な
い
状
憩
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
は
自
身
文
献
な
き
こ
の
種
族
に
於
い
て

7
に
史
料
の
不
備
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
､
北
方
民
族
の
中
で

も
自
ら
文
献
を
有
す
る
民
族
､
即
ち
契
丹

･
女
虞

･
蒙
古
等
に

於
S
て
は
'
文
化

･
配
合

･
経
済
方
面
の
研
究
も
近
時
漸
-
起

り
つ
1
あ
る
か
ら
'
こ
れ
等
研
究
の
成
果
と
粕
保
っ
て
'
更
に

他
の
文
献
な
き
民
族
の
場
合
と
併
行
L
t
他
方
現
今
俄
か
に
盛

と
な
っ
た
民
族
拳
研
究
の
結
果
を
参
照
し
て
'
少
い
な
が
ら
も

残
存
せ
る
資
料
を
整
理
す
れ
ば
'
こ
の
不
可
知
と
さ
れ
る
暗
黒

の
世
界
に
於
い
て
'
幾
分
な
り
と
も
光
明
が
見
出
せ
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡

_78lM

資

料

(
a
)
千
国

･
扶
験
等
五
十
験
図

･
各
遣
使
朝
敵
(塊
書
巻
五
大

安
三
年
の
催
西
紀
四
五
七
)
0

(b
)
扶
飴
玉
及
妻
撃
'
以
囲
乗
降

(三
国
史
記
高
勾
濃
記
文
容

王
三
年
西
紀
四
九
七
)
0

(
e
)
但
黄
金
出
自
夫
飴
'
･･･‥
･今
夫
飴
盛
勿
音
所
逐
(塊
華
南

勾
麗
俸
正
始
中
西
紀
五
〇
四
-
五
〇
七
)
0

(

a
)
西
晋
大
鹿
六
年
銘
茶
容
魔
折
鶴
破
､
其
王
侯
慮
自
殺
'
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子
弟
走
保
沃
狙
(菅
番
犬
僚
俸
)
0

(
e
)
初
夫
験
属
子
鹿
山
'
窺
育
番
所
俊
､
部
落
衰
散
'
西
徒

近
燕
､
而
不
設
備
､
燕
王
跳
追
世
子
偶
､
帥
恭
容
軍
恭

容
格
恭
輿
根
三
将
軍
寓
七
千
騎
'
襲
夫
験
､
僑
居
中
指

授
軍
事
皆
以
任
格
'
逐
茨
夫
除
.
虜
其
王
玄
及
部
落
五

幕
僚
口
而
還
､
班
以
玄
窺
銭
軍
将
軍
､
妻
以
女
､
(賓
治

通
鑑
巻
九
七
西
菅
永
和
二
年
春
正
月
の
傑
)
0

(ど
)廿
年

(束
晋
義
馳
;:六
年
)
庚
成
東
夫
除
菌
是
都
牟
王
展

民
'
中
森
不
買
'
王
窮
率
往
討
軍
到
験
城
'
而
徐
城
囲

餅
□
□
□
□
□
口
□
□
□
王
恩
晋
虚
於
是
旋
遠
-
-
-

-
-
守
募
入
姻
戸
費
勾
金
民
､
園
姻
二
'
看
姻
三

(好

大
王
陵
碑
文
)0

(
g
)自
和
龍
北
二
百
除
塵
､
有
善
玉
山
'
山
北
行
十
三
日
'

至
郁
翠
山
､
又
北
行
七
日
､
至
如
洛
壊
水
､
水
底
空
隙
､

叉
北
行
十
五
日
'
至
大
魚
水
､
叉
東
北
行
十
八
日
'
到

英
国
'
固
有
大
水
'
淘
三
豊
飴
､
名
連
末
水
､
其
地
下

液
(親
書
勿
青
侍
)0

(ト
)
乙
力
文
箱
'
初
夢
共
闘
'
乗
舶
辞
難
河
'
西
上
至
大
漁

河
'
沈
舶
於
水
'
南
出
陣
行
､
渡
洛
孤
水
､
綻
契
丹
西

界
連
和
龍
(親
書
勿
苦
俸
)｡

(i
)

