
地

球

第
骨
義
春

凝
血璃
親

昭

和

六

空

ハ

月

支

那

度

量

衡

の
原

流
を

諭
ず

藤

田

元

春

｢

度

支
那
の
虎
魚
衝
の
起
源
は
古

い
､
史
記
を
見
る
と
夏
萌
は
以
身
感
度
p
以
却
馬
律
と

い
以
p
帝
王
治
低
の
要
務
で

あ
る
と
考

へ
鷹
番
に
は
種
皮
農
衝
を
同
-
す
る
と
あ
っ
て
.
を
の
起
源
を
砕
舜
ほ
擬
し
て
み
る
｡
叉
p
大
戴
鵡
要
言

篇
ほ
は
'
布
指
知
寸
p
布
手
知
尺
'
静
相
知
尋
'
十
等
而
索
'
百
歩
而
渚
､
三
百
歩
而
里
と
あ
る
が
､
こ
の
歌
は
い

か
に
も
適
度
の
原
流
を
語
る
所
の
古
侍
ら
し
-
考

へ
ら
れ
る
O

上
古
の
人
が
指
の
長
n
で
寸
'
手
の
幅
で
尺
ま
ね
は
肘
h
j
の
ば
し
て
間
を
取
り
'
歩
幅
で
旦
数
を
定
め
た
rJ
と
は

支
那
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
-
'
我
閥
で
も
八
題
の
ク
は
手
'
十
抱
の
ツ
カ
は
手
の
幅
､
ruう
し
た
79
の
で
物
の
大

さ
を
し
め
し
.
英
語
で
フ
ー
ト
と

い
へ
ば
足
で
あ
る
が
'
足
の
長
n
十
二
支
'
そ
れ
は
丁
度
共
闘
の
十
二
吋
即

一
沢

に

1
致
し
て
東
西
符
を
合
す
る
｡
マ
イ

ル
と

い
ふ
は
干
渉
と

い
ふ
rJ
と
で
あ
る
の
と
同
様
で
､
世
界
的
は
有
史
以
前

か
ら
rJう
し
た
約
兼
が
敏
捷
し
た
の
で
あ
る
｡

故
郷
庇
叔
術

の
原
紙
を
諭
ず

四〔三
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二

し
か
し
文
明
が
進
ん
で
-
る
と
.
き
つ
し
だ
個
人
の
大
小
は
よ
っ
て
動
-
も
の
を
以
て
慮
準
に
す
る
乙
と
は
出
凍

な

い
の
で
p
皮
の
起
練
と
し
て
種
々
の
考
説
が
載
囲
以
後
審
決
の
間
に
磯
生
し
た
､
易
韓
に
は
腸
の
尾
の
陪
臣
以
て

′ギ

一
分
､
推
清
子
に
は
兼
の

票

の

幅
を
馳
楳
と
し
､
そ
の
十
二
を

一
粟
､
十
二
粟
を
以
て

一
寸
｡
孫
子
笹
森
に
は
葦
の

吐
-
糸
を
忽
と
し
､
十
忽
で

一
糸
､
十
糸
で

一
宅
と

い
ふ
や
う
衣
紋
が
出
た
が
､
秦
が
天
下
を

一
統
す
る
に
至
っ
て

度
蓋
衝
を
統

一
公
定
L
T
多
-
の
藩
を
焚

い
て
基
準
h
t禁
じ
た
.
寮
の
亡
後
に
な
っ
て
､
そ
の
禁
じ
た
撃
が
帯
び
あ

ち
ら
こ
ち
ら
の
山
樺
の
聞
､
隠
逸
の
士
に
よ
っ
て
唱

へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
､
前
漢
に
は
古
撃
大
は
復
興
し

八
度
の
如

67,も
の
も
p
甲
論
乙
駁
底
止
す
る
所
が
を
か
つ
ね
｡

そ
こ
で
前
波
の
求
ほ
王
葬
が
政
を
癌
す
る
や
､
周
代
の
政
治
を
紺
想
と
し
己
の
名
聾
を
輝
か
す
た
め
に
､
天
下
の

中
で
律
度
濃
衝
に
通
ず
る
も
の
官
僚
人
を
徴
め
て
､

一
大
骨
講
を
以
ら
き
､
常
時
の
尊
者
劉
歓
が
之
を
主
宰
し
､
爾

め
て
天
下
の
撃
者
の
温
め
て
以
て
正
課
と
す
る
皮
最
衝
が
出
水
た
｡

出
凍
る
と
同
時
に
鋼
尺
や
竹
八
㌧
銅
の
嘉
畳
叉
は
楯
と

い
ふ
原
罪
を
つ
く
っ
て
天
下
に
之
を
触
っ
た
'
爾
来
支
郷

の
法
制
上
の
度
量
衡
は

1
定
し
､
進
度
の
源
と
し
て
黄
塵
の
管
長
は
基
づ
き
､
北
方
の
梓
黍
(
ク
ロ
キ
ビ
)中
老
の
幅

を
以
て

一
分
と
す
る
｡
又
そ
の
解
義
や
'
そ
の
乗
ru
を
以
て
｢
畳
器
､衝
紫
の
原
本
に
す
る
と

い
ふ
rJ
と
は
在

っ
た
｡

従
っ
て
支
那
の
度
量
衡
は
後
世
'
我
問
の
大
蟹
令
で
も
p
大
槽
骨
炎
で
も
す
べ
て
､
其
の
基
-
所
が
淡
の
法
制
で

あ
っ
て
'
そ
れ
は
洗
沓
律
雁
志
は
群
で
あ
る
'
円
く

蛙
瀦
分
寸
尺
丈
引
也
仰
以
比
丘
知
也
'
本
起
輯
銃
之
長
'
以
手
放
耕
黍
小
破

山
黍
之
鵬
鹿
毛

九
十
分
米
銀
之
長

1
.
銘

1
分
､
十
分
托
す
'
十
寸
堀

尺
'
十
八
結
社
'
十
丈
餌
引
和
光
舵
非
也
｡

か
う
し
た
立
法
的
の
文
輩
に
ょ
つ
て
､
爾
凍
支
那
で
は
輩
銀
の
管
長
と

い
ふ
も
の
が
圧
砕
の
原
器
と
な
ら
､
こ
れ



な
は
か
る
耕
黍
の
幅

(管
長
の
九
十
分

7
ほ
あ
た
る
)
と
い
ふ
も
の
が
､
併
せ
て
粛
正
ぜ
ら
る
J
こ
と
に
在
っ
た
｡

故
に
唐
代
の
法
制
で
あ
る
六
典
に
も
､｢
凡
皮
は
以
北
方
舟
黍
中
者

一
黍
之
戯
名
分
､
十
分
為
寸
､
十
寸
為
八
､

一
八

シ
十
ク

二
寸
籍
大
八
､
十
八
為
丈
､
と
定
め
､
最
は
赫
黍
中
者
千
二
百
番
を
禽

と

し
､
二
魚
を
倉
と
し
､
十
各
を
升
､
十
升

コク

シ
ユ

～tLJ

斗
､
三
斗
散
大

一
斗
'
十
斗
を

斜

と

す
る
と
定
め
.
擢
衝
の
方
は
種
黍
宵
黍
の
蚤
h
=j以

て

錬

と

し
､
二
十
四
鉄
を

両
と
し
､
三
両
h
t大
桐
と
し
､
十
六
両
を
斤
と
す
｡L

と
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

即
ち
唐
代
以
後
北
方
の
種
黍
の
帖
と

い
ふ
も
の
が

'

法
令
上
､
尺
の
原
器
と
な
-
其
容
積
や
､
蚤
さ
が
そ
れ
ぞ
れ

巌
街
の
原
器
と
在
っ
た
の
で
､
其
法
は
ず
つ
と
後
世
に
及
び
､
宋
代
に
於
で
も
'
卦
社
中
劇
承
珪
が
そ
の
制
度
を
正

し
た
時
､
や
は
-
洗
志
に
基
き
､
祐
黍
の
厩
HLJ以
て
分
と
L
t
畳
､
衝

い
づ
れ
も
積
黍
を
以
て
準
と
し
､
尺
寸
'
斗

升
p
両
殊
す
べ
て
古
に
従
っ
た
｡
貰
う
し
た
次
第
で
後
世
大
槽
骨
典
に
も
亦
大
明
の
制
に
綻
び

一
黍
の
枕
を
以

て
一

と
し
十
黍
を
束
ね
て
今
尺

一
寸
と
し
た
｡
之
,<LJ
工
部
密
造
尺
と
い
ふ
.

