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小
玉
新
次
郎
著

隊
商
都
市
パ
ル
ミ
ラ
の
研
究

藤春

秀晴

夫郎

井田

本
書
は
、
紀
元
後
三
位
紀
に
そ
の
繁
祭
の
頂
貼
を
極
め
た
シ
リ
ア
の
都
市
・
ハ

ル
ミ
ラ
(
タ
ド
モ
ル
〉
に
つ
い
て
長
年
研
究
さ
れ
て
き
た
小
玉
新
次
郎
氏
の
研

究
の
集
成
で
あ
る
。
既
設
表
の
論
文
を
ま
と
め
、
一
部
修
正

・
加
筆
し
て
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
本
書
の
構
成
を
示
そ
う
。

緒

言
第
一

一草

バ
ル
ミ
ラ
の
自
然
環
境
と
隊
一商
都
市

第
二
一章

パ
ル
ミ
ラ
の
略
史
と
遺
跡

第
三
一議

パ
ル
ミ
ラ
関
税
法

第
四
章
パ
ル
ミ
ラ
人
の
一
商
業
活
動

第
五
一語
パ
ル
ミ
ラ
人
の
隊
一
商
と
四
大
部
族

第
六
章
パ
ル
ミ
ラ
の
宗
数

第
七
草
パ
ル
ミ
ラ
の
美
術

第
八
議

ベ
ト
ラ
と
ド
ク
ラ
H

ユ
|
ロ
ポ
ス

第
九
一章

パ
ル
ミ
ラ
女
王
ゼ
ノ
ピ
ア

第
一

O
草

古
代
西
ア
ジ
ア
史
よ
り
見
た
シ
リ
ア

結

語

以
下
、
主
要
文
献
目
録
、
-
ハ
ル
ミ
ラ
関
係
略
年
表
、
索
引
、
英
文
要
旨
が
附

属
す
る
。

以
上
の
構
成
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
本
書
は
非
常
に
庚
い
分
野
を
カ
ヴ
ァ

ー
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
一
人
で
全
て
評
す
る
の
は
、
か
な
り
難
し
い
こ
と

に
忠
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
書
-
評
で
は
、
全
盤
的
な
面
を
春
日
が
捻
嘗
し
、

第
二
一章
附

「
・
ハ
ル
ミ
ラ
出
土
の
漢
代
中
園
製
絹
織
物
」
に
つ
い
て
は
藤
井
が
捻

蛍
す
る
こ
と
に
し
た
。

以
下
、
意
ご
と
に
内
容
を
概
観
し
て
み
る
。

第

一
章
で
は
、
ま
ず
パ
ル
ミ
ラ
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と

地
中
海
を
結
ぶ
最
短
距
離
の
交
通
路
上
に
位
置
し
、
水
が
盟
富
に
得
ら
れ
、
盛

田、

採
石
場
な
ど
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
つ

い
で
、

「
隊
商
都
市
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
オ
ア
シ
ス
都
市
が
、
貿
易
の
活
況
に

よ
り
農
業
よ
り
隊
一
商
貿
易
が
佳
民
の
生
活
基
盤
を
な
す
よ
う
に
し
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
り
、

交
通
路
の
鑓
動
な
ど
に
よ
り
栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
い
く
、

と
説
明
す
る
。

パ
ル
ミ
ラ
は
除
首
都
市
の
格
好
の
例
と
さ
れ
る
。

第
二
一認
で
は
、

.ハ
ル
ミ
ラ
の
略
史
が
述
べ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
中

心
と
な
る
の
は
、
前
一
世
紀
頃
よ
り
、
ロ
ー
マ
と
ア
ル
サ
ケ
ス
朝
パ
ル

テ
ィ
ア

の
閲
に
あ
っ
て
、
急
速
に
隊
一
商
一
都
市
と
し
て
設
展
し
始
め
て
以
降、

後
二
七
三

年
、
ロ

1
7
に
よ
っ
て
破
嬢
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
つ
い
で
、
現
存
す

る
遺
跡
に
つ
い
て
が
、
非
常
に
詳
細
に
描
寓
さ
れ
る
。
附
論
と
し
て
、
パ
ル
ミ

ラ
出
土
の
中
園
製
絹
織
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

第
三
章
は
、

一
八
八

一
年
に
設
見
さ
れ
た
、
後
一

一一
一
七
年
の
日
附
を
持
つ
パ

ル
ミ
ラ
関
税
法
に
つ
い
て
の
詳
論
で
あ
る
。
本
書
の
中
心
的
部
分
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に
、
パ
ル
旬
、
、
ラ
語
・
ギ
リ
シ
ア
語
の
二

ヶ
園
語
で
書
か
れ
た
こ
の
関
税

法
碑
文
の
日
本
語
諜
が
載
せ
ら
れ
、
つ
い
で
、
各
項
目
の
解
説
が
綴
く
。
こ
の

碑
文
は
、
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
後
一
三
七
年
制
定
の
新
法
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十
六
八
年
以
前
に
制
定
さ
れ
た
奮
法
+
奮
法
細
則
、
と
い
う
順
で
あ
る
と
い
う

定
設
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
関
税
法
碑
文
の
意
義
に
つ
い
て
、
著
者
は
十

黙
に
わ
た
る
ま
と
め
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
評
者
の
目
か
ら
見
て
と

く
に
重
要
な
も
の
は
以
下
の
貼
で
あ
る
。
付
新
法

・
奮
法

・
沓
法
細
則
と
も
、

課
税
品
目
の
多
く
が
生
活
必
需
品
で
あ
り
、
箸
修
品
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

こ
と
。
著
者
は
、
近
鄭
と
の
生
活
必
需
品
が
パ
ル
ミ
ラ
の
基
本
的
貿
易
品
で
あ

り
、
そ
れ
に
謝
す
る
関
税
が
パ
ル
ミ
ラ
の
最
大
の
牧
入
源
で
あ
っ
た
に
這
い
な

い
、
と
推
察
し
て
い
る
。
際
一商
都
市
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
意
見
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
関
税
を
物
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は

他
に
な
く
、
他
地
域
の
研
究
者
も
目
を
遇
し
て
お
く
べ
き
内
容
で
あ
ろ
う
。
口

密
法

・
奮
法
細
則
が
ロ
l
マ
一
一帝
園
シ
リ
ア
総
督
の
下
で
取
り
決
め
ら
れ
た
の
に

封
し
、
新
法
は
パ
ル
ミ
ラ
元
老
院
の
主
鐙
性
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
寅
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
パ
ル
ミ
ラ
の
関
税
自
主
権
が
確
立
し
た
こ
と
。
な

お
、
著
者
は
、
高
官
修
品
に
つ
い
て
は
ロ

1
7
側
が
管
理
擦
を
握
っ
て
い
た
た
め

に
課
税
品
目
に
翠
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
希

少
で
し
か
も
品
質
に
差
が
あ
る
物
資
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
関
税
額
を
決
め

