
会

止
口

　
昭
和
六
ご
一
年
野
史
鰻
ず
研
究
ム
耳
大
ム
瓜
お

よ
び
総
会
は
、
予
定
通
り
、
十
＝
月
二

日
（
水
）
午
後
一
時
よ
り
楽
友
会
館
に

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

公
開
講
演
は
山
中
一
郎
、
末
尾
至
行

の
両
氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
な
わ

れ
、
盛
会
裡
に
終
り
ま
し
た
。

　
旧
石
器
時
代
の
「
住
」

山
中
一
郎
氏

カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
と
淀
の
水
車

末
尾
至
行
脚

な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開

催
さ
れ
た
秋
期
定
例
の
理
事
評
議
員
会

に
お
い
て
、
昭
和
六
三
年
度
前
期
会
務

報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
六
蕊
年
度

　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

旧
石
器
時
代
の
「
住
」由

　
中
　
一
　
郎

　
旧
石
器
蒔
代
と
は
、
更
新
世
の
ヒ
ト
が
残
し
た

痕
跡
を
あ
て
る
時
期
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
一
万

年
前
以
前
の
ヒ
ト
が
住
ん
だ
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
関
東
ロ
ー
ム
の
堆
積
が
一
万
年
前

よ
り
も
古
い
更
新
世
に
属
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
以
上
、
そ
こ
に
包
含
さ
れ
る
石
器
群
は
旧
石
器

時
代
の
も
の
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

日
本
考
古
学
の
、
と
く
に
旧
石
器
研
究
の
進
展
の

特
殊
性
に
か
ん
が
み
て
、
先
土
器
時
代
と
い
う
名

称
を
残
す
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
英
語
で
は
墨
守

8
旨
ヨ
ざ
伊
α
q
①
で
は
な
く
、
ω
窪
α
o
謀
も
Φ
比
。
鳥
あ

る
い
は
ω
o
民
。
ぼ
き
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
空
間
と
時
間
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
行
為
は
、

動
物
の
中
で
ヒ
ト
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
行
為
は
住
環
境
の
整
備
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
住
を
含
め
て
、
一
般
に
衣
・
食
・
住
は
ヒ
ト

の
生
活
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
が
、
考
古
学
的
に

最
も
確
実
な
デ
ー
タ
を
も
っ
て
検
討
で
き
る
事
象

は
、
住
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
「
住
」
と
は
、
ヒ
ト
が
生
き
る
に
際
し
て
空
間

を
利
用
し
た
痕
跡
か
ら
推
定
す
る
解
釈
像
を
指
す
。

考
古
学
的
に
は
、
地
蓑
の
改
変
を
伴
う
、
い
わ
ゆ

る
遺
構
と
し
て
検
出
さ
れ
る
構
造
（
住
居
肚
、
炉

肚
な
ど
の
顕
在
縫
造
）
と
ヒ
ト
が
残
し
た
遺
物
の

性
格
と
そ
の
分
布
の
分
析
か
ら
推
定
さ
れ
る
構
造

（
潜
在
構
造
）
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
種
の
構

造
の
複
合
を
佐
居
構
造
と
呼
び
、
遺
跡
の
発
掘
に

よ
っ
て
復
原
さ
れ
る
。
世
界
最
古
の
住
居
構
造
の

例
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
オ
ル
ド
ヴ
ァ
イ
遺
跡
（
D

K
地
点
、
δ
く
鉱
蒔
）
に
認
め
ら
れ
る
。
一
八
五
万

年
前
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
配
石
遺
構
で
あ
り
、

四
・
二
×
三
・
六
m
の
楕
円
形
プ
ラ
ン
を
呈
し
、

長
さ
一
〇
～
一
五
c
m
の
も
の
が
多
く
を
し
め
る
ラ

ヴ
ァ
と
い
う
石
の
集
ま
り
か
ら
な
っ
て
い
る
。
高

さ
一
五
～
二
二
㎝
の
石
の
山
が
六
ケ
所
、
六
〇
～

七
五
㎝
の
間
隔
で
あ
り
、
風
よ
け
の
壁
も
し
く
は

粗
末
な
小
屋
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
ず
っ
と
年
代
が
さ
が
っ
て
、
三
八
万
年
前
の
ニ

ー
ス
の
テ
ラ
ア
マ
タ
遺
跡
で
は
、
中
央
に
煩
を
も

つ
枝
か
け
住
居
祉
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
ニ

ー
ス
の
ラ
ザ
レ
洞
窟
で
は
二
〇
万
年
前
の
、
片
側

に
洞
窟
壁
面
を
利
用
し
、
片
面
の
み
柱
を
建
て
て

獣
皮
を
か
け
た
と
思
わ
れ
る
住
居
祉
が
知
ら
れ
て
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い
る
。
そ
の
柱
穴
九
個
と
二
基
の
炉
肚
の
顕
在
馬