我
周
で
も
六
典
を
展
似
ね
か
ら
仲
黍
の
幅
を
以
て

一
分
と
し
て
ゐ
ね
の
で
あ
る
が
､
黍
と

い
ふ
も
の
は
'
中
と

い

っ
て
も
年
の
盟
凶
で
大
小
が
出
凍
る
L
t
同
じ
帽
だ
と
い
っ
て
も
横
黍
､
縦
黍
､
斜
黍
と

い
ふ
工
合
で
､
横
に
と
る

か
'
経
に
と
る
か
p
斜
に
と
る
か
､
そ
の
と
り
方
で
分
の
幅
は
塵
動
す
る
｡
白
か
ら
尺
と

い
っ
て
も
其
長
は

一
定
し

な

い
で
あ
ら
う
｡
故
に
長
孫
無
忠
が
陪
音
律
歴
志
を
編
纂
し
た
時
､
既
に
古
-
か
ら
倖
嫌
の
古
尺
を
比
較
す
る
と
長

無
が
あ
っ
た
｡
叉
畳
の
方
も
歴
代
の
桝
の
太
さ
が
ち
が
う
､
椎
衝
け
至
っ

ては
差
慶
は
在
は
だ
し
-
'
其
詳
在
る
こ

と
を
聞
か
ず
と
眠
喋
し
.
常
時
骨
腫
に
基
め
た
十

一
種
の
各
の
八
長
を
官
尺
で
は
か
っ
た
長
さ
か
JL
る
し
.
最
の
方

で
も
輩
鏡
管
を
そ
れ
-ド
1
十

一
楯
の
尺
で
つ
-
つ
で
､
黍
を
入
れ
て
み
て
､
千
二
百
黍
入
る
も
の
は
ね
iJ
l
つ
し
か

な
か
っ
た
こ
と
を
乱
錐
に
止
め
た
の
で
あ
る
｡

支
那
舵
紫
術
の
原
紙
を
給
ず

M
O
‥≠



｣批

求

鮮
十
五
番

第

六
眺

冒

六

O

rJ
れ
を
現
在
の
支
那
に
つ
い
て
み
る
と
､

い
か
に
も
官
尺
は
あ
る
が
､
民
間
の
尺
は
長
瀬
慣
々
で
､
各
地
各
市
'

或
は
各
月
で
長
知
が

一
致
し
な

い
の
み
で
を
-
､
聾
者
が
蘇
州
の
あ
る
店
で
凡
望
月
つ
ね
と
こ
ろ
､
同
じ
店
で
同
じ

竹
八
で
あ
る
ほ
長
短
稽
々
の
尺
が
店
頭
に
う
ら
れ
て
ゐ
ね
位
で
あ
る
｡
南
満
洲
に
行
-
と
や
は
-
同
様
で
､
裁
尺
(
覗

曲

一
尺
に
近
い
)
官
尺

(
工
郵
密
造
尺
､
蘇
尺
と
も
い
ふ
'
我
曲
尺

二
尺
〇
五
五
)
大
尺

(
又
は
箱
尺
と

い
び
､
我

曲

元

入
寸
は
近
い
)
叉
は
播
尺

(我
閲
の
曲
尺
は
似
た
木
工
の
元

､
長
n
は
曲

一
尺
に
以
と
し
い
)
と

い
ふ
四
五

種
の
も
の
が
あ
っ
て

そ
れ
が
各
都
市
で

一
二
分
の
靴
長
の
な

い
の
は
を
い
､
畳
も
糟
も
同
様
で
殆
ど
統

一
が
覆
い

か
う
し
た
乱
雅
を
状
態
は
ど
う
し
て
教
生
し
た
か
と

い
ふ
ほ
､
何
分
に
も
支
那
は
購

い
､
政
治
が
行
渡
ら
な

い
の

み
で
夜
-
1
も
と
も
と
周
代
の
古

へ
か
ら
'
育
工
い
づ
れ
も
自
分
勝
手
の
尺
む
つ
-
つ
て
ゐ
ね
の
で
､
最
初
か
ら
各

地
は
長
短
種
々
の
凡
が
あ
っ
先
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
そ
の
う
ち
で
政
も
頗
-
分
布
し
た
も
の
が
､
勢
力
の
あ
る
政
府

の
力
に
よ
白
蓮
に
公
私
rb
る
ゝ

時
代
が

さ
て

始
め
て
公
定
の
尺
と
在
っ
た
｡
そ
れ
は
賓
は
薬
代
の
こ
と
で
あ
っ
て

始
点
の
二
十
六
年

(前
二
二
-i
)
に
法
度
衡
石
女
尺
竺

定
す
る
乙
と
が
出
凍
雪

fJ
れ
は
茶
の
妖

言

よ
る
寛
大

襟
結
果
で
'
姑
息
も
大
に
之
を
自
慢
と
し
魂
邪
壷
に
秦
穂
を
通
し
､
器
械

壷

'
同
音
文
字
､
日
月
所
照
,
舟
輿
所

載
p
骨
経
基
命
と
刻
石
し
た
の
み
で
夜
も

貰
う
し
た
器
具
に
旦

々
そ
の
公
定
し
た
乙
と
h
.刻
し
な
の
で
あ
っ
た

京
都
の
藤
井
寺
助
氏
所
蔵
の
秦
槽
の
如
き
､
明
に
-

し
た
文
字
が
刻
し
て
あ
る
の
で
あ
る
,
か
-
し
て
支
那
に
始

め
て
圧
覚
衡
法
と

い
ふ
べ
き
も
の
が
磯
逢
し
た
の
で
あ
る
｡

恐
ら
-
春
代
公
定
の
尺
は
次
の
濃
代
に
も
用
以
ら
れ
た
の
で
後
人
は
そ
の
尺
に

1
周
JJL

と

い
ふ
名
を
つ
け
雪

と
こ
ろ
が
宙
水
自
分
手
製
の
尺
で
､
宵
工
が
器
械
HLJ
つ
-
つ

てゐ
允
習
慣
が

一
朝

右

に
は
無
く
な
ら
ぬ
の
み
で
な



く
.
そ
の
頃
既
は
十
進
法
と
朝
並
ん
で
､
三
と
か
六
と
か
で
畢
位
を
す
J
め
る
'
十
二
進
法
が
行
は
れ
で
ゐ
ね
習
慣