て
い
た
た
め
、
課
税
品
目
に
現
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
他
、
評
者
は
、
新
法
の
品
目
の
筆
頭
に

「
奴
隷
」
が
来
る
こ
と
も

注
目
に
値
す
る
と
考
え
る
。

第
四
章
で
は
、
.
ハ
ル
ミ
ラ
人
が
進
出
し
値
民
地
・
居
留
地
を
設
け
た
地
域
と
し

て
、
テ
ィ
グ
リ
ス

・
ュ
l
フ
ラ
テ
ス
川
の
河
口
地
域
に
存
在
し
た
カ
ラ
ケ
ネ
園

と
、
テ
ィ
グ
リ
ス
河
酔
の
セ
レ
ウ
キ
ア

-F
テ
シ
フ
ォ
ン
に
近
い
ポ
ロ
ゲ
シ
ア
が

扱
わ
れ
る
。
カ
ラ
ケ
ネ
圏
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
略
史
を
述
べ
た
後
、
関
連
す
る
パ

ル
ミ
ラ
碑
文
の
翻
誇
と
解
読
が
な
さ
れ
る
。
ロ

ー
マ
の
使
節
と
し
て
パ
ル
ミ
ラ

人
が
カ
ラ
ケ
ネ
園
へ
波
遣
さ
れ
た
記
述
、
カ
ラ
ケ
ネ
園
の
都
カ
ラ
ク
ス
の
パ
ル

ミ
ラ
商
人
の
奉
献
碑
文
、
カ
ラ
ケ
ネ
園
の
テ
イ
ル
ア
ナ
の
線
督
に
パ
ル

ミ
ラ
人

が
任
じ
ら
れ
て
い
る
例
、
な
ど
の
碑
文
が
寧
げ
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ロ
ゲ
シ
ア
に

つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
が
セ
レ
ウ
キ
ア
の
南
方
ま
た
は
西
南
方
五
・
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
地
貼
に
建
設
さ
れ
た
都
市
で
あ
る
こ
と
が
ま
.
す
示
さ
れ
、
つ
い
で
こ
ち

ら
も
関
連
す
る
パ
ル
ミ
ラ
碑
文
の
翻
謬
と
解
説
が
綾
く
。
こ
こ
で
も
、
ア
ル
サ

ケ
ス
朝
領
内
の
ボ
ロ
ゲ
シ
ア
に
お
い
て
、
パ
ル
ミ
ラ
人
が
濁
立
居
住
地
匿
を
つ

く
り
、
.
ハ
ル
ミ
ラ
紳
殿
を
建
て
、
居
住
地
区
の
管
理
者
を
定
め
た
上
、
際
一
両一
引
卒

者
の
下
に
隊
一一
商
を
編
成
し
、

-ハ
ル
ミ
ラ
と
の
聞
を
往
復
し
て
東
西
の
物
資
を
運

搬
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
章
の
終
わ
り
で
は
、
以
上
の
碑

文
か
ら
パ
ル
ミ
ラ
人
の
東
方
進
出
に
つ
い
て
時
代
を
迫
っ
て
考
察
し
、
サ
サ
ン

朝
の
成
立
以
降
パ
ル
ミ
ラ
を
経
由
す
る
貿
易
が
下
火
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す

る
。
ま
た
、
西
方
に
は
ロ

1
7
軍
に
従
軍
し
て
い
た
兵
士
た
ち
に
よ
る
・ハ
ル
ミ

ラ
語
の
奉
献
碑
文
は
見
ら
れ
る
も
の
の
商
業
活
動
を
一
示
す
碑
文
が
夜
見
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
の
理
由
を
探
り
、
西
方
に
は
イ
ン
ド
や
中
園
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の

生
産
閣
が
存
在
せ
ず
、
他
の
一
商
人
に
伍
し
て
競
争
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
隊
一商
引
率
者
に
謝
す
る
賞

賛
碑
文
な
ど
は
、
道
中
が
困
難
で
あ
れ
ば
こ
そ
作
ら
れ
る
も
の
で
、
む
し
ろ
交

易
が
常
態
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
記
録
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注

意
を
促
し
て
い
る
。
な
お
、
著
者
は
テ
イ
ル
ア
ナ
を
所
在
不
明
と
し
て
い
る
が
、

パ
フ
ラ
イ
ン
か
そ
の
近
傍
で
あ
ろ
う
、
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古
の
デ
ィ
ル
ム
ン
が
出
変
化
し
た
名
と
見
て
、
一
音
韻
的
に
は
問
題
な
い
。

第
五
章
で
は
、
ま
ず
隊
商
に
閥
す
る
パ
ル
ミ
ラ
碑
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
パ
ル
ミ
ラ

人
の
隊
商
貿
易
は
後
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
牢
ば
に
か
け
て
急
速
に
設
展
し
た
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が
、
そ
れ
に
伴
い
、
陵
商
引
率
者
は
経
営
者
あ
る
い
は
資
金
援
助
者
と
な
り
、

さ
ら
に
二
世
紀
末
以
降
、
政
情
不
安
に
伴
い
警
護
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る

と
、
強
力
な
警
護
隊
長
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
隊
商
貿
易
業
者

の
杜
合
的
地
位
が
向
上
す
る
中
で
、
各
種
の
都
市
職
の
高
官
を
兼
ね
る
者
も
出

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
章
の
後
牢
は
、
-
ハ
ル
ミ
ラ
の
四
大
部
族
や
他
の
部
族

に
関
す
る
碑
文
の
紹
介
と
分
析
に
充
て
ら
れ
て
い
る
(
「
四
部
族
」
と
い
う
表
現

は
碑
文
に
あ
る
が
、
確
質
に
四
大
部
族
に
腐
す
る
こ
と
が
わ
か
る
部
族
名
は
一

つ
し
か
な
い
)
。
パ
ル
ミ
ラ
碑
文
で
は
「
部
族
(
パ
ハ
ド
〉
」
を
附
け
た
「
:
:
:

族
(
プ
ネ
1
1
)
」
(
評
者
註
、
直
謬
す
れ
ば
「
J
の
子
ら
」
)
名
が
一

O
種、

「
部
族
」
名
の
附
か
な
い
間
半
な
る
族
名
が
約
六

0
種
類
確
認
さ
れ
て
い
る
。
四

大
部
族
が
各
均
一
柳
殿
を
有
す
る
な
ど
、
パ
ル
ミ
ラ
に
お
い
て
部
族
は
非
常
に
重

要
な
杜
曾
集
闘
で
あ
っ
た
が
、
一
商
業
民
へ
の
鞠
化
の
中
で
、
醤
来
の
族
長
を
中

心
と
す
る
部
族
位
制
が
鼠
後
し
、
碑
文
に
お
い
て
人
物
名
に
部
族
名
が
附
さ
れ

る
例
は
時
代
の
経
過
と
共
に
減
少
し
て
い
く
。

第
六
章
は
、
ま
ず
パ
ル
ミ
ラ
の
都
市
建
設
の
要
と
な
っ
て
い
る
ベ
ー
ル
紳
殿

建
立
に
関
す
る
碑
文
を
解
説
す
る
。
績
い
て
、
主
紳
ベ

l
ル
の
由
来
を
考
察

し
、
土
着
一
肺
ボ
l
ル
が
ベ
ー
ル
と
改
稿
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
述