繋
の
ほ
か
、
遺
物
分
布
の
分
析
（
潜
在
構
造
分
析
）

の
結
果
、
寝
所
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
炉

は
調
理
用
や
採
光
用
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
暖
を

と
る
た
め
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
空
間
を

個
人
が
占
有
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
潜
在
構
造
分
析
が
有
効
な
方
法
で
あ

る
こ
と
は
示
さ
れ
た
。

　
ま
た
二
基
の
炉
が
あ
る
こ
と
は
、
暖
を
と
る
に

必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
以
上
に
、
二
つ
に
分
か

れ
う
る
集
団
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
し
う
る
。

炉
の
間
に
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
男
女
集

団
、
家
族
集
団
、
年
齢
差
集
団
な
ど
を
考
え
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
後
期
旧
石
器
時
代
の
、
三
万
五
千
年
前
よ
り
も

新
し
い
蒔
代
に
は
、
多
く
の
住
居
肚
が
知
ら
れ
て

い
る
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ

ア
に
か
け
て
、
多
く
の
炉
を
持
つ
住
居
吐
、
マ
ン

モ
ス
の
頭
骨
を
基
礎
に
し
て
、
そ
の
牙
を
支
柱
と

す
る
住
居
蛾
、
さ
ら
に
は
深
さ
一
m
以
上
の
住
居

駈
な
ど
、
形
態
の
異
な
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

岩
陰
の
利
用
、
敷
石
の
構
築
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ

の
み
に
限
っ
て
も
、
時
期
と
地
域
に
よ
る
佐
居
形

態
の
差
異
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
認
め
ら
れ
て
い

る
。

　
し
か
し
最
近
報
告
さ
れ
た
パ
リ
近
郊
の
エ
チ
オ

ル
遺
跡
の
住
居
雛
…
造
は
、
近
く
の
パ
ソ
ス
ヴ
ァ
ソ

遺
跡
の
例
と
異
な
っ
て
い
て
興
味
深
い
。
枝
か
け

構
造
で
獣
皮
を
覆
う
円
形
住
居
が
想
定
さ
れ
る
が
、

炉
の
位
置
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
バ
ン
ス
ヴ
ァ
ン

遺
跡
で
は
住
居
の
入
口
部
に
あ
る
の
に
対
し
、
エ

チ
オ
ル
遺
跡
で
は
中
央
部
に
存
在
す
る
。
パ
ソ
ス

ヴ
ァ
ソ
遣
跡
の
方
が
二
～
三
千
年
新
し
い
年
代
が

与
え
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
マ
ド
レ
ー
ヌ
文
化
後

期
に
比
定
さ
れ
、
セ
ー
ヌ
川
に
沿
っ
て
五
〇
㎞
も

離
れ
て
い
な
い
。

　
中
央
部
に
炉
が
あ
る
と
、
円
錐
形
被
覆
構
造
を

と
る
場
合
、
頂
部
に
集
中
す
る
熱
で
そ
の
部
分
が

焦
げ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
中
央
部
か
ら
入
口

鶴
に
炉
の
位
置
を
移
す
こ
と
を
、
年
代
記
に
基
づ

い
て
進
歩
と
説
明
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ

ら
く
そ
う
で
は
な
く
、
従
来
の
研
究
お
よ
び
こ
の

報
告
は
、
住
居
構
造
を
類
型
化
し
て
発
展
段
階
説

で
捉
え
る
こ
と
が
、
な
ん
ら
か
の
史
実
を
失
わ
し

め
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
微
層
位
発
掘
に
よ
る
顕
在
梅
造
の
確
認
、
原

位
置
の
記
録
、
個
々
の
遣
物
の
性
格
お
よ
び
接
合

の
記
録
の
分
析
を
と
お
し
て
、
デ
ー
タ
に
読
み
取

れ
る
細
か
い
ヒ
ト
の
行
為
を
、
そ
し
て
そ
の
ヒ
ト

の
心
理
を
想
像
す
る
に
至
る
よ
う
な
観
察
と
分
析

を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

　
購
本
の
旧
石
器
時
代
に
関
し
て
は
顕
在
構
造
の

検
出
は
極
め
て
少
な
い
。
最
近
大
阪
府
藤
井
寺
布

は
さ
み
山
遺
跡
梨
田
地
点
の
柱
列
の
例
の
よ
う
な
、

良
好
な
住
居
鮭
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全

容
が
理
解
で
き
る
段
階
で
は
な
い
。
火
が
使
用
さ

れ
た
痕
跡
と
し
て
は
、
炉
趾
の
報
告
例
は
限
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
一
〇
万
年
前
よ
り
も
古
く
な
る
可