が
あ
っ
LtJ
'
敢
初
に
を
の
公
定
の
用
尺
よ
-
も
､
二
寸
短

い
八
寸
の
古
尺
と

)､
ふ
も
の
が
磯
風

さ
れ
た
｡
同
時
に
九

寸
の
八
と
か
'
叉
は

一
尺
二
寸
の
尺
と
か

い
ふ
匿
々
の
長

n
の
尺
が
民
間
に
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
｡
そ
こ
で
後

班
の
尊
者
は
'
乙
-̂
に
三
代
典
尺
の
説
(
白
虎
迫
)
と

い
ふ
の
む
た
で
､
嘉
は
十
寸
､
股
は
十
二
寸
(
元
は
九
寸
)
'
用

は
八
寸
だ
と

い
ふ
rJ
と
を
の
べ
た
｡
こ
れ
は
革
質
は
夏
叉
は
股
に
正
し

い
尺
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
夜
-
'
貰
う
し
ね

匿
々
の
尺
の
布
衣

を
み
て
､
か
や
う
に
簡
明
し
た
ま
で
ゞ
あ
っ
た
ら
し

い
｡
し
か
も
そ
の
習
慣
は
容
易
に
ぬ
け
な
か

っ
た
か
ら
'
遂
に
唐
代
に
在
る
と
､
十
寸

を
1
凡
と
す
る
と
同
時
に
'
十
二
寸
を
以
て
大
凡
と
す
る
と
か
､
三
斗
を

以
て
大

.i
斗
ほ
す
る
と
か
'
三
両
を
大

一
両
は
す
る
と
か

い
ふ
法
制
を
た
で
J
以
て
俗
間
の
慣
用
に
各
せ
し
め
る
と

い
ふ
乙
と
は
在
っ

てし
ま
っ
た
｡
蓋
し
十
二
進
法
叉
は
六
進
法
に
ょ
る
曹
慣
の
土
地
は
､
現
在
も
支
那
に
あ
る
｡
例

令
ば
鹿
北
省
塩
州
の
J,iJ
と
さ
は
六
を
以
て
畢
位
と
し
.
之
を
秦
の
遺
制
だ
と

5'
以
'
六
文
で

一
飯
､
六
十
六
文
で

一

両
､
六
甘
文
で

一
貫
､
出
来
も
十
二
投
を
以
で

一
担
と
し
｡
六
丁
で

一
里
だ
と

い
っ
て
ゐ
る
の
類
で
あ
る
｡
乙
れ
は

り
.
1
本
で
rJ
へ
も
'
同
様
な
慣
習
が
時
々
あ
ち
ら

)̂
ち
ら
に
機
春
す
る
こ
と
に
ょ
つ

て'
其
由
雄
の
古
き
が
し
ら
れ
る

と
川
心
は
れ
る
｡

ruう
し
た
次
節
で
あ
る
か
ら
結
局
支
郡
に
は
定
尺
が
を

い
｡
け
れ
ど
も
'
少
-
と
も
素
始
鼻
の
時
に
､
あ
る
長

ru

の
定
尺
が
旧
来

でp
漢
代
に
用
ひ
ら
れ
た
乙
と
は
僅
か
で
あ
る
.
決
代
の
着
尺
は
今
日
所
々
か
ら
畿
掘

ruれ
る
｡
を

れ
に
ょ
る
と
七
寸
五
六
分
か
ら
入
寸
は
ち
か

い
､
故
に
'
こ
の
年
の
曲
尺
か
ら
約
二
寸
を
減
じ
た
長
さ
を
以
て
､
凡

そ
皆
時
の
公
八
と
み
y
よ

い
､
次
で
唐
の
六
典
の
時
に
､
そ
の
八
寸
の
尺
を
以
て
小
尺
と
し
､

一
八
二
寸
を
以
て
大

支
那
庇
光
村
の
脱
油
を
諭
ず

四

宅

五



地

球

節
十
五
容

堅

ハ

如

E
0
(

六

八
と
定
め
た
､
そ
れ
が
恰
も
我
問
の
曲
尺

完

に
相
等
す
る
｡
爾
水
干
有
飴
年
･
支
那
で
の
必
定
の
尺
は
､
我
問
の

曲
尺
の
長
ruに
近

い
も
の
と
定
ま
っ
て
し
ま
つ
誓

故
に
今
で
も
満
洲
は
於
て

官
尺
､
裁
尺
､
又
は
拐
尺
､

い
づ

れ
も

〓
芽

の
差
は
あ
る
が
.
す
べ
て
は
我
曲
ノミ
即
三
〇
三
先
に
ち
か

い
の
で
あ
る
｡

繰
返
し
tJ
い
へ
ば
支
郡
の
ず
つ
と
晋
に
は
'
標
尺

(
八
寸
)
か
ら
み
て
､
周
尺
八
寸
と

い
っ
た
魔
の
1
六
寸
四
分

｣

に
ち
か

盲

児
が
あ
も

や
が
王

寺

を
延
し
て
八
寸
の
淡
尺

(
用
尺
､
寮
尺
又
は
唐
の
小
八
)
が
出
#
,
吏
ら
ほ

二
寸
姦

し
三

八
の
単
位

(唐
大
凡
p
我
邦
の
曲
尺
)
が
揖
兼
ね
の
で
あ
る
0
そ
の
妊
し
方
は
或
は
十
分
二
を
増

す
7?
あ
れ
ば
､
或
は
五
分
四
を
乗
じ
て
短
-
す
る
､
或
は
四
分
の
玉
を
乗
じ
で
長
-
す
る
も

の
も
あ
っ
た
の
で
､
を

の
粘
基
は

蒜

や
二
分
の
批
長
が
Ⅲ
凍
ね
が
､
n
う
し
た
種
々
の
鼻
化
は
よ
-
P
支
弗
に
は

一
地
方
に
於
て
､
常
に

少
-
と
も
四
五
種
の
凡
が
あ
る
,J
と
ほ
を
つ
誓

我
岡
は
於
で
も
そ
れ
が
波
凍
L
tJ
P
六
寸
四
分
の
帝
尺
を

1菊
ざ

L
L
と

い
び
'
曲
八
寸
の
も
の
h

r
7P
A
ぎ
｣
と

い
S
.
曲

完

を

1
か
ね
ざ
L

L

と

い
ひ
､
そ
の
上
に
二
寸
を
増

し
た

｢
高
麗
八
｣
二
寸
五
分
を
ま
し
た

｢
鯨
尺
｣
と

い
ふ
7P
の
が
､
現
在
で
も
用
以
ら
れ
る
や
う
に
､
細
砕
で
は
李

朝
は
於
て

玉
等
の
八
と

い
ふ
制
が
あ
わ
用
尺

(
六
寸
四
分
)
機
器
尺

(
八
寸
か
ら
九
訂
)
要

は
布
八
と

い
ふ
も

の
の
中
空

八
五
寸
八
か
ら
､

一
八
八
寸
は
近
完

八
が
出
漆
芸

で'
今
日
で
7P
民
間
家
庭
で
は
､
手
製
の
大
凡

が
鮫
川
孟

去

る
｡
筆
者
は
7で
の

云

姦

州
は
警

'
雲

陳
列
館
に
用
陳
し
た
位
で
あ
､る
｡

(拙
著
火
度
掠

考
参
照
)

n
ぅ
し
た
次
第
で
､
支
那
に
は
種
々
の
凡
が
あ
る
け
れ
ど
7g
･
決
代
､
黄
鐘
律
は
輔
通
し
て
燕
黍
と
い
ふ
も
の
を

皮
の
起
源
に
し
て
か
ら
は
､
を
の
基
-
所
が

這

し
､
唐
大
凡
を
縛
る
ほ
薫
っ
て
,
大
凡
の
凡
長
が
公
是
し
莞

我



邦
の
曲

完

J
J
い
ふ
も
の
が
其
標
準
で
あ
る
0
晴
の
官
八
は
明
の
官
尺
と
曝
化
が
な
か
っ
た
が
.
手
か
ら
手
は
う
つ

す
間
に
心
理
撃
的
批
長
が
出
水
､
あ
る
土
地
で
は
其
長
里

二
完

､
五
種
に
79
な
つ
y
ゐ
た
が
'
後
に
三
〇
八
種
を

以
三

八
と
し
た
.
し
か
し
中
華
民
間
の
八
長
は
…

○
粍
で
あ
る
｡
従
っ
て
今
日
の
日
本
の

一
尺
よ
-
79
.i
七
粍

長

い
八
品

以
芸

る
｡
し
か
し
其
基
ふ

は
右
に
述
べ
た
や
う
な
歴
史
の
結
果
で
あ
っ
て

日
本
の
曲
尺
と
支
那

の
甘
凡
と
は
其
教
生
か
ら
み
て
同
輝
凡
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
0
朝
鮮
も
同
様
で
あ
っ
て

日
本
凡
と
朝
鮮
の
木
工
の

八
と
は
､
金
-
同
じ
だ
と
,
鮮
民
が
確
言
す
る
棟
で
あ
る
｡
蓋
し
H
t
鮮
､
支
h
T通
じ
て
､
公
定
の

.L
<
と

い
ふ
も

の
､
は
を
の
塵

-
所
が
同
じ

5,も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
､
曇

八
は
右
に
の
べ
た
や
う
に
人
身
の
手
の
寸
法
か
ら
敏
速
し
た
の
で
あ
る
が
､
し
か
ら
ば
畳
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
'