(

粟
末
郡
)依
粟
末
永
以
居
､
水
源
於
山
西
北
'
注
官
漏
ー

河
(唐
普
奄
二
.L
九
)
0

(-
)
達
末
婁
自
言
､
北
扶
除
之
帝
'
高
麗
滅
其
国
造
入
鹿
郵

河
'
因
信
之
､
或
日
他
漏
河
'
東
北
流
入
黒
水

(唐
音

巻
二
二
〇
)0

(
k
)
連
娠
窒
茸
種
也
､
春
那
河
陰
粟
末
河
之
東

(唐
書
撃

1

二

〇
)｡

千

)
繰
掲
春
高
麗
之
北
'
邑
落
倶
有
常
長
'
不
相
絶

て

凡

(粟
末

?
/)

有
七
種
､
其

一
戟

栗
末

部
'輿
高
麗
相
接
ー
勝
兵
数
千
､

(粟
末
?
)

多
隣
武
毎
冠
高
麗
中
'
其
二
日
､
伯
咽
部
'
春

栗
克
之

北
､
勝
兵
七
千
'
其
三
日
､
変
革
骨
部
'
春
伯
哨
東
北
､

其
四
日
沸
浬
部
'
春
伯
咽
東
'
其
五
日
戟
室
部
'
春
排

浬
部
東
'
其
六
日
黒
水
部
､
春
安
寧
骨
西
燕

其
七
日

(粟
末
?
)

白
山
部
'
春
栗
末

東
南
(臓
書
巻
八
二
｡

(

m

)

共
著
者
日
東
末
部
､
居
最
南
､
拭
太
白
山
'
亦
日
徒
大

山
P.
輿
高
麗
接
､
依
襲
来
水
以
居
､
水
源
於
山
西
北
､

(伯
?
)

注
官
漏
河
'
杓
東
北
日
洞

刑
部
､
叉
攻
日
安
居
骨
部
'

益
棄
日
排
浬
都
､
居
骨
之
西
北
日
農
水
部
､
栗
末
之
東

田
白
山
部
'
部
間
違
者
三
四
首
里
'
近
着
二
首
里

(皆

/

書
巻
二
二
こ

｡

79



484

証①

三
国
志
以
衆
支
那
の
史
書
は
悉
-
古
典
の
粛
慣
物
語
の
史
案
件
を

信
じ
､
こ
れ
と
抱
婁
族
と
を
同

一
親
し
た
｡
然
る
に
我
が
池
内
博

士
は
こ
れ
を
疑
は
れ
で
'

一
卓
見
を
出
さ
れ
て
槍
る

(満
鮮
､
十

三
'
覇
慣
考

一
円

1
一
五
頁
)｡
糾
ち
古
典
の
粛
僕
は
支
那
の
内
地

に
近
い
北
蓮
の
住
民
で
､
抱
婆
族
が
こ
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
に

至
つ
Ll
の
は

｢
三
関
の
時
新
L
l
に
支
那
人
の
地
理
的
知
識
に
は
い

つ
/.J
掲
宴
は
'
た
ま
た
ま
構
失
石
髪
を
用
ひ
て
ゐ
仁
の
で
'
古
典

的
の
知
識
が
本
と
な
っ
て
著
し
し
支
那
人
の
注
意
を
惹
き
､
こ
れ

こ
そ
古
の
粛
慣
氏
で
あ
る
と
せ
ら
れ
､
爾
衆
覇
慣
は
抱
碁
の
別
名

と
な
っ
た
の
で
あ
る
｣
と
言
は
れ
た
｡
鳥
山
書

一
氏
は
こ
の
池
内

博
士
の
新
設
に
賛
せ
ら
れ
す
従
来
の
記
に
随
つ
て
古
典
の
粛
幌
と

抱
婁
族
と
の
同

1
位
を
信
じ
､
粛
懐
の
鳩
は
こ
の
種
族
固
有
の
も

の
i
)見
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
｡
然
し
先
秦
時
代
に
於
け
る
こ
の
種