能
性
の
つ
よ
い
、
宮
城
県
馬
場
壇
A
遺
跡
二
〇
層

上
面
の
火
処
の
報
告
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
類
例

の
増
加
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
議
論
の
可
能
な

唯
一
の
デ
ー
タ
は
火
熱
を
受
け
た
礫
の
集
ま
り

（
礫
群
）
で
、
遺
跡
構
造
論
の
研
究
が
取
り
組
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
二
万
八
千
年
前
こ

ろ
よ
り
も
新
し
い
先
土
器
時
代
に
属
す
る
例
で
、

こ
と
に
関
東
ロ
ー
ム
第
W
層
の
も
の
が
多
い
。
し

か
し
明
確
な
焼
土
の
確
認
例
が
乏
し
く
、
顕
在
構

造
と
し
て
認
定
で
き
な
い
。

　
礫
群
は
、
礫
の
集
中
度
に
よ
っ
て
分
散
型
と
密

集
型
に
類
型
化
さ
れ
、
主
と
し
て
調
理
用
施
設
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
論
を
進
め
て
先
土

器
時
代
社
会
の
復
原
像
が
描
か
れ
る
が
、
礫
群
の

機
能
の
解
釈
の
差
が
復
原
像
の
違
い
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
最
近
報
告
さ
れ
た
東
京
都
武
蔵
野
市
御

殿
山
遣
跡
W
層
上
部
の
五
号
礫
群
は
一
三
・
○
×
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八
・
六
m
の
臣
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
分
析
の
結

果
、
一
九
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
程
度
の
時
間
差
を

も
っ
て
部
分
的
に
重
複
し
て
機
能
し
た
可
能
性
が

示
さ
れ
た
。

　
石
製
遺
物
し
か
残
っ
て
い
な
い
悪
条
件
で
は
あ

る
が
、
諸
々
の
遺
物
の
生
じ
る
条
件
の
判
定
に
出

発
す
る
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
礫
の
複
数
回
使

用
は
エ
チ
オ
ル
遺
跡
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

礫
群
研
究
に
と
っ
て
も
重
視
す
べ
き
点
で
あ
る
。

カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
と
淀
の
水
車

末
　
尾
　
至
　
行

　
「
カ
ベ
イ
ラ
O
㊤
げ
①
貯
ρ
の
水
車
」
と
「
淀
の
水

車
」
は
と
も
に
名
だ
た
る
水
車
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
」
は
、
小
ア
ジ
ア
の
黒

海
沿
岸
に
存
在
し
て
い
た
ポ
ソ
ト
ス
王
国
の
王
ミ

ト
リ
ダ
テ
ス
の
事
績
に
関
し
て
、
ス
ト
ラ
ボ
の
地

理
書
に
現
わ
れ
る
世
界
最
古
の
水
車
で
あ
る
。
「
バ

リ
ア
ド
レ
ス
山
脈
の
前
山
丘
陵
の
麓
に
あ
る
カ
ベ

イ
ラ
に
、
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
は
宮
殿
を
造
営
し
、
水

車
を
造
作
し
た
。
」
と
い
う
の
が
そ
の
く
だ
り
で

あ
る
が
、
時
代
は
紀
元
前
一
世
紀
の
こ
と
と
い
わ

れ
る
。

　
カ
ベ
イ
ラ
は
今
日
の
ア
ナ
ト
リ
ア
中
央
北
部
の

内
陸
の
町
、
ニ
ク
サ
ル
屠
貯
。
。
霞
に
同
定
さ
れ
る
。

バ
リ
ア
ド
レ
ス
山
脈
は
今
日
の
ジ
ャ
ニ
ッ
ク
琵
ダ

ラ
ル
山
脈
で
あ
っ
て
、
そ
の
南
麓
に
あ
り
、
チ
ャ

ナ
ク
チ
凱
デ
レ
川
が
潤
す
緑
の
豊
か
な
町
が
ニ
ク

サ
ル
で
あ
る
。
町
の
中
央
に
は
砦
跡
を
残
す
比
高

一
〇
〇
メ
…
ト
ル
の
孤
立
丘
も
あ
る
が
、
ミ
ト
リ

ダ
テ
ス
の
宮
殿
や
水
車
は
右
の
川
沿
い
の
低
地
に

建
て
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
す
る
の
が
、
一
九
八

一
年
に
ニ
ク
サ
ル
を
訪
れ
た
際
の
筆
者
の
直
感
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
ま
こ
と
に
偶
然
な
が
ら
、