畳
の
方
も
輩
鐘
の
管
と

い
ふ
や
う
な
も
の
か
ら
旧
教
し
た
も
の
で
夜
-
､
何
か
人
鰭
は
閥
係
し
た
も
の
が
な
か
っ
た

か
と
考

へ
る
0
両
手
で
物
を
掬
う
と

い
ふ
こ
と
が
あ
る
,
も
し
-
は
皿
に
の
せ
て
､
或
は
木
の
葉
に
の
せ
V
.
之
を

食
う
と
か
飲

む
と
か

い
ふ
時
に
,

蒜

二
杯
と

い
ふ
=:単
位
が
出
来
は
し
な
か
っ
た
か
｡
予
の
考
ふ
る
所
で
は
t
ruろ

女
ナ
ゾ
コ

し
た
原
始
の
政
も
プ
リ
ミ
チ
ー
プ
在
宝
器
は

掌

で

は
な
か
っ
た
か
と
考

へ
る
｡

洛
北
の
水
野
と

い
ふ
所
に
土
鍋
の
製
作
地
が
あ
る
｡
去
月
そ
の
地
は
行
っ
て
土
器
の
製
作
と
種
板
と
な
み
カ
所
､

澱
も
小
rこ

の
は
粘
土
を
右
の
掌
に
の
せ
で
そ
れ
を
左
の
肘
底
で
叩
-
'
二
三
回
誓

-
と
小
さ
い

｢
コ
ホ
P
ケ
｣

と

い
ふ
土
器
が
山
楽
る
､
そ
れ
を
や
け
ば
･
収
,p
直
さ
ず
輩
の
模
型
が
旧
来
た
と

い
ふ
べ
F
Jで
あ
る
｡
乙
の
小

rJ
い

コ
ホ
ロ
ケ
の
上
に
小
ヂ
ク
,
大
チ
タ
と

い
ふ
名
の
土
器
が
あ
る
､
小
升
､
大
升
の
真

相
で
あ
る
｡
そ
れ
か
ら
三
度
凹

ま
那
･･#
北
村
の
脱
油
を
沸
ず

買

七



地

球

節
十
.先
程

第

六

既

望
C)

八

度
五
度
六
庇
七
斑
と
段

々
大
き
-
九
度
､
十
度
に
薫
っ
て
ソ
コ
ミ
と

い
ふ
凪
に
士
署
が
大

dTJ-
在

っ
て
止
ま
る
｡
三

比
四
皮
と

い
ふ
藷
は
予
の
考
ふ
る
朋
に
よ
れ
ば
､
三
豆
､
四
豆
と

5'
ふ
の
と
同
意

で
は
な
か

っ
た
か
?
･

蕃
多
川
素
描
氏

は
近
世
風
俗
志
に
同
塵

の
こ
と
を
考

へ
'
第
八
翁

に
､
膳
と

い
ふ

一
節
敷
設
で
日
-

カ
シ
ハバ

上
古
は
全
知
を

相

楽

に

盛
る
故
に
臓
の
和
訓
｢
か
し
は
で
L
と
云
ふ
､
北
ハ後
は
土
淋
及
び
-;
物
(木
淋
)を
畑
ふ
｡

土
耕

か
わ
ら
げ

と
訓
ず
､
古
名
に
小
を
｢
こ
ち
う
L
今
の
へ
そ
か
は
ら
け
也
漸
-
大
を
三
度
､
今
季
か
酒
杯
に
州
ふ
O

五
㌧
七
'
九
'
十
二

十

三
､
十
光
腔
八
に
は
希
を
嫡
る
､
土
耕
十
五
庶
人
に
止
む
｡
叉
｢そ
-
ぴ
｣､
｢あ
ひ
の
も
の
L

｢
(
い
か
う
｣
韓
の
名
あ
り
､
へ
い
か
う
聖
杓
也
｡

と

の
べ
で
あ
る
､
こ
れ
は
恐
ら
く
啓
多
川
氏
が
東
野
で
見
聞

し
た
こ
と
で

あ
ら
う
｡
但
し
水
野
は
も
と
は
奈
良
か
ら

嵯
峨

へ
移
っ
た

(
八
軒
屋
)
の
で
あ
つ
ね
が
､
後
地
を
髄
ふ
て
幡
枝
に
う

つ
ゝ
た
と

い
ふ
､
幡
枝
は
先
般
桓
武
寛
都

の
畔
の
克
HLJや

い
ね
窯

の
登
兄
さ
れ
た
土
地
で
粘
土
が
多

い
.

水
野
は
そ
の
小
字
で
近
衛
豪
儀

で
あ

っ
た
｡
賓
は
実
都
以
凍
菜
廟

の
祭
器
を
作

っ
て
奉
仕
L
LJ
一
族
の
居
住
地
で

あ
る
O
読
数
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
､
育
凍
相
俺
で
家
柄
も
立
派
は
老

少
'
就
中
､
丸
太
未
､
忠
太
夫
の
二
家
は
､

rJ
の
村

で
の
本
元
で
あ

っ
て
､
今
も
其
業
を
醸
承
し
､
御
所
や
近
衛
家
を
は
じ
め
醐
配
は
土
器
を
供
給
す

る
｡

北
肉
魚
山
行
詑

(
瀦
州
府
誌
の
著
者
､
元
醸
二
年
十

ti
月
は
姦
し
ね
黒
川
遺
繭

の
著
)
を
見
る
と
.
そ
れ
に
は
や

は
ヵ
t
PJ
の
水
野
の
土
器
町
む
し
る
し
､

サ

､

ハ

ノ

船
山私
製
之
'
家
艇
に
火
な
る
f･S
を
設
け
､
概
に
土
に
て
鍋
や
し
わ
形
を
Ĵ
L
ら
(
､
ij盃
を
北
べ
紀
､
底
所
々
に
火
を
開
下
よ
り

練

柴

を

新
と
L
t

･;

ノ
ツ

ゾ
ク
ビ

申
炭
焼
之
｡
.qhf中
幡
火
を

減

し

翌
日
川
二上
林
F｡
瀬
棚
に
蛍
る
｡
治
兵
術
と
い
(
る
碑
細川袈
舵
中
に
土
雅
を
献
ず
､二
二
鹿
五
庶
七
庶

楽

曲

な

ど
云
て
大

ナ
ヅ
ク

小
敗
=仰
あ
り
'
此
租
舵
は
冊
九
秋
の
脚
の
次
餌
よ

り
名

付

､

耳
付

土
非
を
娯
す
｡
光
れ
ば
嶋
の
御
肺
の
砧
河
焔
の
略
に
て
'
飲
上
家
の膳

の
上
に
賓
i

双
を
織
る
物
也
｡



と
の
べ
て
二

光
醸
頃
に
や
は
旦
二
度
五
度
七
度
と

い
ふ
名
が
あ
っ
た
rJ
と
を
告
げ
る
､
其
製
法
､
三
河
年
後
の
今
日

少
し
も
頻
っ
て
ゐ
な

い
､
恐
ら
-
千
年
の
菅
と
同
様
で
あ
ろ
う
｡

今
日
で
は
水
野
の
忠
太
夫
と

い
ふ
家
に
相
乗
倖
氷
の
技
術
は
長
じ
た
老
娘
が
ゐ
る
'
三
､
四
㌧
五
､
六
､
七
､
八

九
､
十
と

い
つ
三

二
､
五
､
七
､
十

一
､
十
三
､
十
五
と

い
ふ
奇
数
名
を
用
以
覆

い
､
,J
の
彼
の
方
は
元
碓
潜
時
既

に
そ
の
名
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
､
寄
数
名
に
し
た
の
は
恐
ら
-
中
世
の
こ
と
で
'
革
質
は
三
､
四
､
五
と
進
ん
だ

