
ま
た
誤
讃
が
集
中
的
な
傾
向
を
も
つ
の
は
、
歴
代
蜜
事
書
を
貫
通
、
種
系
づ

け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
先
行
諸
論
文
と
の
時
代
的
間
隙
を
埋
め
よ
う
と
、

草
々
裡
に
執
筆
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
論
文
に
精
粗
の
差
が
生
じ
て
い
る
の

も
、
こ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

勿
論
こ
れ
ら
は
細
部
の
最
瑳
で
あ
っ
て
、
全
篇
の
大
要
に
は
影
響
が
な
い
と

い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し

一
連
の
不
正
確
な
讃
解
に
よ
っ

て
、
原
資
料
に
含
ま
れ
る
無
数
の
枝
葉
・
細
流
を
見
失
っ
た
こ
と
も
事
賞
で
あ

ろ
う
。
許
者
は
そ
の
こ
と
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。

中
園
重
論
の
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
観
念
的
、
濁
善
的
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
そ
の
弊
に
意
を
致
さ
れ
て
、
こ
の

「
孤
濁
な
研
究
」

〈一

O
頁
〉
の
た
め

に
、
今
後
明
代
以
降
の
重
論
の
展
開
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
心
か
ら
願
っ
て
や
ま
な
い
。

(
古
原
宏
伸
)

義
和
国
運
動
六
十
周
年
紀
念
論
文
集

中
園
科
畢
院
山
東
分
院
歴
史
研
究
所
編

一
九
六
一
年
一
二
月

A
5
剣
二
七
四
頁

本
書
は
、
題
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
六

O
年
が
義
和
園
事
件

の
六

O
周
年
に
あ
た
る
た
め
、
そ
れ
を
-記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

六
一
年
一
一
一
月
の
出
版
で
あ
る
か
ら
、
新
刊
と
い
う
に
は
少
々
時
が
た
ち
す
ぎ

て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
我
園
に
入
っ
た
部
数
は
か
な
ら
ず
し
も

多
く
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
私
自
身
も
つ
い
に
入
手
し
え
ず
じ
ま
い
に
な
っ

た
。

北
京

中
華
書
局
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こ
の
論
文
集
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
一
六
篇
の
論
文
は
、
大
き
く
二
つ
に
わ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
編
集
者
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、
前
宇
の
六
篇
は
、

「
義
和
閣
の
反
帝
愛
園
の
関
手
精
一
柳
を
震
揚
し
、
義
和
圏
運
動
の
性
質
と
歴
史

的
意
義
を
論
述
し
、
帝
園
主
義
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
侵
略
的
本
性

を
暴
露
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
残
り
の
一

O
篇
は
、
主
と
し
て
「
各
地
域
に
お

け
る
義
和
圏
の
英
雄
的
関
字
」
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
説
明
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
全
脇
田

を
遇
讃
し
た
後
に
受
け
る
印
象
も
や
は
り
そ
う
な
の
だ
が
、
き
わ
め
て
今
目
的

立
場
か
ら
書
か
れ
、
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
本
論
文
集
の
最
も
大
き
な
特

色
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
立
場
か
ら
、
義
和
圏
運
動
の
な
か
に
歴
史
的
教

訓
を
も
と
め
、
そ
れ
を
今
日
の
愛
園
心
の
震
揚
に
役
立
て
よ
う
と
企
圃
し
て
い

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
谷
頭
の
察
溺
「
帝
園
主
義
的
薄
命
不
曾

彼
長
了
」
は
、
ま
ず
、
義
和
園
運
動
を
、
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
帝
園
主
義
の

侵
略
に
よ
っ
て
危
急
存
亡
の
窮
地
に
お
い
こ
ま
れ
た
中
園
に
愛
生
し
た
人
民
の

反
帝
園
主
義
閤
$
4
1
1白
植
民
地
主
義
の
直
接
的
封
立
物
と
規
定
す
る
。
そ
し
て

義
和
圏
が
清
朝
政
府
の
支
持
を
得
ず
、
ま
た
得
る
こ
と
も
望
ま
ず
に
、
人
民
み

ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
帝
圏
主
義
の
侵
略
に
封
抗
し
よ
う
と
し
た
反
帝
愛
園
の

