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千
穂
・
阿
蘇

　
．
i
神
道
交
口
紐
綜
合
学
術
調
査
報
告
1

牧

健
　
二

　
財
団
法
人
神
道
文
化
会
（
会
長
宮
川
宗
徳
氏
）
で
は
、
昭
和
三
一
年
の
七
月

二
五
日
か
ら
八
・
月
七
日
に
か
け
て
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
並
に
五
ケ
瀬

川
流
域
一
帯
の
地
区
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
一
宮
町
並

に
小
国
町
一
帯
の
地
区
と
に
お
い
て
、
学
会
各
方
顧
の
協
力
の
も
と
に
学
術
調

査
を
行
う
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
同
文
密
会
発
行
の
『
高
千
穂
・
阿
蘇
＾
㎞
は
、

こ
の
蒔
の
実
地
に
お
け
る
調
査
及
び
そ
れ
と
深
い
関
係
の
あ
る
調
査
や
研
究
を

綜
合
し
て
作
製
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
実
地
学
術
調
査
は
三
十
余
名
の

団
員
か
ら
成
り
、
早
稲
田
大
学
教
授
滝
川
政
次
郎
氏
を
団
長
と
し
た
。
滝
川
氏

は
門
歴
史
は
足
で
書
け
」
の
標
語
の
も
と
に
、
先
に
島
田
正
郎
・
駒
井
和
魂
・

安
藤
更
正
の
三
博
土
と
共
に
、
地
通
史
研
究
所
を
設
立
し
、
既
に
各
地
で
綜
合

学
術
調
査
を
行
う
て
い
た
か
ら
、
こ
の
研
究
所
の
所
員
を
高
千
穂
・
阿
蘇
調
査

園
に
参
臆
せ
し
め
る
と
共
に
、
現
地
に
深
い
関
係
を
も
つ
九
州
大
学
・
熊
本
大

学
・
高
千
穂
高
等
学
校
の
教
授
、
宮
崎
県
内
の
郷
土
史
家
等
の
参
加
を
乞
う
て

所
期
の
目
的
の
達
成
を
期
し
た
．
考
古
・
宗
教
・
斑
家
・
醤
語
・
芸
能
・
美
術

史
・
文
献
の
七
部
を
立
て
、
考
古
班
は
東
京
大
学
教
授
駒
井
和
金
氏
か
、
宗
教

班
は
熊
本
大
学
教
授
原
閏
緻
明
氏
か
、
民
僻
班
は
鷹
家
∴
冨
語
∴
薪
能
の
三
者

を
含
め
て
一
班
と
し
早
稲
田
大
学
教
授
今
和
次
郎
氏
が
、
美
術
史
・
文
献
班
は

早
稲
繍
大
学
教
授
安
藤
更
生
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
班
の
班
長
と
な
っ
た
。
調

査
団
の
本
部
及
び
各
班
の
現
地
に
お
け
る
活
動
の
状
況
は
、
本
書
の
初
に
載
せ

ら
れ
た
暇
誌
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
書
は
初
に
団
長
滝
川
博
士
の
高
千
穂
研
究
の
意
義
に
関
す
る
総
論
を
掲
げ
、

次
に
各
論
的
研
究
と
し
て
考
古
班
以
下
餐
班
の
調
査
報
告
を
載
せ
て
い
る
。
高

千
穂
は
古
来
皇
祖
発
祥
の
地
と
伝
え
ら
れ
、
従
っ
て
日
本
民
族
の
国
家
形
成
の

故
郷
ど
し
て
知
ら
れ
来
た
っ
た
が
、
戦
後
は
記
・
紀
に
見
え
る
国
家
起
源
奥
の

否
定
と
な
り
、
高
千
穂
の
こ
と
な
ど
は
冤
向
き
も
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。

神
道
交
理
会
が
高
千
穂
・
阿
蘇
の
実
地
学
術
調
査
を
行
う
た
巨
的
が
、
高
千
穂

を
中
心
と
す
る
上
代
の
遺
跡
や
吉
文
化
を
広
く
探
査
し
て
、
こ
の
地
方
に
対
す

る
認
識
を
新
た
に
し
、
で
き
れ
ば
罠
本
の
国
家
起
源
に
お
け
る
高
千
穂
の
宮
の

問
題
を
究
明
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
存
し
た
こ
・
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

，
あ
ろ
㌔
）
。

　
む
　
　
む

　
総
論
的
性
質
を
有
す
る
滝
川
博
士
の
論
文
は
、
　
「
神
武
天
皇
の
東
征
と
高
千

穂
宮
」
と
題
し
、
五
〇
頁
に
及
ぶ
長
篇
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
の
記
述
及
び
之
に