べ
ら
れ
る
。
，
次
い
で
侍
神
で
太
陽
神
の
ヤ
ル
ヒ
ボ
ー
ル
、
同
じ
く
月
紳
の
ア
グ

リ
ボ
l
ル
と
併
せ
て
ベ
ー
ル
一
一
一
位
榊
の
性
格
を
述
べ
、
さ
ら
に
他
の
神
々
と
り

わ
け
外
旅
の
要
素
が
強
い
パ

l
ル
シ
ャ
ン
一
一
一
位
紳
の
成
立
が
ベ
ー
ル
一
一
一
位
紳
の

成
立
に
若
干
遅
れ
る
だ
け
で
、
後
者
に
封
抗
し
て
形
成
さ
れ
た
ら
し
い
と
推
察

す
る
。
ま
た
、
特
定
の
名
を
附
け
ず
に
「
そ
の
名
が
永
遠
に
祝
一
摘
さ
れ
る
お

方
」
な
ど
と
腕
曲
に
表
現
さ
れ
た
だ
け
の
「
無
名
紳
」
に
つ
い
て
、
諸
設
を
紹

介
し
た
後
に
、
一
般
パ
ル
ミ
ラ
人
は
、
表
面
的
に
は
新
た
な
時
代
の
潮
流
に
遁

隠
し
な
が
ら
も
、
内
面
的
、
日
常
的
に
は
相
繁
わ
ら
ず
従
来
の
直
接
的
で
素
朴

な
信
仰
を
守
ろ
う
と
し、

そ
れ
が

「
無
名
神
」
信
仰
と
な
っ
て
存
績
し
た
の
で

は
な
い
か
、
と
す
る
。
第
六
章
の
末
尾
は
、
塔
墓
、
地
下
墓
な
ど
の
家
族
単
位

で
分
割
所
有
さ
れ
て
い
た
墓
お
よ
び
そ
こ
に
附
属
す
る
碑
文
を
通
し
て
、
-ハル

ミ
ラ
の
墓
制
や
家
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
評
者
は
、
同

一の
墓
地
に
埋
葬

さ
れ
る
解
放
奴
殺
な
ど
血
縁
関
係
に
無
い
者
に
つ
い
て
の
考
察
が
進
め
ば
、
蛍

時
の
「
家
」
理
解
に
さ
ら
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
感
想

を
も
っ
た
。
な
お
、
太
陽
一
柳
ヤ
ル
ヒ
ポ
ー
ル
は
、
語
源
問
に
は
「
ボ
ー
ル
の
月

紳
」
で
あ
り
、
語
源
だ
け
で
神
の
機
能
が
判
定
で
き
な
い
典
型
例
で
あ
る
。

第
七
章
は
、
パ
ル
ミ
ラ
美
術
を
「
パ
ル
テ
ィ
ア
美
術
」
と
し
て
捉
え
る
ロ
ス

ト
フ
ツ
ェ
フ
や
そ
れ
に
績
く
研
究
者
の
見
解
を
紹
介
し
つ
つ
、
パ
ル
ミ
ラ
美
術

は
宗
教
と
同
様
に
セ
ム
的
性
格
さ
ら
に
は
シ
リ
ア
的
性
格
を
基
調
と
し
、
こ
れ

に
東
方
か
ら
入
っ
た
イ
ラ
ン
的
性
格
と
東
西
側
見
方
か
ら
入
っ
た
ギ
リ
シ
ア
的
性

格
と
が
混
合
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
評
者
も
、
こ
の

結
論
に
は
異
論
が
な
い
が
、
シ
リ
ア
的
性
格
と
は
具
鐙
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
の
記
述
。
か
弱
い
よ
う
に
思
え
た
。
ま
た
、
シ
ャ
ミ
ー
な
ど
も
含
む
エ
リ

ユ
マ
イ
ス
〈
フ
l
ゼ
ス
タ
ー
ン
)
の
美
術
は
嘗
時
の
「
イ
ラ
ン
美
術
」
の
典
型

例
と
し
て
良
く
翠
げ
ら
れ
る
が
、
エ
リ
ュ
マ
イ
ス
王
園
の
最
も
主
要
な
文
字
言

語
は
ア
ラ
ム
語
で
あ
り
、
ハ
ト
ラ
・
パ
ル
ミ
ラ
な
ど
と
共
に
ア
ラ
ム
語
圏
に
属

す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
服
装
な
ど
を
除
い
た
萎
術
「
表
現
」
法
に
お
い
て
、

は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
「
イ
ラ
ン
要
素
」
が
パ
ル
ミ
ラ
美
術
に
見
い
だ
せ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

第
八
章
は
、
ま
ず
、
パ
ル
ミ
ラ
と
並
ぶ
古
代
シ
リ
ア
の
隊
一商
都
市
ベ
ト
ラ
に

つ
い
て
概
観
す
る
。
次
い
で
、
ユ

1
フ
ラ
テ
ス
中
流
に
位
置
し
、
セ
レ
ウ
コ
ス

朝
の
軍
事
績
民
地
と
し
て
建
設
さ
れ
そ
の
後
も
終
始
軍
事
基
地
と
し
て
機
能
し

な
が
ら
、
ア
ル
サ
ケ
ス
朝
時
代
に
除
菌
貿
易
に
よ
っ
て
繁
策
し
た
ド
ゥ
ラ
H

ユ
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ー
ロ
ポ
ス

に
つ
い
て
、
略
史
、
遺
跡
紹
介
、
同
地
出
土
の
パ
ル
ミ
ラ
碑
文
を
利

用
し
て
パ
ル
ミ
ラ
と
の
関
係
を
論
じ
る
。
-
ハ
ル
ミ
ラ
は
ド
P
ラ
と
は
早
く
か
ら

隊
商
貿
易
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
後

一
世
紀
以
降
の
貿
易
の
活
況
と
共
に
ド
ゥ

ラ
に
進
出
し
て
居
住
す
る
パ
ル
ミ
ラ
人
が
急
増
し
た
こ
と
、
パ
ル
ミ
ラ
人
部
隊

が
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。

第
九
草
で
は
、
女
王
ゼ
ノ
ピ
ア
に
つ
い
て
、
夫
オ
ダ
イ
ナ
ト
の
祖
父
の
代
か

ら
系
譜
を
辿
り
、
彼
女
の
生
涯
や
周
迭
の
人
物
像
な
ど
を
パ
ル
ミ

ラ
史
料
を
用

い
な
が
ら
迫
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
有
名
な
人
物
で
あ
る
が
、
日