族
貢
献
の
発
寒
性
は
凝
は
れ
､
常
時
こ
の
種
族
は
支
那
人
と
直
接

の
交
渉
は
な
-
､
漢
民
族
は
箕
際
の
接
鰯
で
編
に
就
い
て
知
識
を

得
､
こ
れ
を
通
じ
て
覇
悦
に
就
い
て
の
博
聞
を
得
た
O
そ
の
俸
閲

が
本
と
な
っ
て
､
周
代
の
盛
世
や
孔
子
の
博
学
を
飾
る
た
め
に
､

･
融
恨
氏
楕
矢

･
石
努
貢
献
の
物
語
が
出
奔
た
の
で
あ
ら
-
と
さ
れ

た
(満
鮮
文
化
史
親
､

1
二
貫
､
古
代
清
洲
の
民
族
と
文
化
).

㊥

英
俊
の
嫁
節
に
就
い
て
は
'
先
づ
松
井
等
氏
は
遼
の
苛
龍
府

(開

泰
九
年
束
北
に
移
さ
れ
て
後
の
も
の
)
を
'
今
の
農
安
懸
附
近
に

比
定
さ
れ
'
こ
の
移
さ
れ
る
前
の
茸
龍
厭
(
後
の
通
州
)即
ち
潮
海

の
扶
僚
府
は
慶
安
の
西
南
遠
か
ら
ぬ
速
と
推
定
さ
れ
'
高
句
麗
の

扶
僚
城
､
更
に
古
の
夫
飴
王
城
も
亦
こ
ゝ
で
あ
る
-
断
定
さ
れ
た

(
史
草
薙
紙
第
二
十

一
編

一
六
七
貢
)｡
池
内
博
士
は
賛
料
(
e

)
に

J･i
-
､
碁
容
班
の
夫
僚
攻
伐
以
前
に
於
け
る
夫
飴
の
蓮
徒
を
認
め

ら
れ
'
藍
安
西
南
近
蓮
の
も
の
､
即
ち
働
海
の
扶
飴
僻
､
高
句
麗

の
犬
侍
城
は
､
西
従
後
の
天
聴
の
藤

城
で
'
西
従
前
の
夫
飴
の
操

餅
は
､
今
の
阿
什
河
地
方
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
.
始
る
に
金
氏

は
速
の
茸
龍
府
の
菌
治
､
軸
ち
勃
海
の
枕
絵
府

(高
句
麗
の
扶
僚

城
)
に
就
い
て
､
松
井
氏
記
に
旗
を
抱
か
れ
､
遼
代
案
龍
府
の
啓

治
に
置
か
れ
た
通
州
の
位
置
を
考
定
し
､
今
の
農
安
よ
り
は
遠
-

離
れ
た
四
面
城
附
近
に
比
定
さ
れ
た
.
松
井
氏
の
研
究
は
移
治
後

の
新
茸
龍
府
､
軸
ち
金
の
隆
州
の
位
置
の
考
定
を
主
と
さ
れ
た
も

の
で
'
善
業
海
鮮
を
珪
安
よ
-
西
南
方
遠
か
ら
ざ
る
地
に
比
定
さ

れ
た
の
に
は
'
何
等
積
極
的
な
柁
由
は
な
い
｡
こ
ゝ
に
金
氏
の
詮

の
出
づ
べ
き
飴
地
が
あ
る
.
叉
松
井
氏
は
三
陶
時
代
の
夫
僚
王
城

を
農
安
附
近
に
比
定
き
れ
た
の
も
'
資
料
(

e

)