対
す
る
管
兇
の
発
表
は
、
各
班
の
報
告
を
紹
介
し
た
後
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
に
述

べ
な
い
が
、
日
本
園
家
の
基
礎
を
定
め
た
神
武
天
皇
は
、
日
向
園
西
臼
杵
郡
高

千
穂
町
（
三
細
井
）
に
あ
っ
た
高
千
穂
政
権
よ
り
発
し
て
東
良
し
、
大
和
に
お

い
て
薪
国
家
の
君
主
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
西
踏
一
世
祀
の
こ
と
で

あ
る
と
み
て
い
る
点
で
，
年
代
的
に
は
那
珂
磁
土
系
の
学
説
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

が
、
戦
後
の
史
学
に
対
す
る
批
判
を
交
え
て
法
制
史
酌
観
点
に
立
つ
新
説
を
発

表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
む
　
　
む
　
　
む

　
考
古
班
の
調
査
諏
告
は
、
駒
井
和
愛
氏
外
需
氏
の
分
担
執
葉
で
あ
る
。
班
長
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駒
井
博
士
は
高
千
穂
と
小
国
と
に
お
け
る
調
炎
の
経
過
を
述
べ
た
後
、
氏
の
観

察
の
要
旨
を
あ
げ
る
。
高
千
穂
で
は
縄
文
式
土
器
の
末
期
に
属
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
弥
生
式
土
器
の
・
）
ち
で
は
初
期
の
も
の
が
少
な
く
、

古
墳
で
は
横
穴
の
よ
う
に
末
期
の
も
の
が
盛
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

交
通
の
要
路
に
当
っ
た
高
千
穂
へ
の
文
化
の
伝
播
は
波
状
約
で
あ
る
と
説
く
。

次
に
阿
蘇
の
盈
地
に
は
弥
生
式
関
係
の
発
見
が
な
い
が
、
盆
地
の
周
辺
に
は
幾

多
の
古
墳
が
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
注
意
し
、
阿
蘇
噴
火
口
の
湖
面
が
乾
い
て
、

水
田
が
営
ま
れ
贋
墓
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
原
史
時
代
か
ら
で
あ

ろ
う
と
説
く
。
更
に
三
世
紀
の
耶
馬
台
岡
の
女
王
の
時
代
に
は
、
熊
本
か
ら
宮

崎
、
鹿
児
島
の
諸
県
の
地
方
は
必
ず
し
も
統
合
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
陸
か
ら
の

舶
来
品
が
西
か
ら
東
へ
と
移
入
さ
れ
た
よ
5
に
、
そ
の
頃
の
人
達
の
う
ち
に
も

西
か
ら
菓
へ
移
動
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
大
和
朝
廷
の
起
り
を
、
後
に

な
っ
て
征
服
し
た
熊
襲
の
国
、
日
向
と
名
づ
け
た
地
方
の
如
ぎ
西
方
に
求
め
よ

う
と
す
る
動
機
を
成
し
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
と
説
く
。
ま
た
戎
が
こ
れ
ま
で
宮

鱗
・
鹿
児
島
・
熊
本
の
三
瀬
へ
何
度
か
旅
行
し
た
う
ち
で
、
最
も
遺
跡
に
欝
ん

で
い
る
の
は
宮
崎
眼
の
妻
、
い
ま
の
西
都
町
の
付
近
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て

本
書
に
は
妻
に
お
け
る
駒
井
氏
の
か
つ
て
の
発
掘
に
関
す
る
報
告
が
付
載
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
考
古
班
の
各
説
の
中
で
は
、
高
千
穂
の
先
史
交
霊
に
関
し

て
乙
益
氏
は
、
隣
接
地
域
で
育
つ
た
文
化
は
た
え
ず
こ
の
地
に
流
入
し
た
が
、

こ
の
地
で
独
創
酌
文
化
を
作
り
だ
す
ほ
ど
の
文
化
の
成
長
は
な
か
っ
た
と
述
べ
、

そ
の
原
史
文
化
に
つ
い
て
吉
頒
氏
は
、
高
千
穂
に
墳
丘
あ
る
古
墳
が
あ
っ
た
と

し
て
も
問
題
に
な
ら
ず
、
横
穴
こ
そ
は
高
千
穂
の
古
墳
の
特
色
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
後
期
の
終
り
に
近
い
も
の
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
考
古
班
は
進

ん
で
、
熊
本
県
望
都
の
銅
矛
銅
父
の
約
三
分
の
｛
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
小
国