本
語
で
讃
め
る
も
の
と
し
て
は
さ
す
が
に
最
も
優
れ
て
い
る
。

第

一
O
章
は
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
西
ア
ジ
ア
統

一
か
ら
サ
サ

ン
朝
初
期
に
至

る
シ
リ
ア
の
歴
史
を
概
観
し
た
も
の
で
、

漢
籍
史
料
に
見
え
る
地
名
の
比
定
も

含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
の
本
書
で
あ
る
が
、
全
佳
を
還
し
て
み
る
と
、
何
よ
り

も
ま
ず
.
現
地
史
料
に
基
い
た
研
究
で
あ
る
こ
と
が
、
評
債
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
他
の
時
代
で
は
現
地
同
時
代
史
料
を
基
本
に
据
え
た
研
究
な
ど
嘗
た
り
前

で
あ
る
が
、
西
ア
ジ
ア
の
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
時
代
お
よ
び
そ
の
後
の
時
代
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
行
き
渡
っ
て
お
ら
ず
、
現
地
外
の
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
l
マ

史
料
に
依
摘
録
す
る
研
究
が
ま
だ
ま
だ
多
い
。
ま
た
、
本
書
で
有
盆
な
黙
と
し

て
、
碑
文
を
畢
に
内
容
の
紹
介
に
と
ど
め
ず
、
ふ
ん
だ
ん
に
日
本
語
誇
を
載
せ

て
い
る
こ
と
が
摩
げ
ら
れ
る
。
カ
ラ
ケ
ネ
園
や
ア
ル
サ
ケ
ス
朝
に
闘
す
る
推
測

な
ど
は
、
新
し
い
史
料
(
セ
レ
ウ
キ
ア
で
出
土
し
た
ギ
ロ
シ
ア
語

・
パ
ル
テ
ィ

ア
語
碑
文
が
刻
ま
れ
た
青
銅
へ
ラ
ク
レ
ス
像
や
パ
ピ
ロ
ン
天
文
日
誌
の
関
連
部

分
な
ど
〉
に
よ
っ
て
書
き
換
え
る
べ
き
黙
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え

そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
碑
文
の
翌
日
に
つ
い
て
の
償
値
は
ほ
と
ん
ど
幾
わ
ら
な

い
。
引
用
碑
文
に
つ
い
て
の
索
引
が
あ
れ
ば
、
な
お
便
別
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
本
書
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
気
に
な
っ
た
黙
も
あ
っ

た
。
一
つ
は
、

.
ハ
ル
ミ
ラ
人
の
構
成
や
パ
ル
ミ
ラ
の
宗
数
に
関
す
る
記
述
の
中

で
、
「
ア
ラ
ブ
」
要
素
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
燭
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ト
ラ
の
文
化
に
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
の
都
市
民
化
が
、
こ
れ

ら
の
都
市
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら

ア
ラ
ブ
の
要
素
に
つ

い
て
は
、
人
名
の
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
そ

の
意
味
で
、

】
・
同
-
g
R
r
の
パ
ル
ミ
ラ
人
名
グ
ロ
ッ
サ

リ
l

(NV司
h

g

h
N
h

h
『
お
還
な
な

H
V
R
N
N
3
G
3
ミ

ph
町、匹、
H
N
S
F
O
H『
O
H
L
E吋
H
〉
を
ほ
と
ん
ど
利

用
し
て
い
な
い
鮎
も
引
っ
掛
か
っ
た
。
ド
ゥ
ラ
H

ユ
l
ロ
ポ
ス
の
人
名
に
つ
い

て
述
べ
る
箇
所
(
二
六
六
頁
〉
で
、

「
ア
テ
ナ
テ

ン
」
を
ギ
リ
シ
ア
名
に
分
類

す
る
な
ど
の
誤
り
が
見
ら
れ
る
が
、
同
書
を
利
用
し
て
い
れ
ば
防
げ
た
で
あ
ろ

う
(
な
お
、
こ
の
部
分
で
は
、
人
名
の
出
典
が
第
八
章
註
(4
〉
の
文
献
か
ら
で

は
辿
れ
な
い
も
の
が
あ
る
〉
。
も
う

一
貼
は
、
第
七
草
の
所
で
も
述
べ
た
が
、

史
料
が
極
端
に
少
な
い
ア
ル
サ
ケ
ス
朝
パ
ル
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
慎

重
に
史
料
を
吟
味
し
て
欲
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ル
サ
ケ
ス
朝

が
、
通
過
す
る
物
資
に
重
税
を
課
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
随
所
で
語
ら
れ

る
が
、
こ
の
狼
嬢
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
『
博
物
誌
』
と
『
後
漢
書
西
域
俸
』
と
い

う
あ
ま
り
信
頼
性
の
高
く
な
い
史
料
に
よ
っ
て
い
る
。
関
税
を
課
す
主
題
は
ど

こ
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
黙
も
含
め
て
、
ア
ル
サ
ケ
ス
朝
の
通
商
に
関
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
信
頼
性
の
高
い
パ
ル
ミ
ラ
出
土
資
料
か

ら
剣
明
す
る
こ
と
と
同
等
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

商
業
都
市
に
お
い
て
、
パ
ル
ミ
ラ
の
よ
う
に
本
録
地
か
ら
多
く
の
史
料
を
出

し、

か
つ
ド
ク
ラ
H

ユ
l
ロ

ポ
ス
の
よ
う
な
居
留
地
か
ら
も
史
料
を
出
し
て
い

る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
パ
ル
ミ
ラ
研
究
の
果
た
す
役

割
は
大
き
く
、
本
書
は
そ
の
紹
好
の
手
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
章