の
記
事
を
顧
み
ら

れ
す
実
像
の
遠
征
を
仝
-
考
慮
に
入
れ
て
居
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡
こ
ゝ
に
池
内
博
士
の
夫
飴
阿
什
河
龍
の
出
づ
る
僚
地
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
然
し
池
内
博
士
の
こ
の
詮
は
資
料
(

C

)

に
見

え
る
如
-
､
実
像
が
金
を
産
す
る
こ
と
､
叉
醜
志
夫
僚
侍
に
於
東

夷
之
域
最
卒
徹
也
と
あ
る
の
を
押
出
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
資

料
(d
)は
後
魂
の
頃
の
記
事
で
､
後
魂
の
時
夫
飴
が
阿
什
河
地
方

に
居
た
こ
と
が
既
に
疑
は
し
-
'
又
金
を
産
す
る
こ
と
は
弼
り
阿

什
河
地
方
の
み
に
限
ら
な
い
.
さ
れ
ば
資
料
(

C

)

は
三
国
時
代
の

実
像
を
阿
什
河
地
方
と
す
る
説
に
大
し
た
支
持
と
は
な
ら
な
い
で

あ
ら
-
｡

更
に
夫
飴
の
任
地
が
手
放
だ
と
す
る
こ
と
も
'
他
の
東

夷
と
の
比
較
的
の
こ
と
で
'
他
の
東
夷
が
多
-
山
谷
に
任
し
て
居
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485

る
の
に
此
し
て
の
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
-
｡
阿
什
河
流
域
は

勿
吉
の
本
操
と
見
ら
れ
る
が
､
親
書
は
こ
れ
を
其
地
下
瀬
と
記
し

て
居
る
｡
卒
倣
な
る
夫
飴
の
任
地
と
､
下
瀬
な
る
勿
吉
の
任
地
と

が
同

一
で
あ
る
か
否
か
は
疑
問
の
僚
地
が
あ
ら
う
｡

①

長
白
山
の
岡
有
名
は
.
従
大
山
の
他
に
徒
大
山
と
も
記
さ
れ
て
居

る
こ
と
は
池
内
博
士
も
注
意
さ
れ
た
(満
鮮
十
五
貫
六
七
)
｡

白
と

い
ふ
意
味
の
語
は
､
女
虞
語
で
は
仲
か

(
上
江
)､

赫
哲
語
で
は

B
e

ngi
ng
満
洲
語
で
は

瞥
n

gyan
･
蒙
古
の
文
語
で
は

eaga
n

B
u
r

yat等
蒙
古
の
方
言
で
は

saga
ng
と
い
ひ
､

D
a
kk
ur
語

で
は

tiig
an
Jr
と
い
-5.