盈
地
に
入
り
、
小
国
中
学
校
の
構
内
で
二
つ
の
弥
生
式
韻
士
堤
を
発
掘
し
た
の

で
、
そ
の
堅
穴
や
遺
物
に
関
す
る
説
明
を
載
せ
て
い
る
。

　
む
　
　
む
　
　
む

　
宗
教
班
の
調
査
は
、
班
長
原
田
敏
明
氏
が
総
説
を
書
き
、
杉
本
氏
が
修
験
道

を
、
岡
田
氏
が
窩
智
保
皇
神
を
、
桜
井
氏
が
阿
蘇
神
祇
の
祭
祀
形
態
を
、
宮
地

治
邦
氏
が
嘗
原
両
神
社
の
祭
祀
を
報
告
し
て
い
る
。
原
田
教
擾
の
叙
述
は
一
般

的
な
史
的
考
察
で
あ
り
、
特
に
阿
蘇
神
社
の
祭
式
を
重
視
す
る
。
難
論
で
は
蔦

知
保
皇
神
に
つ
い
て
、
こ
の
名
を
有
す
る
日
向
の
古
い
神
祉
は
、
ど
の
地
点
の

神
を
指
し
た
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
詳
し
い
考
証
の
結
果
、
臼
杵
郡
智
保
郷

の
神
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
断
定
さ
れ
、
修
験
道
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
祠
官
四

家
の
一
た
る
大
神
氏
の
流
を
5
け
る
三
田
井
の
大
賀
氏
を
中
心
と
し
て
、
山
臥

修
験
の
歴
史
が
説
か
れ
、
日
向
の
脊
僧
に
関
し
て
難
足
毒
の
霧
僧
支
配
が
詳
述

さ
れ
る
。
次
に
附
蘇
山
修
験
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
、

封
建
領
主
と
司
祭
者
と
を
兼
ね
て
い
た
阿
蘇
大
宮
司
家
の
近
世
記
録
の
数
多
い

書
冊
の
存
在
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
国
地
方
の
念
仏
踊
に
つ
い
て
も
修

験
道
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
阿
蘇
神
社
の
祭
麗
に
関
し
て
は
特

に
詳
細
な
報
告
に
接
す
る
。
即
ち
そ
の
年
中
行
事
、
踏
歌
節
会
、
春
祭
、
御
田

植
祭
に
関
し
、
旧
社
家
宮
川
正
也
氏
所
蔵
の
古
立
論
な
ど
を
材
料
に
用
い
、
現

行
の
祭
式
と
比
較
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
宮
原
両
神

社
と
い
う
の
は
、
阿
蘇
山
の
北
の
小
濁
郷
宮
原
に
鎮
座
す
る
神
社
で
、
同
郷
の

五
大
霧
中
の
第
一
位
に
立
つ
古
社
で
あ
る
が
、
宮
地
氏
は
そ
の
沿
革
と
年
中
祭

式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
む
　
　
ロ
　
　
む

　
芸
能
班
の
報
告
は
、
本
田
安
次
・
倉
林
正
次
・
西
角
井
正
大
の
三
氏
の
共
同

執
筆
の
形
式
で
、
高
千
穂
・
阿
蘇
・
小
聞
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
、
お

神
楽
・
獅
子
舞
・
お
能
・
田
踊
・
罠
謡
の
類
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
楽

（798） 144



評繍

は
ひ
も
ろ
ぎ
（
神
霊
）
を
設
げ
て
神
々
を
勧
請
し
、
人
々
の
長
寿
を
希
う
て
た

ま
ふ
り
（
招
魂
）
た
ま
し
ず
め
（
鎮
魂
）
の
呪
術
を
行
う
式
で
あ
っ
だ
が
、
そ

の
庭
で
は
酒
を
か
も
し
て
宴
を
催
う
し
、
芸
能
の
数
々
を
尽
し
た
。
こ
の
神
楽

に
は
出
［
雲
流
と
伊
”
勢
流
と
が
あ
り
、
前
者
は
出
雲
で
後
考
は
伊
勢
で
そ
の
形
を

整
え
た
が
、
別
に
獅
子
頭
を
門
毎
に
ま
わ
し
て
除
魔
招
福
の
祈
薦
を
し
て
ま
わ

る
獅
子
舞
を
生
じ
た
。
早
く
九
州
に
は
い
っ
た
神
楽
は
出
雲
流
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
対
し
或
は
山
伏
の
祈
薦
の
様
式
を
お
り
こ
み
、
或
は
懐
中
の
神
楽
歌
を
と