運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
ち
、
そ
の
英
雄
的
閲
容
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
八
園
連
合
軍
お
よ
び
清
朝
正
規
軍
に
よ
っ
て
無
惨
に
も
鎖
慶
さ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
の
ベ
る
。
そ
の
あ
と
一
縛
し
て
現
在
の
地
鮎
に
た
ち
、
六

O
年
を

経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
世
界
の
情
勢
、か
一
愛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
、
帝
政
ロ
シ
ア
は
枇
曾
主
義
園
に
か
わ
り
、
ド
イ
ツ
は
枇
曾
主
義
と
資
本
主

義
の
二
つ
の
園
に
分
裂
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
中
立
政
策
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、

イ
タ
リ
ア
・
日
本
は
す
べ
て
の
植
民
地
を
喪
失
し
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
も

資
本
主
義
世
界
に
お
け
る
指
導
的
地
位
を
奪
わ
れ
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
民
族
主
義
は
空
前
の
高
ま
り
を
示
し
、

ま

E
-
v
 

n
h
v
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さ
に
東
風
が
西
風
を
慶
す
る
吠
況
が
現
出
し
て
い
る
と
述
べ
、
現
在
、
資
本
主

義
世
界
を
牛
耳
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
帝
園
主
義
も
、
世
界
人
民
の
中
に
お
い
て

日
々
孤
立
化
の
度
を
深
め
て
お
り
、
帝
国
主
義
の
薄
命
も
、
あ
ま
り
長
く
は
あ

り
得
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
義
和
闘
運
動
と

い
う
六

O
年
前
の
事
件
が
、
今
日
の

A
・
A
諸
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
昂
揚
を
高
ら
か
に
う
た
い
あ
げ
る
た
め
の
一
つ
の
素
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
素
材
に
は
そ
れ
だ
け
の
十
分
な
償
値
は
認
め
ら

れ
て
い
る
に
し
て
も
、
問
題
の
重
心
は
明
ら
か
に
他
の
鮎
に
す
え
ら
れ
て
い

る
。し

か
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
な
に
も
こ

の
論
文
の
み
を
例
外
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
強
弱
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
に
枚
録
さ
れ
た
全
部
の
論
文
に

共
通
す
る
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
了
名
楠
・
張
振
践
「
従
義
和

園
迎
動
看
美
帝
図
主
義
的
侵
略
本
性
」
お
よ
び
朱
活

・
史
森
欽

「
掲
露
美
帝
閤

主
義
在
義
和
園
運
動
期
間
的
血
膿
罪
行
」
の
二
論
文
は
、
現
時
貼
に
お
け
る
中

国
と
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
と
の
は
げ
し
い
関
字
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
義
和
闘
を
制
座
し
た
八
国
連
合
軍
の
う
ち
、
論
文
の
表
題
の
中

に
闘
名
、が
や
り
、た
ま
に
あ
が
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
み
で
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
に
そ
れ
が
軽
重
を
失
し
た
や
り
方
だ
な
ど
と
文
句

を
つ
け
る
気
持
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
歴
史
摩
の
分
野
も
、
現
今
の

中
闘

・
ア
メ
リ
カ
の
深
刻
な
封
立
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
一
九
五
九
年
六
月
に
出
版
さ
れ

た
「
十
九
世
紀
美
闘
侵
華
楢
案
史
料
選
輯
」
(
上
下
二
冊
)
に
つ
い
て
も
い
い

う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
在
的
観
貼
(
こ
れ
は
政
治
的
観
黙
と
い
い
な
お
し
て
も
よ
い
の

だ
が
)
が
、
中
国
人
の
論
文
、
そ
れ
も
と
く
に
近
代
史
の
論
文
に
尖
鋭
に
表
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
っ

て
、
こ
こ
で
こ
と
新
し
く
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
賞
、
研
究
者

は
、
こ
円
片
し
た
事
態
に
各
自
な
ん
ら
か
の
形
で
封
廃
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
快
哉
を
さ
け
ん
で
み
ず
か
ら
も
勇
敢
に
そ
の
戦
列
に
加
わ
る
の
も
一
つ
で