従
(d
zi.n
g
)は
徒

(duo)よ
り
も
こ
れ

等
の
語
と
音
が
近
い
か
ら
､
漢
語
で
太
白
山
の
意
味
な
る
今
の
長

白
山
の
岡
有
名
と
し
て
は
､

従
大
山
の
方
が
正
し
い
や
-
で
あ
る
｡

今
の
シ
ラ
ム
レ
ン
(
葺
水
)
が
弱
水
(曹
書
巻

二

三
)と
か
女
古
後

果
(
契
丹
闘
志
)と
か
言
は
れ
た
例
を
見
る
と
､
こ
ゝ
に
言
ふ
射
水

速
末

･
粟
末
も
茸
水
の
意
味
で
､
弱

･
速
･粟
は
満
洲
語
の

soho

と
同
系
統
の
語
の
や
-
に
も
見
え
る
｡
赦
し
北
流
松
花
江
の
金
代

の
名
な
る
宋
瓦
江
は
'
自
江
の
意
味
の
や
-
で
あ
る
か
ら
､
粟
を
､

宋
瓦

の略
語
と
見
て
射
水

･
速
末

･
粟
末
を
も
白
水
の
意
味
に
解

せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡

④

赦
し
奮
唐
音
突
侍
の
束
接
契
丹
､
西
至
空
庚
､
南
拒
自
狼
河
､
北

至
老
樹
､
日
管
州
西
北
健
輿
水
､
以
至
英
国
と
し
て
唐
代
の
葵
を

雲

水
(
謂

漂

巧
の
)
の
北
に
定
か
ん
と
す
る
記
事

塞
嘉

と
見
る
こ
と
は
仰
早
計
で
あ
ら
-
｡
同
じ
-
奮
唐
音
契
丹
侍
に
は

契
丹
の
任
地
に
就
い
て
束
輿
高
麗
隣
~
西
輿
異
観
接
~
南
至
昏
州
~

霊

宝

､
冷
際
山
室

図
南
(
錯

肌
緑

冷
)

芸

琵

柏
崎

と
あ
る
｡

こ
の
記
事
に
見
え
る
頃
の
契
丹
の
本
棟
は
冷
陛
山

(
諸

加
S
帽
即
泊
)
の
北
に
雪

-

-
で
あ
る
｡

而
し
て
こ
,I

に

束
輿
高
麗
隣
と
あ
る
れ
ら
こ
の
記
事
は
高
句
庫
滅
亡

(絶
筆
光

年
)
以
前
の
底

意
を
記
し
た
の
で
あ
る
こ
と
凝
な
い
｡

釣
る
に
貞
親
年
間
契
丹
が
突
族
よ
-
離
赦
し
､
唐
に
内
附
し
て

以
後
開
元
末
頃
に
至
る
ま
で
'
契
丹
の
本
嬢
は
替
州
(朝
陽
)か
ら

あ
ま
-
逮
-
な
い
地
に
在
っ
た
こ
と
明
ら
か
だ
か
ら
､
高
句
麗
滅

亡
以
前
に
於
い
て
'
契
丹
が
冷
陛
山
の
北
に
在
っ
た
時
代
を
求
め

ん
と
す
れ
ば
､
貞
親
二
年
契
丹
が
突
欣
よ
-
離
牧
す
る
以
前
の
こ

と
と
す
る
の
が
最
も
妥
常
で
あ
ら
-
｡
ぬ
ら
ば
奮
唐
音
葵
侍
の
記

事
も
失
張
-
そ
の
常
時
の
状
腰
で
'
帽
末
席
初
契
丹
葵
が
奨
既
の

支
配
下
に
衣
つ
た
時
代
に
は
､
契
丹
は
冷
隈
山
の
北
､
即
ち
シ
ラ

ム
レ
ン
と
考
恰
河
の
合
紘
地
方
'
葵
は
そ
の
西
方
な
る
洪
水
の
北

即
ち
今
の
林
束
願
地
方
に
そ
の
本
牙
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
.

通
典
が
夷
の
任
地
を
健
無
水
之
北
､
帥
鮮
卑
故
地
と
記
し
て
屠

る
(
巻
二
C
O
)の
も
前
後
の
闘
係
か
ら
見
て
矢
張
り
惰
末
唐
初
の

状
腰
で
'
唐
書
葵
侍
に
其
輪
西
抵
大
路
拍
'
拒
同
乾
牙
三
千
里
､

多
依
土
護
農
水
(老
恰
河
)と
あ
る
の
は
､
天
資
湖
後
の
耽
凄
皇

11J

つ
た
の
で
あ
ら
う
｡
奮
唐
音
葵
侍
の
記
事
が
実
の
西
方
に
突
断
を

置
い
て
居
る
の
に
､
こ
の
記
事
が
発
の
西
方
を
_団
結
と
し
て
屠
る

の
を
以
て
見
て
も
'

そ
の
記
し
た
時
代
の
臭
っ
て
居
る
の
が

分

る
で
あ
ら
う
｡
暦
勧
奨
が
鎮
柴
水
地
方
に
屠
た
こ
と
は
､
員
数
二

十
二
年
唐
が
葵
に
放
い
た
都
督
を
俸
栗
都
督
府
と
科
し
た
こ
と
か

ら
も
推
せ
ら
れ
る
?
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