の
で
は
な
か
っ
た
か
O

喜
多
川
氏
は
三
度
は
酒
器
也
と

い
び
､
黒
川
氏
も
亦
九
献
の
酒
の
次
第
と

い
っ
た
が
､
其
基
-
朗
は
何
か
と

い
ふ

け
我
閥
の
古
幡
に
は
見
え
な

い
け
れ
ど
79
､
支
那
に
あ
る
や
う
だ
｡

周代
窺
廟
の
祭
器
で
あ
る
勺
又
は
番
と

い
ふ
も

の
を
み
る
と
'
其
形
は
コ
ホ
ロ
ケ
に
類
し
､
三
鹿
と

い
ふ
語
は
支
那
で
旦

二
豆
と

い
ふ
た
の
で
あ
る
｡

雌
詑
郷
飲
酒
の
櫨
を
見
る
と
､
六
十
者
三
豆
､
七
十
者
四
豆
､
八
十
着
垂
q
P
九
十
着
大
豆
所
政

明
義

孝

也

と

あ
っ
て
､
老
人
に
酒
と
す
ゝ
め
る
ほ
'
老
年
ほ
ど
大
き

い
杯
を
以
て
L
t
窯
を
硝
ふ
と
あ
る
が
'
秋
官
の
葉
巻
に
は

犬
人
波
を
致
す
六
登

ハ
雪

六
蔓
と
し
る
L
t
同
じ
-
八
歳
八
東
入
超
と

い
ふ
御
馳
走
の
数
倍
が
鞄
さ
れ
て
ゐ
る
｡

爾
雅
に
は
克
豆
(
即
か
は
ら
け
)
謂
二之
翠

と
あ
-
､
肉
を
の
せ
る
も
の
だ
と
託
し
'
説
文
に
は
皿
と
瓦
と
は
飯
食

之
川
見
で
あ
っ
て
象
形
些
且
同
意
と
あ
る
｡
し
て
み
る
と
意
は
皿
で
あ
っ
て
'
古

へ
の
柏
葉
ほ
か
へ
た
も
の
､
飲
器

で
あ
り
食
器
で
あ
る
｡

飲
茶
と
し
て
の
最
古
の
者
と
し
て
は
間
借
古
鑑
の
龍
勺
で
あ
る
｡
そ
れ
は
高
九
分
'
泥
八
分
'
殺
長
二
寸
九
分
､

澗

tIt
寸
八
分
宗
廟
器
也
と
あ
る
が
､
其
形
の
龍
首
を
と
る
と
薯
に
我
土
器
'

八
ソ
ダ
ブ
ラ
ケ
､
又
は
n
ホ
ロ
ケ
に
等

文
部
蛇
米
桝
の
原
紙
を
諭
ず

四
二

九



地

球

節
十
五
怨

飾
六

班

四
三

1
0

し

い
形
で
.
肘
と
輩
と
の
間
に
士
を
い
れ
て
叩
い
て
作
-
つ
た
7P
の
ほ
近
い
O
他
記
は
夏
后
氏
梢
豆
'
段
玉
豆
､
周

敵
意
と
あ
る
が
相
銀
典
物
之
飾
也
と
あ
る
通
-
､
支
那
で
も
最
古
の
豆
は
錐
が
在
か
っ
た
p
股
で
は
ま
即
玉
異
が
川

塞
.周
で
は
献
豆
､
献
膏
姿
で
婆
足
希
疏
之
義
で
あ
る
か
ら
疏
刻
が
加
は
っ
た
の
だ
と
い
ふ
定
瀧
で
あ
る
.
し
て
み
る

と
rJ
の
カ

バ
ラ
ケ
は
教
育
の
柏
豆
の
形
で
は
な

い
か
'
こ
れ
を
勺
叉
は
盾
と

い
ふ
､
そ
れ
で
三
杯
位

い
れ
ら
れ
る
場

合
の
土
器
を
水
野
で
は
現
に
三
度
と

い
ふ
｡
皮
は
豆
又
は
斗
と
同
じ
語
で
あ
ら
う
｡

コ
ホ
ロ
ケ
の
つ
ぎ
ほ
そ
の

一
杯

コ
ヂウ

オ
ホ
ヂウ

平
幕
入
る
も
の
は
小
升

'

二
杯
入
る
も
の
は
大

升

で

､
そ
の
つ
ぎ
が
三
度
､
そ
れ
か
ら
四
'
五
､
六
p
七
'
八
と
段

々
大

き
-
な
っ

て､
寓
種

1
尺
に
も
在
っ
て
ソ
ク
ミ
(
威
風
)と

い
ふ
も
の
で
極
ま
る
｡
本
朝
陶
器
致
竃
に
旦

二
度
か

ら

ruき
一
寸
づ
1
大

き
-
在
る
の
で
､

一
寸
を

一
皮
と

い
ふ
風
に
計
算
す
る
の
だ
と
述
べ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
周
鵡
考

工
記
の
其
懲

一
寸
其
賓

一
豆
と
あ
る
の
ほ
叶
ふ
Y
何
だ
か
そ
の
大

n
の
順
序
が
畳
を
し
め
す
や
う
で
あ
る
｡
但
し
rJ

の
尺
は
用
尺
で
あ
る
か
ら
楳
n
八
分
は
在
る
､
知
友
島
田
月
産
発
は
最
近
こ
の
他
の
土
器
｡=考
を
の
べ
､
現
状
を
記
rb

れ
八
寸
を
以
て
最
大
の
士
暴
と
し
る
rb
れ
た
｡
即
ソ
ク
ミ
は
周
尺
で
直
種

7
八
の
土
器
で
あ
る
｡

(
考
古
撃
難
詰
第

二

一
食
､
三
重
照
)

今
rJ
･J
で
飲
酒
の
碁
か
ら
畳
を
た
て
穴
例
を
上
ぐ
れ
ば
､
用
地
粋
人
の
酒
器
に
も
宙

一
升
､
触
三
升
と
あ
る
｡
機

･l-れ
叫･=.

器
制
度
に
は
､伽
大
二
升
､解
大
三
升
と
あ
る
｡
即

へ
ソ
ガ
ワ
ラ
ケ

一
杯
が

一
升
､
二
升
が

大

升

で
'
三
度
は
三
升
と

い
ふ
rJ
と
で
あ
っ
た
と
考

へ
る
と
､
rJ
の
用
嘩
ヤ
機
器
の
制
度
の
古
膝
が
'
我
柳
に
も
音
-
か
ら
あ
っ
た
rJ
と
に
な
る

決
薄
地
班
志
を
み
る
と
､
燕
の
様
に
'

･=
･-
･･･ヱ
1

=.!=
･.-:A;･

J
=

:
;･
･=
==
･･==･
････､
:
･
･
.=
･
仙
目
端

･:｡
｡
Q｡了

,･･,
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･･･
･･;
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･
･
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-
･
,
･
､
･
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････:
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舶
於
三
方
之
外
,
故
孔
子
悼
道
不
雪

横
枠
於
轡

欲
桝

九
如
布
以
也
o
夫
楽
浪
海
中
'
有
傭
人
'
分
鵠
官
僚
帥
'
以
城
崎

雑
俄
｡

と
あ
る

｡

果
し
左

官
ば

竹

製
の
笹
や
､

木

製
の
豆

で
飲
食

し

た

の

は
鮮

人

の
み

で

は
な
か

っ

た
筈

で
あ
っ
て

古

い
東
洋
の
習
慣
で
あ
っ
た
｡
故
に
爾
雅
の
克
登

(
カ
ワ
ラ
ケ
)
を
用
払
た
乙
と
貴

い
｡
神
武
天
島
の
東
征
は
は
さ

う
し
カ

ー
ヒ
ラ
カ
｣
を
つ
-
ら
れ
た
倖
説
が
あ
る
0
そ
の
製
作
を
榛

へ
た
水
野
の
工
人
が
､
今
79
猶

ロ
ク
芸

邦
S

ウ
ツギ

な

い
で
p
ね
ヾ
掌
の
上
に
粘
土
を
置

き
丸

い
鍋
蓋
棟
の
丸

木

で
'