ニ
ク
サ
ル
に
は
水
車
場
が
二
箇
唐
あ
っ
て
、
町
の

住
人
の
小
麦
製
粉
の
需
要
に
応
え
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
八
八
年
の
再
訪
時
に
は
電
気
製
粉
所
の

誕
生
に
よ
っ
て
水
車
場
は
廃
業
に
陥
っ
て
い
た
が
、

古
代
に
ま
で
遡
る
二
千
年
の
水
車
の
歴
史
の
重
み

に
感
じ
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
カ
ベ
イ
ラ

の
水
車
」
が
製
粉
水
車
で
あ
っ
た
と
の
確
証
は
な

い
。
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
現
在
も
、
製
粉
水
車
と
と

も
に
灌
乱
用
の
揚
水
水
車
が
各
地
に
残
存
し
て
お

り
、
ニ
ク
サ
ル
に
近
い
ス
ト
ラ
ボ
の
生
地
ア
マ
シ

ア
》
差
土
団
麟
（
古
名
ア
マ
セ
イ
ア
）
も
、
古
来
揚

水
水
車
が
多
数
凝
集
し
て
い
た
町
と
し
て
著
名
で

あ
る
。
ミ
ト
リ
デ
テ
ス
の
造
っ
た
「
カ
ベ
イ
ラ
の

水
車
」
も
、
あ
る
い
は
揚
水
水
車
で
あ
っ
た
可
能

姓
を
無
視
で
き
な
い
。

　
わ
が
国
で
水
車
と
い
え
ば
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

「
淀
の
水
車
」
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
水
車
は
、

天
正
年
間
か
ら
淀
城
の
そ
ば
で
淀
川
に
架
か
っ
て

い
た
揚
水
水
車
で
あ
り
、
盛
時
は
二
基
あ
っ
て
、

淀
城
の
泉
水
、
お
よ
び
城
の
傍
ら
の
茶
店
の
手
水

鉢
の
水
を
、
そ
れ
ぞ
れ
汲
み
上
げ
て
い
た
と
い
う
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
水
箪
の
使
途
は
い
わ
ば
不
要

不
急
の
趣
味
・
道
楽
の
類
で
あ
る
。
た
だ
、
一
四

・
五
～
七
・
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
そ
の
直
径
の
大

き
さ
に
加
え
て
、
そ
の
架
け
ら
れ
て
い
た
場
所
が

三
十
石
船
の
往
来
す
る
天
下
の
公
道
で
あ
っ
た
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
「
淀
の
水
車
」
が
諸
國
の
旅
人

の
注
目
を
集
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、
こ
の
水
車
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
郷
，
里
で
水
車

を
始
め
た
と
い
う
逸
話
は
数
多
い
。
た
と
え
ば
、

東
京
西
新
宿
の
淀
橋
の
地
名
も
、
　
一
説
に
は
、
青

梅
街
道
が
神
田
上
水
を
渡
る
橋
畔
に
あ
っ
た
水
車

が
、
淀
に
範
を
と
っ
て
造
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す

る
と
い
う
。

　
「
淀
の
水
車
」
と
い
え
ば
、
同
じ
く
揚
水
水
車

で
あ
っ
た
「
宇
治
の
水
車
」
が
想
起
さ
れ
る
。
「
淀

の
水
車
」
が
近
世
的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
「
宇
治
の
水
車
」
は
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
に

そ
の
姿
が
描
か
れ
、
『
徒
然
草
』
で
は
そ
れ
を
手
懸
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け
て
い
た
「
宇
治
の
里
人
」
の
水
車
製
作
技
術
の