あ
り
、
賓
設
的
裏
づ
け
が
不
足
し
て
い
る
の
を
理
由
に
、
信
頼
に
値
せ
ぬ
も
の

と
し
て
無
視
し
て
か
か
る
の
も
一
つ
の
行
き
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
間

に
、
私
の
よ
う
に
と
ま
ど
い
を
感
じ
な
が
ら
、
ぶ
ざ
ま
に
右
往
左
往
し
て
い
る

者
の
い
る
こ
と
も
事
寅
で
あ
る
。
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
な
お
か
つ
共
感

お
よ
び
債
値
感
の
混
入
を
排
除
し
え
ぬ
者
の
悲
哀
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
と
く
に
革
命
史
の
研
究
に
お
い
て
、
本
質
的
な
問
題

と
関
連
す
る
も
の
な
の
だ
。
共
感
(
あ
る
い
は
反
感
〉
を
ぬ
主
と
し
て
行
な
わ

れ
る
い
わ
ゆ
る
《
客
観
的
》
革
命
史
の
研
究
に
一
種
ど
れ
だ
け
の
生
産
性
を
期

待
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
感
情
、
客
観
的
・
貫
設
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め

つ
つ
、
そ
の
客
観
性
・
寅
設
性
な
る
も
の
が
、
す
で
に
あ
る
笹
制
内
の
も
の
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
完
全
に
自
由
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
、
そ
れ
を
私
自
身
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
あ
。
更

に
、
革
命
史

・
運
動
史
と
い
う
き
わ
め
て
動
的
な
も
の
を
、
同
じ
動
的
な
立
場

か
ら
研
究
す
る
の
と
、
静
止
し
た
地
貼
か
ら
観
察
す
る
の
と
の
相
遣
が
あ
る
。

静
的
な
位
置
に
い
て
こ
そ
、
そ
の
研
究
に
客
観
性
を
求
め
得
る
と
考
え
つ
つ

も
、
一
方
で
は
、
と
も
に
動
き
、
質
践
し
、
感
情
を
共
有
す
る
者
に
し
か
理
解

で
き
ぬ
部
分
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
種
の
感
慨
が
ど
こ
ま
で
も

つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

今
年
の
史
撃
曾
の
公
開
講
演
で
、
増
井
経
夫
氏
が
「
太
卒
天
園
の
見
方
」
と

題
し
て
講
演
さ
れ
、
太
卒
天
園
に
謝
す
る
許
債
が
、
時
代
に
よ
っ
て
奇
妙
に
嬰

遷
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
時
代
の
動
き
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
、
を
述
べ

-166-
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ら
れ
た
。
そ
の
話
の
中
で
、
氏
は
、
ど
の
よ
う
な
仮
設
で
も
彪
大
な
史
料
の
中

か
ら
論
詮
し
よ
う
と
す
れ
ば
論
詮
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と

を
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
冗
談
で
い
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
者
の
あ
や
ま
ち
を
正
そ
う
と
す
る
意
味
で
い
わ
れ
た
の
だ
が
、
私
は
こ
の

言
葉
を
複
雑
な
感
慨
を
も
っ

て
き
い
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
ず
か
六
頁
宇
の
短
い
文
章
で
あ
る
が
、
義
和
圏
運
動
を
近
代
史
の
流
れ
の

中
に
遁
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
、
劉
大
年
「
義
和
圏
運
動
説
明
甚
幅
広
F
」

で
あ
る
。
劉
氏
は
、
「
太
卒
天
園
・
義
和
国
・
辛
亥
革
命
は
中
園
醤
民
主
主
義

時
期
に
お
け
る
三
回
の
革
命
高
潮
の
頂
鮎
で
あ
る
」
と
の
ベ
、
義
和
圏
運
動

は
、
反
封
建
を
主
と
す
る
太
卒
天
関
農
民
戟
字
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
辛
亥
革

命
と
い
う
二
つ
の
革
命
の
ち
ょ
う
ど
中
聞
に
位
置
し
、
反
帝
国
主
義
を
任
務
と

し
て
い
た
貼
に
特
色
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
見
解
は
、
東
洋
史
研
究
(
二
三