パ
ル
ミ
ラ
出
土
の
漢
代
中
園
製
絹
織
物

肝t

パ
ル
ミ
ラ
は
羊
毛
文
化
圏
に
麗
し
、
多
く
の
毛
織
物
と
、
そ
れ
に
ま
じ
っ

て
、
簡
素
で
飾
り
気
の
な
い
亜
麻
製
品
と
綿
製
品
を
出
土
さ
せ
て
い
る
。
毛
織

物
の
文
援
は
、
綴
織
で
緯
糸
方
向
に
織
り
出
さ
れ
た
華
や
か
な
花
葉
文
や
H
文、

r文
、
方
形
文
、
一
二
角
文
、
波
頭
文
、
矢
印
文
ら
各
種
の
幾
何
文
を
始
め
、
幻

想
的
な
色
調
を
穆
ま
せ
る
畳
綱
縞
に
織
ら
れ
た
帯
朕
文
な
ど
で
彩
ら
れ
て
い

た
。
著
者
は
そ
う
し
た
世
界
に
漢
代
絹
織
物
の
到
来
を
告
げ
、
こ
の
こ
と
は
衣

服
、
織
技
法
の
貼
で
交
易
都
市
で
も
あ
る
パ
ル
ミ
ラ
を
し
て
、
西
方
世
界
に
衝

撃
的
な
影
響
を
輿
え
る
、温
床
た
ら
し
め
た
と
し
て
、
文
献
を
興
味
深
く
引
用
し

な
が
ら
考
察
を
進
め
、
他
方
、
経
糸
願
文
を
特
色
と
す
る
漠
式
組
織
は
、
蛍
地

の
工
人
遂
に
受
容
さ
れ
て
、
そ
れ
は
、
や
が
て
パ
ル
ミ
ラ
近
く
の
ド
ゥ
ラ
日
ユ

ー
ロ
ポ
ス
や
ハ
ラ
ピ
l

エ
等
で
設
見
さ
れ
た
漠
式
組
織
の
緯
錦
製
作
を
促
し
、

そ
れ
ら
の
技
法
が
サ
サ
ン
朝
ベ
ル
シ
ア
を
経
て
、
唐
代
緯
錦
の
製
作
に
寄
興
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
園
製
絹
織
物
の
織
技
法
が

漢
代
に
お
け
る
経
糸
願
文
技
法
に
よ
る
経
錦
製
作
か
ら
緯
糸
願
文
技
法
に
よ
る

唐
代
緯
錦
製
作
へ
と
獲
移
す
る
技
術
的
な
碍
換
地
を
パ
ル
ミ
ラ
地
方
に
求
め
よ

う
と
さ
れ
た
。
こ
の
親
黙
は
肯
繁
に
債
す
る
。
何
故
な
ら
、
東
西
貿
易
の
要
衝

を
占
め
て
い
た
パ
ル
ミ
ラ
は
羊
毛
文
化
闘
に
腐
し
、
緯
糸
で
綴
文
様
を
織
り
出

す
技
法
を
専
ら
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
気
附
い
た
貼
が
あ
る
の
で
、
記
述
順
に
従
い
、
少

し
ば
か
り
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

ま
ず
、
全
文
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
著
者
の
考
え
に
従
っ
て
使
用
す
る

専
門
用
語
の
解
説
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
用
語
は
専
門
家
の
聞
で
も
統
一
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
衣
に
具
鐙
的
な
論
結
に
及
ぶ
と
き
、

蛍
該
織
物
が
出
土
し
た
塔
墓
名
と
そ
の
資
料
の
特
記
名
を
記
述
し
て
ほ
し
か
っ

た
。
こ
れ
ら
を
飲
い
て
い
る
た
め
、
著
者
の
議
論
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に

戸
惑
う
ケ
l
ス
を
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

付
六
五
頁
。
遺
践
を
包
ん
で
い
た
亜
麻
織
物
、
綿
織
物
を
、
遺
鐙
を
包
む

た
め
に
織
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
外
衣
や
肩
掛
け
の
使
い
古
し
と
剣
断
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
他
に
、
死
者
が
着
用
し
て
い
た
下
着
の
一
部
と
考
え
る
除
地
が

あ
り
は
し
な
い
か
。

同
六
七
頁
。
「
中
園
の
織
物
は
経
糸
願
文
と
畝
紋
組
織
を
二
大
特
色
と
し

た
が
」
と
い
う
個
所
で
は
、
漢
代
の
織
物
は
に
限
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
畝

紋
組
織
と
い
う
よ
り
経
浮
組
織
と
し
た
方
が
適
切
で
は
な
い
か
(
傍
慰
は
評

者
)
。
著
者
は
こ
れ
と
関
連
し
て
、
畝
紋
組
織
の
説
明
を
六
八
頁
六
|
七
行
に

記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
説
幽
と
し
て
、
六
七
頁
に
「
経
錦
畝
紋
組
織
圃

(
挿
闘
八
〉
」
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
の
園
は
文
様
を
表
わ
す
経
糸
の
浮
き

と
沈
み
が
、
こ
の
経
糸
と
共
に
卒
組
織
の
地
を
作
る
同
じ
色
の
経
糸
と
一
本
お

き
に
交
互
に
お
か
れ
て
い
る
卒
地
絞
(
締
〉
の
組
織
固
(
傍
貼
は
評
者
)
で
あ

っ
て
、
経
錦
の
組
織
闘
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
著
者
が
経
錦
に
到
し
て
漢
代
の

綾
を
説
明
す
る
に
「
中
園
製
の
綾
は
布
地
と
模
様
の
組
織
が
異
な
り
、
そ
の
異

な
っ
た
組
織
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
装
飾
品
奴
果
を
出
す
草
色
で
一
重
織
の
紋
織

物
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
色
の
色
糸
を
経
糸
に
し
て
織
ら
れ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
清
楚
な
織
物
で
あ
る
。
」
(
七

O
頁
五
七
行
〉
と
し
て
い
る
説
明
が

こ
の
闘
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
残
念
な
こ
と
に
、
通
常
、
=
一
色
一
組
の
色

糸
を
経
糸
に
用
い
て
、
地
と
文
様
を
織
り
出
す
経
錦
の
組
織
設
明
を
飲
い
て
い

る。
国
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「
模
様
の
種
類
は
、
西
方
製
が
ほ
と
ん
ど
植
物
模
様
で
あ
る
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の
に
封
し
て
、
中
園
製
の
多
く
は
幾
何
祭
模
様
と
夢
幻
的
動
物
模
様
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
模
様
を
織
り
出
す
中
図
式
空
引
機
は
、
L

と
さ
れ
て
い
る
が
、
評

者
が
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ル
ミ
ラ
で
は
、
毛
織
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

植
物
文
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
各
種
類
の
幾
何
文
を
始
め
、
畳
綱
縞
の
由
市
朕
文

な
ど
多
彩
を
極
め
て
い
る
。
ま
た
織
機
に
つ
い
て
、
著
者
は
漢
代
の
こ
う
し
た

文
様
の
織
り
出
し
は
、
同
じ
文
援
が
織
巾
方
向
に
反
復
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
、

左
右
針
稽
に
封
に
す
る
と
と
も
可
能
な
こ
と
(
六
八
頁
一
|
二
行
〉
か
ら
、

空
引
機
の
存
在
を
想
定
す
る
考
え
方
を
採
ら
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
研
究
者
の

成
果
で
は
、
卒
組
織
を
作
る
綜
統
と
文
様
を
作
る
バ
ゲ
ッ
ト

(
E
m
5
5凹〉、

も
し
く
は
、
そ
れ
と
同
じ
機
能
を
も
つ
も
の
の
二
重
操
作
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

伺

「
絹
糸
は
撚
ら
ず
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
経
糸
の
数
を
緯
糸
よ