優
秀
性
が
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
中
世
に
著
名
な
存

在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
宇
治
の
水
車
し
の
揚
水
屠

的
は
淀
城
の
よ
う
な
遊
び
半
分
の
も
の
で
は
な
く
、

水
田
灌
灘
と
い
う
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
。
水
の

汲
み
上
げ
を
必
要
と
す
る
水
田
が
宇
治
川
の
沿
岸

に
あ
り
、
水
車
を
回
す
に
足
る
だ
け
の
水
勢
が
宇

治
川
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
二
つ
の
条
件
の
組

合
わ
せ
が
、
宇
治
の
揚
水
水
車
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
。

　
た
だ
、
右
の
よ
う
な
「
淀
の
水
窺
・
」
と
「
宇
治

の
水
車
」
の
用
途
の
違
い
を
一
般
化
し
、
中
世
か

ら
近
世
へ
の
時
代
推
移
の
申
で
、
水
車
の
用
い
ら

れ
方
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
み
る
の
は
、
い

さ
さ
か
疑
聞
で
あ
る
。
筆
者
の
資
料
調
査
に
よ
れ

ば
、
宇
治
か
ら
淀
に
か
け
て
の
宇
治
川
沿
岸
一
帯

に
は
、
明
治
末
期
に
お
い
て
も
二
百
を
超
え
る
数

の
灌
概
用
揚
水
水
車
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
大
正
初
期
に
電
動
ポ
ン
プ
に
置
き

換
わ
っ
て
消
減
す
る
が
、
そ
の
末
蕎
は
昭
和
期
に

入
っ
て
も
残
っ
て
い
た
。
逆
に
、
遡
れ
ば
こ
れ
ら

の
水
車
は
近
世
に
も
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
祖
型
が
ま
さ
し
く
「
宇
治
の
水
車
」
で
あ
る
。

揚
水
水
車
を
必
要
と
す
る
自
然
・
水
利
条
件
は
、

中
世
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
そ
れ
程
の
変
化
が

な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
宇
治
の
水
車
」

は
近
樵
に
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
宇
治
か
ら
淀

に
か
け
て
の
宇
治
川
沿
岸
一
帯
で
活
動
し
つ
つ
、

つ
い
に
は
明
治
期
を
迎
え
た
も
の
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
近
世
に
入
っ
て
、
た
ま
た
ま
淀
誠
の
傍
ら
に
巨

大
な
水
車
が
出
現
し
た
ば
か
り
に
、
水
車
発
達
史

の
解
釈
に
屈
折
が
生
じ
た
と
筆
者
は
み
る
。
す
な

わ
ち
、
威
圧
的
な
「
淀
の
水
車
」
の
背
後
に
は
、

数
多
く
の
実
用
本
位
の
水
車
が
動
い
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
船
客
の
眼
を
奪
っ
た
淀
城
の
水
車
は
、

い
わ
ば
シ
ョ
ウ
ウ
ィ
ン
ド
ゥ
に
飾
ら
れ
た
代
物
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
「
淀
の
水
車
」
を

造
っ
た
職
人
は
、
『
徒
然
草
』
以
来
の
技
術
を
伝
承

す
る
近
世
の
「
宇
治
の
里
人
」
で
あ
っ
た
と
筆
者

は
み
て
い
る
。

　
再
び
話
は
「
カ
ベ
イ
ラ
の
水
童
山
に
戻
る
。
「
淀

の
水
車
」
が
支
配
階
級
に
属
す
る
水
車
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
「
カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
」
も
ま
さ
に
そ
う

で
あ
っ
た
。
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
が
カ
ベ
イ
ラ
に
水
車

を
造
作
し
え
た
の
も
、
付
近
の
山
間
・
山
麓
に
は

見
栄
え
は
せ
ぬ
が
よ
り
実
用
性
の
高
い
水
車
が
至

る
所
に
あ
り
、
こ
れ
に
関
係
す
る
村
人
た
ち
を
召

し
出
し
て
事
に
当
た
ら
せ
た
結
果
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
「
淀
の
水
車
」
と
「
宇
治
の
里
人
」

と
の
関
係
図
式
が
、
「
カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
」
の
場
合

に
も
あ
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
。

　
水
車
の
歴
史
的
・
歴
史
地
理
的
研
究
は
、
資
料

も
限
ら
れ
る
ま
ま
に
、
従
来
は
と
か
く
欄
別
論
的

な
取
り
扱
わ
れ
方
が
多
く
、
全
体
的
な
バ
ラ
ン
ス

を
失
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
と

こ
ろ
、
『
微
発
物
件
一
覧
表
』
や
地
方
庁
へ
の
水
車

架
設
願
出
文
書
な
ど
の
分
析
、
あ
る
い
は
海
外
で

の
実
地
調
査
な
ど
を
通
し
て
、
右
の
限
界
性
を
超

え
よ
う
と
試
み
て
は
い
る
が
、
残
さ
れ
た
課
題
も

多
い
。
「
カ
ベ
イ
ラ
の
水
車
」
や
「
淀
の
水
車
」
の

よ
う
な
、
著
名
な
水
車
に
ば
か
り
か
か
わ
っ
て
い

て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
実
は
本
日
の
演
題

を
掲
げ
た
意
図
で
も
あ
っ
た
。
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