省
一
一
蹴
)
に
掲
載
さ
れ
た

「
中
園
近
代
史
研
究
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
、
一
層

明
確
に
鰻
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
義
和
国
運
動
を
、
嘗
時
に
お
け
る
帝

園
主
義
侵
略
の
深
化
、
空
前
の
民
族
的
危
機
の
産
物
と
し
て
と
ら
え
、
「
義
和

園
運
動
は
帝
国
主
義
の
侵
略
に
反
封
す
る
愛
園
運
動
で
あ
り
、
義
和
園
の
進
行

し
た
戟
字
は
反
帝
園
主
義
的
・
革
命
的
・
進
歩
的
戦
争
で
あ
る
。
」
と
結
論
し

て
い
る
。
義
和
闘
に
参
加
し
た
者
は
、
農
民
を
中
心
と
し
て
、
手
工
業
者
・
都

市
の
貧
民
・
失
業
兵
士
・
水
陸
交
通
勢
働
者
で
あ
る
が
、
同
県
に
運
動
を
慢
現
し

て
い
た
も
の
は
農
民
群
衆
だ
け
だ
と
し
、
嘗
時
、
《
輿
中
曾
》
や
《
維
新
波
》

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
は
、
少
く
と
も
主
観
的
に
は
、
反
帝
国
主
義
の
要
求
を
持

た
な
か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
反
義
和
図
的
色
彩
を
有
し
て
い
た
と
の
ベ
、
義
和

国
運
動
の
農
民
と
勢
働
群
衆
に
よ
る
《
自
愛
性
》
を
強
調
す
る
。

E

次
に
劉
氏

は
、
従
来
の
《ブ
ル
ジ
ョ
ア
歴
史
家
の
あ
や
ま
っ
た
義
和
圏
に
劃
す
る
見
方
に
攻

撃
の
ほ
こ
さ
き
を
向
け
、
義
和
園
運
動
を
建
設
性
の
な
い
熱
狂
的
反
動
的
暴
動

と
す
る
見
解
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
非
教
徒
の
宗
教
上
の
衝
突
と
す
る
見
解
、
中

園
の
停
統
的
排
外
心
理
と
愚
民
の
迷
信
の
結
果
と
す
る
見
解
、
を
否
定
し
、

「
彼
等
ブ
ル
ジ
ョ
ア
史
家
の
目
的
は
、
帝
国
主
義
の
侵
略
的
本
性
を
お
お
い
か

く
し
、
植
民
地
牢
植
民
地
の
人
民
と
帝
国
主
義
侵
略
者
と
の
矛
盾
を
抹
殺
し
、

反
植
民
地
闘
争
を
緩
和
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ー
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

劉
氏
は
矢
野
仁
一
氏
ら
日
本
皐
者
の
「
義
和
国
は
清
朝
政
府
の
支
持
の
下
に
愛

生
し
た
。
」
と
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
「
清
朝
政
府
が
群
衆
の
反
抗
の
目
標
を

他
に
そ
ら
そ
う
と
し
た
た
め
、
守
奮
波
の
排
外
感
情
が
政
府
の
封
外
方
針
に
反

映
し
て
、
そ
の
結
果
義
和
園
事
件
が
愛
生
し
た
よ
と
す
る
見
解
(
賓
は
、
こ

こ
に
あ
げ
ら
れ
た
矢
野
・
白
柳
・
高
桑
・
窪
田
・
小
竹
・
宮
崎
氏
等
の
説
を
こ

の
よ
う
に
軍
純
化
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
の
だ
が
)
を
完
全
な
錯
誤
で
あ

る
と
否
定
し
、
義
和
圏
と
清
政
府
の
聞
の
封
立
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
義
和
園
は
本
来
《
反
清
復
明
》
を
宗
旨
と
す
る
秘
密
結
祉
で
あ
っ
て
、
政

府
は
こ
れ
に
謝
し
常
に
反
逆
者
と
し
て
断
固
銀
座
の
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
あ

と
に
な
っ
て
政
府
が
義
和
圏
を
承
認
し
、
つ
い
に
は
各
園
に
劃
す
る
宣
戦
に
ま

で
ふ
み
き
る
の
も
、
義
和
国
の
懸
一
力
の
結
果
で
、
あ
く
ま
で
《
表
面
上
》
の
施

策
で
あ
り
、
「
清
朝
統
治
集
圏
と
帝
園
主
義
は
も
と
よ
り
矛
盾
を
持
っ
て
い
た

が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
政
府
の
農
民
を
敵
視
し
帝
園
主
義
に
依
存