り
多
く
し
て
、
緯
糸
を
か
く
し
て
し
ま
う
経
糸
優
位
の
織
り
方
が

一
般
的
に
な

っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
ど
ん
な
材
質
に
せ
よ
、
糸
密
度
は
糸
の
撚
り
数
と
は

関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
羊
毛
糸
の
場
合
、
良
質
品
は
す
べ
て
左
撚

り
と
し
て
い
る
が
、
疑
問
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
良
質
口
聞
と
は
、
ま
ず
繊
維
巾

と
品
質
、
つ
い
で
糸
の
太
さ
と
撚
り
数
に
関
係
し
、
糸
の
撚
り
方
向
と
は
直
か

に
結
び
つ
か
な
い
。

国
六
九
頁
。

「
中
園
製
織
物
は

一
般
に
糸
が
太
く
て
一

O
乃
至
一
五
ミ
ク

ロ
ン
あ
り
、
布
の
生
地
が
分
厚
い
の
に
射
し
て
、
西
方
製
は
糸
が
細
く
て
生
地

が
薄
い
」
と
さ
れ
て
い
る
節
は
理
解
に
苦
し
む
。
糸
の
太
さ
は
撚
り
巾
で
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
で
表
示
さ
れ
、
ミ
ク
ロ
ン
は
繊
維
巾
を
表
示
す
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
西
方
製
と
は
絹
織
物
を
指
し
て
い
る
の
か
、
毛
織
物
な
ど
も
指
し
て

い
る
の
か
。
-
ハ
ル
ミ
ラ
の
中
園
製
の
絹
繊
維
巾
は
八
乃
至

一
五
ミ
ク
ロ
ン
、
-
ハ

ル
ミ
ラ
産
の
絹
の
繊
維
巾
は
卒
均
で
四
五
ミ
ク
ロ
ン
、
中
に
は
六

O
ミ
ク
ロ
ン

の
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彩
色
の
「
赤
」
に
つ
い
て
、

「
中
園
製

は
茜
色
で
あ
る
の
に
封
し
、
西
方
製
は
紫
色
で
あ
り
、
そ
の
染
料
は
シ
リ
ア
の

地
中
海
沿
岸
地
方
か
ら
採
れ
る
貝
の
分
泌
液
か
ら
つ
く
ら
れ
、
珍
奇
で
あ
り
官
同

僚
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
西
方
製
の
毛
織
物
、
絹
織
物

の
場
合
、

「
赤
」
を
表
現
す
る
の
に
、
赤
色
染
料
を
使
用
す
る
代
り
に
紫
色
染

料
を
使
用
し
た
と
解
さ
れ
る
が
、
ィ
ア
ン
プ
リ
コ
ス
塔
墓
、
エ
ラ
ベ
l

ル
答

墓
、
四
六
競
塔
墓
か
ら
は
、
朱
色
に
近
い
赤
ゃ
、
ピ
ン
ク
色
、
澄
色
に
染
め
ら

れ
た
羊
毛
糸
を
使
つ
て
の
綴
織
文
や
パ
イ
ル
糸
な
ど
が
見
ら
れ
、
中
に
は
藍
紫

か
ら
赤
、
燈
色
へ
と
第
化
す
る
畳
網
縞
で
織
り
出
さ
れ
た
槽
朕
文
も
あ
る
。
ま

た
、
ハ
ラ
ビ
l
エ
出
土
の
人
物
連
珠
国
文
緯
錦
と
菱
繋
ぎ
小
葉
文
緯
錦
は
赤
、
白

茶
の
絹
緯
糸
で
文
様
を
織
り
出
し
て
い
る
。
評
者
は
、

.ハ
ル
ミ
ラ
で
は
、
赤
ま

た
は
そ
の
系
統
の
色
で
染
め
ら
れ
た
糸
は
、
紫
ま
た
は
そ
の
系
統
の
色
で
染
め

ら
れ
た
糸
と
同
程
度
に
使
わ
れ
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。
紫
染
料
(
H，
uE州吉

田

MEH1
6
は
、
シ
ド
ン
、
テ
イ
ル
ス
を
中
心
と
す
る
東
地
中
海
沿
岸
か
ら
採
取

さ
れ
る
自
民
詰
(
紫
貝
)
の
内
臓
か
ら
取
る
微
量
の
分
泌
液
を
原
料
と
す
る

の
で
、
そ
れ
で
染
め
ら
れ
る
羊
毛
糸
の
量
に
は
限
度
が
あ
り
、
需
要
熱
が
高
か

っ
た
だ
け
に
、
紫
色
染
め
の
羊
毛
糸
は
著
者
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
九

六
、
九
八
、
一

O
二
、
一
九

O
頁
)
、
関
税
法
に
お
け
る
輸
出
・
入
税
の
貴
重

な
財
源
で
も
あ
っ
た
。
他
方
、
赤
色
染
料
の
資
源
に
は
樫
に
つ
く
貝
殻
虫
の
ケ

ル
メ
ス
、
イ
ヌ
ナ
ツ
メ
に
つ
く
ラ
ッ
ク
が
あ
り
、
こ
の
地
方
で
は
、
手
軽
に
採

取
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
赤
色
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
種
の
資

源
か
ら
赤
染
料
を
採
っ
た
。

一
方
紫
色
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
貝

紫
の
み
を
、
し
か
し
貝
紫
は
採
取
難
で
あ
る
の
で
、
貝
紫
に
ケ
ル
メ
ス
も
し
く

は
ラ
ッ

F
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
赤
味
の
勝
っ
た
紫
、
ま
た
貝
紫
に
イ
ン
デ
ィ

ゴ
を
組
み
合
わ
せ
た
藍
紫
や
、
貝
紫
を
使
わ
な
い
で
、
ケ
ル
メ
ス
も
し
く
は
ラ

-201ー
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ッ
ク
に
イ
ン
デ
ィ
ゴ
と
天
然
の
黄
色
染
料
を
組
み
合
わ
せ
た
燈
色
味
が
か
っ
た

紫
な
ど
、
紫
系
統
の
色
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
工
程
が
と
ら
れ
て
い
た

と
考
え
る
。
赤
と
紫
は
、
製
作
意
図
に
よ
っ
て
使
い
分
け
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

円

七

O
真
。
「
西
方
製
の
綾
は
卒
織
か
綾
織
で
、
布
地
と
模
様
が
単
一
の

組
織
か
ら
な
り
、
模
様
は
布
地
の
組
織
と
し
て
卒
地
に
織
り
出
さ
れ
た
。
模
様

の
織
り
方
は
、
時
聞
は
か
か
る
が
単
純
な
手
先
の
技
術
で
足
り
る
綴
織
で
あ
っ

た
」
。
(
傍
貼
は
評
者
)
こ
の
説
明
文
は
、
「
中
園
製
の
綾
は
布
地
と
模
様
の
組

織
が
異
な
り
、
そ
の
異
な
っ
た
組
織
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
装
飾
放
果
を
出