コ
ホ
ロ
ケ
か
ら

ソ
ク
ミ
ま
で
の
豆
を
つ
く
る
rJ
と

は
､
薯
に
由
水
が
古

い
と
云
は
ね
ば
な
ら
r肘
｡

発

語

が
九
献

品

と

い
つ
た
の
も
莞

慧

票

,志

を
み
る
と
ー

望

廿
二
諾

警

人
,
革

志

完

献
.
覧

砦

.
加
響

萎

W
｡

と
あ
る
O

笹
且
は
朝
鮮
の
も
の
で
は
覆

い
,

支
那
の
譜
で
あ
っ
て

論
語
に
も
壁

芸

事
別
は
有
司
赤
す
と

い
孟

川

が
あ
る
○
恐
ら
-
は
n
JJl
L
票

H
い
周
代
に
は
,
rJ
の
飲
撃

物
の
雷

は
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
但
し
西
開
所
鋸

に
出
豊

と

い
ふ
畠

は
銅
器

雲

宗

つ
-

1
た
か
つ
き
｣
と

い
ふ
形
は
在
る
が
､
蓋
し
孟

原
始
の
周
東
な
ら
ば

量

が

な

く

V

p
今
の
カ
ワ
ラ
ケ
ほ
近
か
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
｡

○

し
か
ら
ば
さ
う
し
望

ホ
ロ
ケ
竺

升
と
し
,
そ
れ
か
ら
二
升
三
升
と

い
ふ
風
に
食
料
か
ら
風音

定
め
望

遠

が

ど
こ
に
あ
る
か
と

き
か
れ
る
な
ら
ば
,
予
は
直
ち
に
左
俺
昭
竺

奉

の
僕
を
あ
げ
る
で
あ
ら
う
｡

神
代
豊

北
､
宜
畷
於
鏑
､
四
升
些

雪

舟
･2
兆
E
I
r
以
発
於
璽

釜
十
川
錨

こ
れ
は
周
代
の
解
で
は

完

と

い
ふ
の
は
四
升
で
あ
っ
た
と

い
ふ
こ
と
で
､
望

､
四
位
.
四
釜
と

い
ふ
風
に
四

杯
つ
ヾ
つ
て
登
っ
て
ゐ
て
.
十
釜
を
以
三

鐘
と
し
雪

故
に
二

鐘
は

淡
那
比
光
軸

の

fgf油
を
諭
ず

Ii
trl.

.i

.i



地

球

妨
十
五
各

節
六

舵

M
7
1.Lt

一

二

罫

松

前

柑

fl･

t

X

1
0
x

4
×

4

x

4

=
6
4
0

六
前
田
斗
と
な
る
O

rJ
の
計
算
が

周
代
及
漆
代
に
あ
っ
た
乙
と
は
用
地
奥
氏
は

発
レ
之
以
筏
レ
郷

､
探
尺

､
内
分
尺

､
何
問ー
北
ハ外

､
北
ハ鵠

一
別

と
い

ふ
の
は

､

鄭
玄
が
注
し
て
'

倒
升
田
打
t:'
些
瓜
田
帳

､
閉
院
円
郁
(
衣
)
酬
六
斗
何
升
也
瑚
十
川
銀
｡

と
あ
る
の
に
ょ
つ
て
苛
明
ru
れ
る
｡

4
ナ
ゾ
17

も
し
fJ
の
四
升
と

い
ふ
と
こ
ろ
の
舛
が
､

コ
ホ
ロ
ケ

一
杯
即

輩

は

7
杯
の
名
セ
あ
る
と
す
る
と
音
の
舛
は
今
の
二

勺
枕
に
し
か
在
ら
ぬ
､

1
豆
と

い
っ
て
も
掌
で
四
杯
で
あ
る
､
極
め
て
少
畳
と
在
る
の
で
あ
る
が
､
芸
う
し
た
少
畳

の
密
接
が
あ
る
か
と

い
ふ
ほ
､
小
爾
雅
と

い
ふ
本
に
育
僻
が
あ
る
､
日
-

両
手
謂
之
掬
､
掬
四
謂
之
豆

と
あ
る
.
rJ
れ
は
狩
谷
接
衝
も
寵
め
て
古
侍
と
し
た
.
い
か
瀧
も
手
で
す
-
つ
で
四
杯
が
豆
で
あ
る
｡

左
侍
に
四
升

が
東
で
あ
る
と

い
ふ
の
は

7
致
す
る
｡
し
て
み
る
と
か
の
水
野
の
コ
ホ
ロ
ケ
が
元
凍

-1
升
人
で
あ
っ
た
の
が
､
そ
の

オ
ホ
ヂウ

二
杯
で
大

升

と

い
払
､
そ
れ
が
後
の

一
升
と
在
る
の
で
あ
っ
た
､
つ
ぎ
ほ
そ
の
四
杯
で

一
意
と
写
っ
た
｡

山
豆
と
は

ヽ
ヽ

中
人
の

7
食
で
あ
る
'
史
記
に
も
廃
園
俺
に

一
飯
斗
米
と
あ
る
｡
斗
は
豆
で
あ
る
.
載
園
策
に
斗
食
と
あ
る
､
考
工

記
粋
人
に
は

一
献
些

二
酬
則
三
豆
と
あ
る
｡
即
酒
は
三
豆
の
大

き
い
カ
ヮ
ラ
ケ
で
の
む
か
､
叉
は
小
さ
い
の
で
三
杯

(
コ
ホ
ロ
ケ
)
や
る
か
t
を
凍て
が
中
人
の

一
頓
酒
量
で
あ
っ
た
こ
と
を
菅
げ
る
｡

苧
つ
し
た
rJ
と
か
ら
考

へ
る
と
畳
の
起
源
は
金
-
食
料
で
あ
る
｡
四
豆
と

い
へ
ば

一
家
四
人
の
食
'

.L
釜
と

い
へ



ば
釜
で
炊
-

一
日
分
の

7
家
の
食
畳
で
あ
る
｡
を
の
蜜
際
の
譜
が
元
に
在
･-
p
や
が
.tJ
凡
が
定
ま
っ
た
後
は
､
深
尺

内
方
尺
即

売

立
方
を
以
三

斜
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
'
故
に
瑛
事
に
於
で
は
法
制
を
定
め
て
日
工

先
細
空
目升
斗
糾
也
所
以
叔
多
少
也
本
起
於
非
鎖
之
命
､
川
政
教
空

嘉
､
以
手
数
桐
黍
中
細
千
空

音
'
賓
共
偽
､
以
非
水
準
北
海
'
食
伶
禦

rl
､

ヽ
ヽ

十
合
侶
升

､
十
介
錯
斗
十
斗
鵜
桝
田
立
党
筋
炎
､
北
ハ法
川

銅
分
尺
耐
禦

ハ外
､
分
布
腐
雪

炎
上
結
納
､
其
下
筏
斗
､
左
耳
侶
升
'
水
井
禦

｢

と
託

し

た
｡

こ
れ

は

方

尺

の
固

い
藍

昔

つ
-

-

其

の
器

の

下

に

斗

､

左

耳

に
升

'

右

耳

に
倉

の

原

器
h
'
つ
け

た
の

で
あ
る
'
閏
情
古
鋸
に
そ
の
間
が
の
つ
て
ゐ
る
｡

か
う
し
た
原
器
が
山
楽
で
､
や
が
て
古

い
樽
を
失
つ
ね
が
'
串
に
も
我
問
に
は
'
完
勝
の
祭
器
と
し
て

洛
北
木

野
に
古
代
の
畳
を
瓜
以
避

き
し
む
る
土
器
が
あ
っ
て

厳
然
と
し
て
三
豆
か
ら
十
豆
に
至
る
豊

富

今
は
作
-
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
0

で
あ
る
か
ら
古

い
時
代
の

一
重

苦

い
ふ
も
の
は
､
日
本
の
み
で
な
-
今
日
も
支
那
の
各
地
に
の
rJ
つ
て
p

一
間

と
か

一
経
と
か
い
っ
て
p
油
む
う
る
畳
器
は
そ
の
面
影
を
偲
ば
す
の
が
あ
る
p
又
朝
鮮

へ
ゆ
-
と
､
宿
屋
で
食
は

一

杯
盛

さ
ら
し
か
=
ru老
い
｡
し
か
も
を
の

tl
腕
は
二

千
年
以
前
の
古
墳
か
ら
出
る
鋼
椀
と
殆
ど
同
大
で
あ
っ
V
.