す
る
立
場
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
義
和
圏
の
強
大
な
座
力

の
下
に
、
北
京
政
府
と
東
南
地
方
賞
力
汲
の
聞
に
は
、
表
面
上
分
裂
の
形
勢
を

呈
し
て
い
た
が
、
賓
際
に
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
と
い
う
の

で
あ
る
。

私
は
、
劉
氏
の
意
見
に
、
大
筋
に
お
い
て
は
同
意
す
る
の
だ
が
、
こ
の
あ
た

り
へ
来
る
と
、
少
々
首
肯
で
き
な
い
駄
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
、
義

和
国
を
政
府
の
支
持
の
結
果
後
生
し
た
と
は
考
え
ず
、
劉
氏
の
い
う
人
民
に
よ

η
i
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る
自
開
放
性
を
ゑ
認
す
る
の
だ
が
、
劉
氏
は
何
故
か
く
ま
で
徹
底
的
に
政
府
と
の

関
係
を
否
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
F
清
朝
政
府
が
、
義
和
闘
の
銀
座
に
は
じ
め

か
ら
あ
ま
り
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
特
に
地
方
官
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
も
と
よ
り
人
民
と
問
、し
基
盤
に
立
つ
て
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た

に
し
て
も
、
や
は
り
事
賓
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戊
成
政
製
後
の

政
府
内
部
に
お
け
る
改
革
波
か
ら
守
醤
仮
へ
の
主
導
櫛
の
交
代
、
そ
れ
に
と
も

な
う
中
央
お
よ
び
地
方
官
に
お
け
る
排
外
感
情
の
油
大
、
そ
し
て
一
時
的
に
せ

よ
西
太
后
一
波
が
義
和
闘
に
よ

っ
て
列
強
の
侵
略
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
、

本
来
結
合
す
る
は
ず
の
な
い
爾
者
が
、
あ
る
時
鮎
に
お
い
て
同
じ
方
向
へ
の
駆
一

力
と
し
て
働
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
完
全
に
き
り
す
て
て
し
ま
っ
て
は
、

《
義
和
園
田
技
生
の
不
可
避
的
な
歴
史
法
則
性
》
は
理
解
出
来
て
も
、
同
じ
く
劉

氏
の
い
う
《
驚
天
動
地
の
事
業
》
を
な
し
た
義
和
闘
の
量
的
鎖
大
の
説
明
が
つ

か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
政
府
内
部
に
お
け
る
政
策
の
袋
化
、

さ
ら
に

こ
の
時
期
に
お
け
る
自
然
災
害
の
襲
来
と
い
う
要
因
を
も
考
慮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
帝
国
主
義
と
中
園
人
民
と
の
矛
盾
、
そ
の
緊
張
が
、
な
ぜ
こ
の

一
九

O
O
年
と
い
う
時
黙
で
爆
援
し
た
か
の
説
明
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
「
義
和
闘
研
究
序
説
」
(
東
洋
史
研
究
二
三
省
三

鋭
〉
の
中
で
、
義
和
幽
運
動
績
大
の
副
次
的
要
因
と
し
て
ふ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
以
上
は
の
べ
な
い
。
劉
氏
の
階
級
的
観
鮎
に
よ
る
見
事
な
義
和
闘
運
動
の

説
明
、
そ
れ
を
あ
ま
り
に
も
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
氏
が
錯
雑
し
た
政

治
上
の
動
き
と
、
こ
こ
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
義
和
闘
運
動
の
も
つ
飲
陥
へ

の
着
目
を
回
避
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
説
得
力
を
う
し
な
う
結
果
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

史
思
群
「
論
義
和
幽
反
帝
園
主
義
関
手
L

お
よ
び
裳
定
中
「
義
和
図
的
反
帝

闘
争
及
其
歴
史
意
義
」

は
い
ず
れ
も
、
義
和
閣
の
反
帝
関
手
の
必
然
性
と
歴
史

的
意
義
、
現
時
鮎
に
お
け
る
反
帝
園
主
義
運
動
に
謝
す
る
教
訓
と
い
っ
た
黙
に
、

焦
黙
を
お
い
て
、
義
和
園
運
動
を
素
描
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
い