す
皐
色
で
一
重
織
の
紋
織
物
:
・
:
」
に
封
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
で
あ

る
。
西
方
製
の
綾
は
卒
織
か
綾
織
と
す
る
繰
り
で
戸
惑
っ
た
が
、
後
段
の
綴
織

に
よ
る
模
様
と
い
う
表
現
で
、
こ
の
内
容
は
エ
ラ
ベ

l
ル
塔
墓
出
土
の
紫
線
俊

文
(
毛
)
っ
き
山
形
斜
文
織
を
指
し
て
い
る
と
剣
断
し
た
。
こ
の
資
料
は
経
の

斜
文
組
織
と
緯
の
斜
文
組
織
に
よ
っ
て
織
ら
れ
、
布
全
鰻
に
山
形
文
様
を
表
わ

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
卒
地
綾
で
織
ら
れ
た
織
物
で
は
な
い
。
斜
文
組
織
と
は

単
位
組
織
が
経

・
緯
三
本
以
上
か
ら
成
り
、
斜
め
に
斜
文
線
た
つ
く
る
も
の

で
、
そ
う
し
た
織
技
法
を
斜
文
織

(
Z
E
耳
目
白
〈
ら
あ
る
い
は
綾
織
と
も
い

い
、
中
園
製
絹
織
物
の
卒
地
綾
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
資
料

の
他
、
イ
ア
ン
プ
リ
コ
ス
搭
墓
か
ら
三
|
一
斜
文
織
と
一

l
一
一
一
斜
一
文
織
で
織

り
出
し
た
綾
が
出
土
し
て
い
る
。
従
っ
て
バ
ル
ミ
ラ
産
の
絹
製
品
の
綾
〈
含
a

B
曲目的恥)は
斜
文
組
織
を
基
本
と
し
て
い
て
、
卒
組
織
を
基
本
と
す
る
中
園
製
の

綾
(
国
仏
ロ

ι即
日
曲
目
)
と
は
異
な
る
。
な
お
、
こ
の
山
形
斜
文
織
の
織
端
は
経
糸

二
本
引
き
揃
え
に
組
織
努
更
さ
れ
た
卒
織
繁
化
組
織
の
細
柏
市
吠
部
に
獲
り
、
績

い
て
、
同
じ
経
糸
二
本
に
貝
紫
で
染
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
羊
毛
緯
糸
が
密
度
多

く
打
ち
込
ま
れ
た
卒
織
繁
化
組
織
の
線
伏
文
へ
と
績
く
。
こ
の
紫
線
篠
文
は
断

片
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
綴
織
を
護
接
づ
け
る
緯
糸
の
引
き
返
し
部
は
確
認
で

き
な
い
。
従
っ
て
、
綴
織
に
よ
る
文
様
部
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ

の
事
例
に
関
連
し
て
、
あ
ら
た
め
て
、
著
者
は
七
二
頁
の
末
尾
で
「
パ
ル
ミ
ラ

か
ら
は
綾
織
の
西
方
製
絹
織
物
が
二
例
な
が
ら
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
紫

色
の
綴
織
の
桝
耐
震
匠
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
綾
織
は
や
動
物
に
都
合
h
h
ゃ、

西
方
で
は
士
口
く
か
ら
見
ら
れ
、
シ
リ
ア
起
源
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
:
・
:
」
と

述
べ
て
い
る
(
傍
黙
は
評
者
)
。
こ
の
文
脈
か
ら
、
著
者
の
指
す
二
例
の
中
の

一
例
と
は
前
記
紫
線
像
文
(
毛
〉
っ
き
山
形
斜
文
織
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
の
紫
色
の
常
一
意
匠
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
卒
織
獲
化
組
織

で
、
緯
糸
は
綴
技
法
に
よ
る
引
き
返
し
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
綾
織
は

毛
織
物
に
都
合
が
よ
く
と
い
う
文
旨
は
理
解
し
難
い
の
で
、
そ
の
設
明
が
必
要

で
あ
る
。

制

七

O
頁
。
「
し
か
し
パ
ル
ミ
ラ
で
設
見
さ
れ
た
骨
骨
幹
骨
か
骨
骨
骨

は
、
卒
織
(
一
重
織
)
の
綾
地
に
経
錦
の
技
法
を
巧
妙
に
移
し
て
中
園
風
の
模

様
が
織
り
出
さ
れ
て
い
た
」

(
傍
線
は
評
者
〉
。
こ
こ
で
、
平
掛
か
骨
骨
と
い

う
表
現
に
戸
惑
っ
た
。
経
錦
の
技
法
を
巧
妙
に
移
し
て
と
す
る
表
現
で
、
こ
れ

は
、
ェ
ラ
ベ

l
ル
塔
墓
出
土
の
植
物
文
刺
繍
つ
き
の
顔
面
文
綾
、
ィ
ア
ン
プ
リ

コ
ス
塔
墓
出
土
の
石
畳
文
綾
な
ど
の
資
料
を
指
し
て
い
る
と
剣
断
し
た
。
そ
れ

ら
は
、
同
の
項
目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
卒
組
織
の
地
に
、
一
本
お
き
の
経
糸
の

浮
き
と
沈
み
に
よ
っ
て
文
様
を
表
わ
し
た
平
静
浄
わ
か
斡
の
組
織
で
、
卒
織
の

綾
地
と
い
う
表
現
は
あ
た
ら
な
い
。
前
者
の
場
合
、
文
様
は
経
方
向
に
、
顔
面

文
、
銭
文
、
菱
文
の
列
が
卒
行
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
卒

地
綾
の
有
紋
絹
を
東
西
折
衷
と
位
置
づ
け
た
内
容
と
理
由
を
は
っ
き
り
さ
せ
て

ほ
し
か
っ
た
。

川
口
七
三
頁
。

-202ー
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っ
た
。
漢
式
組
織
の
、
し
か
も
種
々
な
色
の
緯
糸
で
模
様
を
織
り
出
し
た
精
巧

な
綴
錦
(
ゴ
.
フ
ラ
ン
)
が
出
土
し
て
い
る
L
。
こ
の
文
一章
で
は
、
緯
糸
で
文
様

を
織
り
出
し
た
綴
織
は
漢
式
組
織
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
漢
式
組
織
と
は
著

者
が
七

O
頁
で
フ
ィ
ス
テ
ル
の
解
説
を
紹
介
し
か
っ
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