一
頓
食
と

い
ふ
も
の
は
古
凍
少
し
も
担
ら
沿
｡

我
閲
で
は
朝
鮮
の
や
う
に
盛

き
-二
杯
と

い
ふ
乙
と
は
､
婚
磯
の
時
花
嫁
に
食
は
す
時
に
於

での
み
そ
の
凪
を
つ

た

へ
･
普
通
は
三
杯
で
二
人
前
と
な
つ

tJゐ
る
､
四
杯
も
-

へ
ば
十
分
だ
と

い
ふ
こ
と
が
'
平
素
の
食
事
の
櫨
に
在

っ
た
｡
こ
れ
も
薯
に
乙
の
四
升

一
豆
の
古

い
最
の
起
源
か
ら
出
磯
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
従
っ
て
古
畳
は
今
日
と
ち

が
っ
て
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
p
故
に
伊
藤
菓
涯
は

｢
制
度
通
し
の
中
は
､

1洪
岬
の
斗
-
榊
の
つ
も
り
霜

ほ
ど
と
云

ふ
こ
と
は
評
に
し
｡
が
た

し
｡
--1
略
技
の
畔
の
嘉

と
云
ふ
も

の
は
p今
日
日
本

の
H

=

ほ
ど
ゝ
き

こ
ゆ
L

支
那
庶
灘
術

の
舶

洗
髪

等

芸

三



地

球

節
十
北
谷

節

大粒

は
二
ハ

1I
四

と
の
べ
扶
沓
食
貿
志
の

｢食
人
月

一
石
草
｣
及
び
旬
奴
俺
の
厳
光
が
言
等
を
引
用
し
て
之
を
苛
明
し
た
の
で
あ
る
O

い
か
に
も
rb
う
で
あ
ら
う
と
考

へ
る
｡
即
ち
決
代
ま
で
の
升
斗
有
と

い
ふ
も
の
は
､
大
略
日
本
の
今
日
の
升
斗
石
の

十
分

1
に
該
督
し
た
も
の
と
見
え
る
｡
恐
ら
-
ruう
し
た
標
準
が
普
遍
的
に
後
世
に
も
影
響
し
た
で
あ
ら
う
と
考

へ

る
が
､
其
後
景
に
闘
し
て
は
､
厄
介
顎
問
題
が
件
座
し
て
き
た
｡
そ
れ
は
最
初
は
常
人
の

一
頓
食
か
ら
出
磯
し
わ
も

の
が
､
後
に
は
そ
の
穀
物
の
Ⅲ
凍
る
地
積
に
踊
係
し
て
-
る
や
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
史
記
の
河
東
薯
を
み
る

と
｢
収
骨
畝

一
鐘
｣
と
託
し
ね
や
う
に
､

一
畝
の
収
穫
高
が

7
鐘
即
大
尉
四
斗
と

い
ふ
rJ
と
は
考

へ
ら
れ
で
き
た
O
貰

う
す
る
と
土
地
の
好
悪
､
も
し
-
は
年
の
豊
凶
に
よ
っ
て

一
鎧
と

い
ふ
79
の
ゝ
塞
が
か
は
る
.
日
本
で
も
廿
は
田
の

方
六
八
を
以
て
歩
と
し
､
歩
の
内
村
米

山
升
と

い
ふ
制
度
(
令
築
刑
)
が
あ
っ
た
｡
但
し
rJ
の

一
升
は
唐
の

1
升
で
.

仝
-
淡
の

一
升
と
は
ち
が
う
が
､
rJ
の
方
法
は
よ
る
と

き
は
地
味
に
よ
少
､
晶
席
に
よ
わ
､
年
々
歳

々
升
の
畳
は
か

は
る
｡
少
-
と
も
山
朋
と
平
地
の
附
と
は
ち
が
う
.
鉱
は
放
て
ね
と

へ
ば
収
穫
後
の
同
じ

一
俵
と

い
ふ
も
の
が
'
土
地

に
ょ
つ
三

見
が
ち
が
以
/二

二
斗
俵
｡
三
斗
五
升
倣
｡
四
斗
倣
｡
五
斗
俵
｡

い
づ
れ
79
1
億
だ
と

い
ふ
各
地
各
政
の
風

習
が
､
つ
い
先
口
迄
我
園
の
地
方
は
あ
つ
ね
や
う
な
乙
と
は
在
る
で
あ
ら
う
｡
同
藤
に
浦
洲
で
も
官
斗
､
倉
斗
､
市

マ
ノ

斗
圃
斗
､
僧
斗
等
の
各
種
の
景
器
が
出
水
'
叉
同
じ

一
斗
で
も

大

豆

と
芝
確
と
､
高
梁
と
､
小
穿
等
々
'
各
そ
の
品

目
は
よ
っ
て
'
安
食
が
ち
が
以
､
年
々
の
豊
凶
は
よ
っ
て
之
が
又
趣
化
す
る
の
で
あ
る
｡
恐
ら
-
こ
れ
は
､
支
那
Ti<;

地
至
る
所
同
様
で
あ
る
で
あ
ら
う
｡
日
本
の
や
う
に
穂
川
些

二
有
年
の
太
平
が
つ
ゞ
き
P
政
令
が
徹
底
し
た
問
で
は

蒐
文
以
後
の
加
-
.
京
升
の

一
升
が
各
地
に
共
通
し
遂
に
中
世
の
胤
酢
を
升
豊
を
姓
-
す
る
FJ
と
が
出
凍
た
け
れ
ど

也
.
支
郷
は
大

き
い
か
ら
さ
う
は
い
か
拍
の
で
､
白
か
ら
た
と

へ
公
定
の
塵
準
容
嚢
が
甘
粕
ほ
っ
-
ら
れ
て
ゐ
て
7P



別
段
そ
れ
に
統

盲

る
＼
と

い
ふ
蔀
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
長

い
年
月
の
間
に
は
凡
そ
の
収
穫
量
が

き

ま
る
の
で
,
洗
代

一
撃

一百
四
十
歩
か
ら
六
酎
四
斗

(
日
本
で
六
斗
四
升
)
を
程
と

い
ふ
rJ
と
は
t
や
は
む
我
糊
に

も
共
通
し
た
ら
し

い
｡
Tl
本
で
は

一
段
三
宵
六
十
歩
で
あ
る
か
ら
.
右
の
割
合

か
ら
み
V
.
九
酎
四
斗
'
約

一
石
の

収
量
に
な
る
0
今
日
は

這

収
穫
平
坪
二
石
内
外
で
あ
る
が
､
昔
の
農
法
は
幼
稚
で
あ
る
か
ら
､
凡

一
石
内
外
で
あ

っ
た
で
あ
ら
う
｡

大
聖
令
に
ょ
れ
ば
'
畳
十
各

番
外

､
三
升
多

大
升
二

升
十
升
為
斗
､
十
斗
籍
石
と
あ
っ
て
､
殆
ど
唐
の
六
典
に

従
っ
た
｡
も
し
こ
の
際
令
基
解
に
云

ふ
迫
～,1

万
六
尺
の
坤
か
ら
の
収
穫
量
を
米

一
升
と
す
れ
ば
二

段
か
ら
三
石

六
斗
と
慮
る
､
そ
れ
は
賓
に
小
升
の
計
算
で
あ
る
か
ら
'
今
の

一
升
の
三
分

一
に
あ
た
ら
ぬ
ば
在
ら
g
.
近
時
醍
閏

蕃

一
氏
は
,
唐
升
は
今
の
約
四
倉
に
あ
た
る
と
の
べ
て
ゐ
ら
れ
る
が
'
伊
藤
東
涯
は
制
度
迫
に

｢
店
番
食
貨
志
を
以

き
､
少
壮
祁
均
人
食
米
二
升
F
i壁
些

事

六
寓
桝
と
い
ふ
譜
を
根
城
に
L
y
p
を
の
か
み
の

一
升
は
'
今
の
二
倉
牛

ば
か
む
と
聞
ゆ
と
の
べ
雪

か
1,
に
洗
庸
尺
に
慶
化
が
老

い
も
の
と
す
れ
ば

云

四
升
が
常
人
の
食
で
あ
っ
た
の
は

此
し
唐
代
二
升
を
食
ふ
と

V.
ふ
の
は
､
其
盈
る
桝
の
形
が
撲
代
の
二
倍
に
な
っ
た
rJ
と
霊

叩
る
｡
貰
う
し
た
庸

升

が
･
日
本
に
移
っ
た
の
で
､
今
日
の
意
で
三
食
か
ら
四
谷
ち
か
-
の
小
升
が
あ
っ
た
｡
即
奈
良
朝
時
代
の
正
統
帳
を