え
ば
、
著
者
は
、
ア
ヘ
ン
戦
字
以
来
の
列
強
の
帝
国
主
義
的
侵
略
、
そ
れ
に
封

す
る
義
和
闘
の
武
力
闘
字
の
正
首
位
を
主
張
し
、

義
和
園
を
《
無
知
迷
信
と
暴

民
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
産
物
》
と
見
な
す
者
に
封
し
、
「
帝
国
主
義
は
中
国
人
民

に
一
鐙
ど
の
よ
う
な
文
明
を
も
た
ら
し
た
の
か
?
」
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
れ

は
私
自
身
、
義
和
園
側
係
の
史
料
を
讃
ん
で
行
く
途
上
で
、
禁
じ
え
ぬ
い
き
ど

お
り
で
あ
っ
た
。
義
和
闘
の
無
知

・
野副賞

・
残
忍
性
を
非
難
す
る
君
達
自
身
が

《
招
か
れ
ざ
る
客
》
で
は
な
い
の
か

p
本
嘗
の
政
治
的
目
的
を
お
お
い
か
く
し

て
お
い
て
、
匿
々
た
る
病
院
や
孤
児
院
の
経
営

・
撃
校
の
開
設

・
キ
リ
ス
ト
教

の
布
教
等
の
《
善
行
》
を
ふ
り
か
ざ
し
、
主
人
の
待
遇
の
仕
方
が
惑
い
と
い
っ

て
、
く
っ
て
か
か
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
全
く
理
に
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
は
な
い

か
?
中
闘
に
お
け
る
君
達
の
存
在
こ
そ
が
、
騒
飢
の
根
本
的
原
因
な
の
だ
。
こ

れ
は
極
め
て
素
朴
な
反
論
で
あ
る
。
素
朴
な
反
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
は
義
和
園
時
期
の
帝
閤
主
義
列
強
に
封
し
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
同
様
に
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
に
封
し
で
も
、
間
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
著
者
の
首
時
に
お
け
る
各
階
層
の
義
和

固
に
封
す
る
見
方
の
分
析
は
あ
ま
り
に
も
岡
式
的
で
あ
る
。
運
動
の
展
開
に
そ

く
し
た
、
も
う
少
し
柔
軟
な
分
析
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
P
ま
た
、
運

動
の
末
期
に
あ
ら
わ
れ
た
義
和
圏
内
部
の
分
裂
・
暴
徒
化
等
の
飲
陪
を
、
す
べ

て
運
動
の
最
盛
期
に
地
主
階
級
に
よ
っ
て
自
己
保
身
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た

《
俵
義
和
園
》
お
よ
び
義
和
圃
の
中
に
混
入
し
た
地
主
分
子
の
せ
い
に
鏑
し
て

い
る
の
も
、
一
面
的
で
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
あ
ら
ゆ

る
粗
悪
分
子
を
切
り
す
て
た
も
の
の
み
を
義
和
国
と
す
る
一
種
の
《
理
想
化
》

の
操
作
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。

-168-
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陸
景
瑛

「義
和
園
運
動
在
山
東
的
爆
裂
及
其
闘
争
」
は
、
ま
ず
、
新
末
の
赤

眉
・
唐
末
の
策
集
以
来
の
山
東
人
民
の
革
命
の
侍
統
、
日
清
戦
争
後
の
民
族
矛

盾

・
階
級
矛
盾
の
激
化
、
外
闘
商
品
の
流
入
に
よ
る
家
内
手
工
業
の
破
産
、
汽

船
の
就
航
・
銭
道
敷
設
に
と
も
な
う
交
通
労
働
者
の
失
業
、
日
清
戦
字
後
に
お

け
る
政
府
に
よ
る
人
民
に
封
す
る
牧
奪
の
強
化
と
列
強
に
よ
る
利
権
の
宇
奪
、

キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
と
も
な
う
宣
教
師
・
数
徒
と
中
園
人
民
と
の
聞
の
矛
盾