有
紋
絹
(
卒
織
(
一
重
織
)
の
綾
地
〉
は
本
来
の
綾
(
傍
貼
は
評
者
〉
に
見
ら

れ
な
い
新
し
い
組
織
で
、
経
糸
田
駅
文
の
漢
錦
組
織
に
な
ら
っ
て
い
る
と
考
え

て
、
漢
式
組
織
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
援
は
卒
地
に
配

列
さ
れ
た
一
本
お
き
の
経
糸
の
浮
き
か
ら
な
り
た
つ
。
本
来
の
綾
と
は
何
か
。

他
方
、
緯
糸
で
文
様
を
一
織
り
出
し
て
い
る
綴
織
は
、
組
織
と
し
て
は
卒
組
織
で

あ
る
が
、
緯
糸
の
浮
き
と
沈
み
で
文
様
を
表
わ
す
緯
糸
穎
文
で
は
な
い
。
緯
糸

を
経
糸
と
交
互
に
密
度
多
く
打
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
経
糸
を
覆
い
、
そ
の
緯

糸
が
引
き
返
し
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
文
援
を
織
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
従
っ
て
綴
織
が
漢
式
組
織
に
属
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
緯
糸
に
よ
る
願
文
技
法
の
一
種
類
と
し
て
評
債
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
著
者
は
パ
ル
ミ
ラ
か
ら
出
土
し
た
綴
織
で
綴
り
出
さ
れ
た
華
や
か
な
毛
織

物
の
文
援
を
漢
式
組
織
で
織
り
出
さ
れ
た
も
の
と
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
次
の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
綴
織
技
法
公

3
2可
可

|
唱

Z
S
芯

n
E5
5
〉
に
習
熟
し
て
い
た
パ
ル
ミ
ラ
及
び
そ
の
地
域
の
工
人

達
が
経
糸
穎
文
の
経
錦
、
綾
の
技
法
を
皐
習
し
た
段
階
で
、
こ
れ
ら
を
九

O
度

回
描
押
さ
せ
た
緯
糸
願
文
技
法
開
設
の
温
床
的
な
役
割
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
と
推

理
す
る
こ
と
は
十
分
に
評
債
で
き
る
。
ま
た
、
綴
錦
(
，
コ
プ
ラ
ン
)
と
す
る
表

現
は
多
色
の
緯
糸
を
綴
織
で
織
り
出
し
た
文
援
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
皐
術

用
語
と
し
て
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
〈
傍
貼
は
評
者
〉
。

制
七
三
頁
。
「
そ
こ
で
西
方
人
は
経
錦
の
組
織
を
そ
の
ま
ま
九

O
度
反
縛

し
た
形
の
緯
糸
頼
紋
の
緯
錦
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
」
の
文
で
は
、
複
様
卒
組

織
の
緯
糸
願
文
の
緯
錦
と
読
明
を
加
え
ら
れ
た
方
が
貧
肢
に
則
し
て
い
よ
う

(
傍
黙
は
評
者
)
。

最
後
に
少
し
ば
か
り
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
。
こ
の
論
稿
は
パ
ル
ミ
ラ
に

将
来
さ
れ
た
漢
代
絹
織
物
の
織
技
法
そ
れ
自
身
に
論
黙
を
し
ぼ
っ
て
お
ら
れ
る

が
、
そ
の
論
旨
を
生
か
す
た
め
に
も
、
同
地
で
盛
行
し
て
い
た
毛
織
物
、
亜
麻

と
綿
製
品
の
織
技
法
、
文
様
と
の
比
較
の
上
で
議
論
を
進
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
の

地
に
停
わ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
現
地
製
品
の
織
技
法
を
採
り
い
れ
て
幾
容
し
て

い
っ
た
漢
代
絹
織
物
の
諸
特
性
が
、
さ
ら
に
理
解
さ
れ
易
く
説
明
さ
れ
た
と
恩

よソ。
ま
た
著
者
は
宗
教

・
美
術
の
章
で
人
物
浮
彫
像
の
正
面
錨
寓
様
態
に
多
く
を

割
い
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
表
現
さ
れ
て
い
る
衣
服
の
形
態
と
髪
の
数
や

曲
線
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
出
土
資
料
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
衣
料
及
び
衣

服
の
種
類
別
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
人
物
彫
刻
像
や
建
築
遺

構
に
残
さ
れ
て
い
る
文
様
形
式
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
片
化
し
て
い

る
染
織
資
料
の
諸
特
性
を
明
ら
か
に
し
得
て
、
中
園
産
、
パ
ル
ミ
ラ
産
の
染
織

品
の
プ
ロ
ヴ
Z

ナ
ン
ス
と
停
播
の
解
明
を
進
め
、
ひ
い
て
は
、
.
ハ
ル
ミ
ラ
文
化

の
復
合
性
を
よ
り
一
一
層
鮮
明
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
ラ
日

ユ
l
ロ
ポ
ス
の
パ
ル
ミ
ラ
紳
般
の
南
壁
に
フ
レ
ス
コ
査
で
描
か
れ
た
コ
ノ
ン
家

の
供
養
闘
(
二
五
八
頁
)
に
描
か
れ
て
い
る
コ
ノ
ン
家
の
人
々
が
着
衣
し
て
い

る
外
衣
に
は

H
文
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
地
の
ユ
ダ
ヤ
致
合
堂
の
壁
査
に

も、

H
文
、
方
形
文
、

r文
、
矢
印
文
ら
の
文
様
を
表
わ
し
た
各
き
衣
を
ま
と

っ
た
人
々
が
捕
か
れ
て
い
る
。
貨
は
、

-ハ
ル
ミ
ラ
の
毛
織
製
品
の
中
に
、
綴
織

で
織
り
出
し
た
方
形
文
の
連
績
と
そ
れ
と
は
別
布
で
、
経
糸
方
向
に
劃
し
て
同

型
に
、
綴
織
で
織
り
出
し
た

H
文
の
断
片
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ

。。AU
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せ
た
完
型
品
に
近
い
織
片
が
イ
ラ
ク
の
ア
ッ
タ
ー
ル
洞
窟
か
ら
出
土
し
て
い

る
。
文
様
の
緯
糸
に
は
貝
紫
系
統
の
紫
色
で
染
め
ら
れ
た
糸
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
ハ
ト
ラ
の
僧
官
像
は
こ
の
種
の
巻
き
衣
を
着
用
し
、
サ
ナ
ト

ル
ク

一
世
像

も
こ
れ
を
使
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
貝
紫
は
稀
少
債
値
が
あ
る
だ
け
に
、

こ
れ
ら
文
様
の
も
つ
象
徴
形
式
に
は
何
等
か
の
宗
教
的
な
意
味
あ
い
が
あ
り
、

祭
儀
用
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
に
逗
い
な
い
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
染
織
資
料

に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
文
様
は
、
-
ハ
ル
ミ
ラ
の
文
化
複
合
陸
の
研
究
を
多
角
的
な
角

度
か
ら
進
め
る
場
合
、
不
可
欽
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

一
九
九
四
年
二
月
京
都
同
朋
合
出
版

A
五
剣
三
七
六
頁
一
七
三

O
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