み
る
と
H
粗
と
い
ふ
も
の
即
人
肌
の
食
料
に
日
は
凹
把
又
は
二
升
と
詑
し
た
の
が
多

い
､
常
時

一
段
は
五
十
兼
の
覇

を
和
光
､
そ
れ
が
三
石
六
斗
の
米
だ
と
す
る
と
賓
際
は

一
兼
か
ら
七
升
二
合

｡
十
二
把
を
以
三

東
だ
と
す
れ
ば

fi

把
は
約
六
分
｡
四
把
で
二
升
四
令
と
い
ふ
口
株
に
な
る
'
も
し
之
整

斉

の
食
料
と
託
し
た
と
す
れ
ば
其

.I
升
は

山

升
二
倉
に
皆
る
O

乙
机
は
恐
ら
く
令
の
大
升
で
あ
る
.
従
っ
て
小
升
は
､
其
三
分

l
の
四
金

剛
彼
の
も
の
が
あ
っ
た

支
那
舵
先
桁

の
折
紙
を
諭
ず

四
三

l
五



地

球

第
十
五
懲

節
六
兆

望

八

一
六

fJ
と
を
語
る
計
蘭
は
在
る
の
で
あ
る
｡
や
が
て
令
に
社
以
て
後
世
畳
は
官
私
共
に
大
を
用
以
ね
か
ら
､
今
Ti
の
我
問

の

一
升
と

い
ふ
大
升
が
磯
生
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
蚤
-
田
地
の
収
穫
畳
か
ら
出
費
し
た
と

い
っ
て
よ
い
?
支
那
も

殆
ど
そ
の
道
行
が
以
と
し
い
｡
故
は
現
在
の
支
那
の

fi
升
は

二

一
三
六

リ
ッ
ト
ル

で
あ
っ
て
､

我
図
の

一
升
は

一
､
八
〇
三
九

一
リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
､
其
比
は
六
と

一
〇
に
あ
た
る
､
こ
れ
は
日
本
の
升
が
庸
制
抽
入
以
前
に
高
麗

法
文
塗

向
琵
法
に
従
っ
て
庵
ね
粘
巣
で
､
庸
八
よ
か
も
獅
二
寸
長

い
尺
を
用
以
て
ゐ
た
結
果
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る

但
し
支
郷
に
於
で
も
rJ
の
升
は
､
各
地
に
於
で
大
小
が
あ
る
｡
即
､
金
州
で

<i
斗
桝
と

い
ふ
も
の
が
'
我
園
の

-I
斗

六
升
三
合
七
勺
は
あ
た
-
､
同
じ
-
金
州
の

一
升
と

い
ふ
の
が
､
日
本
の

一
升
六
合

は
あ
た
る
rJ
と
も
あ
-
､
新
民

府
の

一
升
は
.
我
間
の

一
升
三
合
七
勺
に
珊
皆
す
る
と
い
ふ
風
で
あ
っ
て
､
殆
ど

其
鋸

.i
す
る
所
を
し
ら
附
の
が
賓

際
で
あ
る
か
ら
'
統

一
し
た
公
升
は
賓
行
ru
れ
tJ
ゐ
な

い
｡
箸
別
会
誌
を
み
る
と
各
地
各
豚
で
の
升
の
容
量
が
ち
が

う
こ
と
が
明
は
な
る
で
あ
ら
う
｡
(
拙
著
文
部
斗
兜
史
梢
容
順
'
憾
む
と
地
警
手
七
怨
讐

六
)

三

'

様

.

か
や
う
に
升
の
畳
が
ち
が
う
と

い
ふ
と
取
引
は
乙
ま
る
､
乙
-/
ほ
於
で
か
徳
用
の
赴
穂
六
年
(
西
紀
五
七
七
)
に
､

最
を
検
定
し
､
積
黍
を
以
て
畳
を
定
め
､
王
桐
を
以
て
之
を
楯
-
､

一
升
之
寛
骨
蛋
六
斤
十
三
両
と
定
め
た
｡
つ
い

で
栗
代
は
在
っ
て
浄
化
三
年
奏
卯
諸
口
'
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芋
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A

と
あ
る
｡

rJ
の
時
か
ら
穀
物
で
も
釆
畳
で
取
引
し
､

.I
斤
の
償

い
-
ら
と

い
ふ
乙
と
は
在
る
の
で
あ
る
｡

蓋
し
決
の
法
で
は
錬
爾
斤
と

い
ふ
名
で
あ
っ
て
､
柿
黍
の
千
二
LTTT個
の
蜜
を
十
二
妹
と
し
､
二
十
四
妹
を
両
と

い



以
､
十
六
両
を
斤
と

い
以
､
三
十
斤
を
釣
と
し
､
四
釣
を
石
と

い
つ
ね
が
､
貰
う
し
た
不
便
夜
進
み
方
が
宋
以
後
に

は
用
以
ら
れ
ず
し
て

犀
､
分
､
銀
､
両
､
斤
､
槽
と

い
ふ
名
ほ
か
は
8
､
十
犀
が

一
分
､
十
分
が

一
捷

(註
rJ
れ

が
我
岡
の
二

匁
に
以
と
し
い
p
民
間
で
は

lj
銀
は
三
､
七
三

一
グ
ラ
ム
､
.我
問
の
九
､
四
四
四
分
'
約

1
匁
で
あ
る
)

十
傑
が

一
両
､
十
六
両
即
百
六
十
日
が

一
斤
､
tr
斤
即
十
六
貫
が

1
塔
と

い
ふ
fJ
と
は
在
っ
た
｡

rJ
れ
む
我
園
の
斤
と

い
ふ
習
慣
や
貫
目
分
厘
と

い
ふ
譜
等
法
に
此
し
て
彼
此
相
通
ず
る
79
の
あ
る
を
知
る
の
で
あ

る
､
槽
は
韮
也
衝
は
中
也
秤
也
で
あ
っ
て
､
天
秤
と

い
ふ
も
の
は
漢
代
は
出
来
て
ゐ
ね
と
恩
は
れ
る
'
乙
の
方
は
尺

や
最
の
や
う
に
'
容
易
に
動
か
す
rJ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
､
目
安
を
通
じ
て
今
日
も
古

い
ま
ゝ
ほ
魂
春
す
る
｡

予
は
支
那
に
於
け
る
度
量
衡
の
塾
遷
む
rJ
J
に
詳
述
す
る
の
が
日
的
で
は
を
-
t

rbさ
に
尺
度
綜
考
で
皮
の
起
源

を
論
じ
た
か
ら
､
乙
ゝ

で
敢
近
ほ
見
た
水
野
の
克
器
か
ら
恩
以
つ
い
た
通
景
の
訟
む
し
る
し
て
､
大
方
の
是
正
を
仰

ぐ
の
で
あ
る
｡
藍
ら
に
後
目
横
倉
を
稗
で
､
最
の
塵
遷
史
を
も
記
し
て
み
や
う
と
考

へ
て
ゐ
る
｡

追

記

畳
が
食
物
か
ら
起
っ
た
や
う
に
､
擢
衛
も
亦
穀
物
の
韮
n
か
ら
出
磯
し
た
事
は
'
儀
櫨
は
二
十
両
日
温
､
馬
米

一

升
二
十
四
分
升
之

一
と
の
べ
､
五
経
算
鮭
に

一
斜
光
畳
宵
二
十
斤
と
し
る
す
こ
と
に
ょ
っ
て
苛
rb
れ
る
｡
狩
谷

厳
粛

は
乙
の

一
榊
育
二
十
斤
か
ら
計
算
し
､
班
の

一
升
二
十
四
分
の

一
は
今
の

一
合

一
勺
四
据
七
六
錫
ほ
て
'
英
米
の
蚤

さ
四
十
五
匁
九
分
有
奇
な
か
､
今

虫
問
の
米
を
は
か
る
ほ
大
凡

一
升
の
蚤
芸
四
百
匁
也
と
の
べ
て
'
日
本
の
柿
と
漢

時
の
槽
と
の
相
似
性
を
の
べ
て
ゐ
る
｡
支
郷
の
iiI
い
習
慣
を
班
解
し
孜
-
で
は
､
日
本
の
官

い
習
慣
の
明
に
ru
れ
老

い
も
の
が
多

い
乙
と
む
併
せ
て
こ
J

に
記
し
て

迩
き
た
い
｡
(

昭
和
六
年
五
月
)

ま
那
腔
光
術
の
横
流
を
諭
ず

望

九
･

1
七