等
、
義
和
国
端
技
生
の
原
因
を
具
種
的
に
説
明
し
た
の
ち
、
山
東
に
お
け
る
義
和

圏
運
動
を
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
そ
の
動
き
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
い

る
。
陸
氏
に
よ
れ
ば
、
義
和
圏
は
、
元
来
《
反
消
復
明
》
を
主
張
す
る
白
蓮
教

の
侍
統
を
他
継
承
し
た
反
封
建
の
秘
密
組
織
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
末
の
民
族

矛
盾
が
封
建
矛
盾
に
優
先
す
る
吠
況
に
お
い
て
、
こ
の
組
織
を
利
用
し
て
帝
国

主
義
の
侵
略
に
封
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
《
反
清
復
明
》
か
ら
《
扶

清
滅
洋
》
へ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
襲
化
は
、
そ
の
事
態
を
反
映
し
た
も
の
で
、
大

衆
を
反
帝
一
本
に
動
具
す
る
た
め
の
政
策
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
ot

ま
た
、
現
存
の
八
十
三
才
と
七
十
七
才
の
老
人
の
口
述
を
も
と
に
し
て
、

義
和
圏
の
《
殿
格
な
規
律
》
を
強
調
し
て
い
る
が
、
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
貼

は
あ
る
に
し
て
も
、
義
和
圏
閥
係
の
史
料
が
、
大
部
分
支
配
者
側
の
そ
れ
の
み

に
限
定
さ
れ
て
い
る
欣
態
を
是
正
す
る
有
盆
な
試
み
と
思
わ
れ
る
。

山
東
師
範
事
院
歴
史
系
山
東
通
史
編
寓
組
の
手
に
な
る
「
山
東
義
和
圏
反
帝

愛
国
運
動
」
は
、
山
東
に
お
け
る
列
強
の
利
権
争
奪
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の

罪
行
、
清
政
府
の
歴
政
、
日
清
戟
争
後
こ
の
地
方
を
襲
っ
た
自
然
災
害
等
を
義

和
園
愛
生
の
原
因
と
し
て
概
説
し
た
の
ち
、
省
内
各
地
に
お
け
る
運
動
の
展
開

を
、
《
反
帝
愛
闘
の
闘
争
》
に
焦
黙
を
お
い
て
、
地
域
ご
と
に
く
わ
し
く
叙
述

し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
も
、
農
民
階
級
に
よ
る
運
動
の
《
自
渡
性
》
、

《
扶
清
滅
洋
》
が
策
略
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
賓
際
は
反
封
建
的
性
格
が
顕
著

で
あ
っ
た
こ
と
、
失
敗
の
原
因
は
農
民
階
級
の
限
界
性
と
勢
働
者
階
級
の
指
導

が
な
か
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
運
動
が
民
族
的
危
機
を
救
い
、

帝
国
主
義
の
中
国
分
割
の
野
心
を
阻
止
し
、
封
建
買
勝
勢
力
に
大
き
な
打
撃
を

奥
え
、
人
民
を
し
て
帝
国
主
義
と
園
内
封
建
勢
力
が
中
園
人
民
の
不
倶
戴
天
の

敵
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
黙
に
義
和
圏
運
動
の
音
堂
設
が
あ
っ
た
と
い
っ
た

方
向
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
事
な
闘
式
を
前
に
し
て
、
私
自
身

は
、
義
和
圏
運
動
の
も
つ
飲
陥
を
も
え
ぐ
り
出
し
、
そ
の
後
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢

力
に
よ
る
政
治
改
革
の
試
み
と
辛
亥
革
命
後
の
政
治
的
混
鋭
、
そ
う
い
っ
た
鮎

に
硯
鮎
を
す
与
え
て
再
検
討
し
な
い
こ
と
に
は
、
そ
こ
に
論
理
の
飛
畷
と
矛
盾
が

出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
、
幾
分
心
細
く
感
ず
る
の
で
あ
る

張
寄
譲

・
楊
済
安
・
林
華
園
・
黄
恩
駿
の
共
同
研
究
「
義
和
圏
在
北
京
的
戟

関
」
、
南
開
大
事
歴
史
系
一
九
五
六
級
歴
史
班
の
「
義
和
国
在
天
津
的
反
帝
闘

宇
」
、
開
封
師
範
事
院
歴
史
系
と
中
園
科
皐
院
河
南
分
院
歴
史
研
究
所
の
共
同

研
究
「
義
和
圏
運
動
時
期
河
南
人
民
的
反
帝
闘
争
」
、
喬
士
山
強
「
山
西
地
直
的

義
和
圏
運
動
」
、
家
光
コ
義
和
圏
運
動
在
東
北
」
、
戴
事
稜
「
一
九

O
O
年
内
蒙

古
西
部
地
匿
各
族
人
民
的
反
帝
闘
争
」
、
腕
滅
溶
「
義
和
圏
在
四
川
迅
速
後
展

的
原
因
及
其
特
黙
」
等
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
義
和
圏
の
英
雄
的
闘
宇

を
そ
の
地
域
に
お
け
る
特
殊
事
情
を
加
味
し
な
が
ら
、
百
六
健
的
に
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
な
か
で
も
、
「
義
和
圏
在
四
川
迅
速
設
展
的
原
因
及
其
特
貼
」
は
、

辛
丑
篠
約
後
の
四
川
に
お
け
る
排
外
運
動
を
義
和
圏
運
動
の
繕
承
と
し
て
と
ら

え
、
運
動
展
開
の
様
子
と
歴
史
的
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
従
来
の
研
究
に

お
い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
見
お
と
さ
れ
て
い
た
貼
だ
け
に
、
注
目
に
あ
た
い
す

る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
南
聞
大
皐
歴
史
系
中
園
近
現
代
史
教
研
組
の
手
に
な
る
「
義
和
圏
是

以
農
民
鴛
主
盤
的
反
帝
愛
闘
組
織
」
は
、
「
天
津
地
直
義
和
園
運
動
調
査
報
告
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中
的
一
章
」
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
現
地
調
査
に
よ
る
古
老
の
談
話
を

も
と
に
、
義
和
闘
の
組
織
、
主
要
構
成
員
、
義
和
圏
内
部
の
制
度
等
を
記
述
し

た
も
の
で
、
義
利
回
研
究
の
新
し
い
分
野
を
聞
い
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
も
現
地
調
査
に
よ
る
記
録
は
、

一
部
、

「近
代
史
資
料
」
等
に

お
い
て
紹
介
さ
れ
て
来
た
。
義
和
圏
運
動
を
経
験
し
た
老
人
と
い
え
ば
、
か
な

り
の
高
齢
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
記
憶
の
信
惣
性
ま
で
考
え
れ
ば
、
困
難
な
問
題

で
は
あ
ろ
う
が、

我
々
は
、
こ
う
し
た
現
地
調
査
が
股
範
閣
に
わ
た
っ
て
行
な

わ
れ
、
「
辛
亥
革
命
回
憶
録
」
の
よ
う
な
形
で

出
版
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
。こ

こ
ま
で
、
と
も
か
く
紹
介

・
批
評
を
し
て
来
た
の
だ
が
、
私
の
傍
目
八
目

的
な
そ
れ
が
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
ず
る
の
で

あ
る
。
本
書
は
六
十
数
年
前
の
事
件
を
叙
述
し
た
レ
わ
ゆ
る
廃
史
の
書
で
は
な

く、

現
在
の
書
で
あ
る
。
私
は
こ
の
論
文
集
を
讃
み
進
み
な
が
ら
、
常
に
ベ
ト

ナ
ム
の
戟
飢
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
義
和
闘
運
動
六
十
年
後
の
八
闘
連
合
軍

の
運
命
は
、
ベ

ト
ナ
ム
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
何
年
後
か
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ

う
か

p
閉
式
的
で
あ
り
す
、ぎる
と
い
っ
て
、
た
び
た
び
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん
だ

諸
論
文
の
主
張
が
狼
底
に
お
い
て
正
笛
で
あ
る
こ
と
を、

私
は
こ
こ
で
率
直
に

承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

ま
と
も
な
批
評
が
出
来
ず
、
間
早
な
る
感
想
文
に
終
始
し
た
こ
と
を
、
遺
憾
に

思
う

。
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