り
い
れ
、
或
は
舞
楽
の
要
素
を
採
用
し
、
或
は
古
い
能
の
上
に
重
ね
て
岩
戸
神

楽
を
移
す
な
ど
し
て
、
地
方
的
な
改
革
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
芸
能
班
は

阿
蘇
・
高
千
穂
・
岩
戸
・
都
農
・
吉
原
の
餐
神
祉
で
神
楽
の
実
演
を
見
学
し
た

の
で
、
そ
れ
ら
を
報
告
し
て
い
る
。
神
事
に
関
係
あ
る
多
種
多
様
の
こ
れ
ら
の

芸
能
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
、
養
う
さ
れ
る
日
時
と
場
所
、
組
織
、
服
装
、
舞

の
姿
勢
、
楽
の
種
類
、
奏
楽
の
次
第
、
歌
詞
な
ど
が
一
々
細
か
に
挿
図
入
り
で

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
班
の
記
事
が
最
も
多
く
一
六
〇
頁
に
及
ん
で
い
る
。

　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ご

　
歴
史
・
需
語
・
民
俗
に
関
す
る
調
査
で
は
、
歴
史
は
田
中
卓
氏
が
阿
蘇
氏
の

系
図
と
歴
史
と
を
、
地
階
は
吉
町
義
雄
氏
が
七
九
を
、
鑓
俗
は
井
之
口
章
次
氏

が
年
中
行
事
を
、
更
に
今
和
次
郎
、
加
藤
…
角
一
の
両
氏
が
毘
象
に
り
い
て
そ
の

構
造
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
研
究
さ
れ
て
い
る
。
田
中
卓
博
士
の
歴
史
に
関
す

る
研
究
は
「
古
代
阿
蘇
氏
の
一
考
察
」
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
幾
は
紀
・

記
・
国
造
本
紀
・
阿
蘇
系
図
な
ど
の
所
徴
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
あ
り
疑
問
の
点

が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
無
窮
会
文
庫
所
蔵
の
異
本
阿
蘇
氏
系
図

は
、
そ
の
中
に
「
監
督
」
と
い
う
名
称
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
内
密
は
古

伝
を
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、
之
を
材
料
に
し
て
在
来
の
史
料
と
比
較
対

照
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
阿
蘇
氏
め
本
貫
・
移
住
・
発
展
の
姿
を
明
ら

か
な
ら
し
め
る
こ
と
を
努
め
ら
れ
た
。
之
に
よ
っ
て
神
八
井
尊
命
・
速
瓶
玉

命
・
草
都
吉
見
命
の
女
・
阿
蘇
都
彦
・
武
鑑
二
型
鴛
な
ど
が
、
阿
蘇
氏
系
図
に

お
い
て
占
め
る
べ
き
位
㎎
阻
に
つ
い
て
の
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
独
創
的
な
研

究
で
あ
る
。

　
　
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ロ

　
最
後
に
美
術
史
と
交
際
と
の
報
告
は
班
長
安
藤
更
生
博
士
の
単
独
執
筆
で
あ

っ
て
、
神
像
・
神
面
・
神
楽
面
・
鰐
口
な
ど
を
一
々
実
物
に
あ
た
っ
て
大
き
さ

や
形
状
や
嵩
来
ば
え
な
ど
を
調
べ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
銘
文
あ
る
も
の

は
之
に
よ
っ
て
歴
史
を
調
べ
る
。
ま
た
高
千
穂
町
押
方
賢
一
郎
氏
所
蔵
の
朝
鮮

役
関
係
文
書
類
の
如
き
歴
史
貸
料
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
豊
富
な
写
真

が
理
解
を
助
け
る
。

　
む
　
　
　
む

　
付
録
と
し
て
先
に
一
言
し
た
門
宮
崎
県
児
湯
都
古
都
窃
寺
原
及
び
寄
騎
の
遺

跡
」
の
報
告
が
あ
る
。
之
は
過
ぐ
る
昭
和
一
一
三
年
四
月
に
、
駒
井
和
愛
、
桜
井

聖
画
の
両
氏
が
行
わ
れ
た
轟
野
原
と
寺
崎
の
両
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
う
た
時
の

記
録
で
あ
っ
て
、
瓢
＝
年
の
神
道
文
化
会
の
調
査
で
は
な
い
が
、
高
千
穂
考
古

学
の
参
考
資
料
と
し
て
付
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寺
原
で
は
五
本
の
ト
レ

ン
チ
を
造
っ
て
調
べ
た
結
果
と
し
て
、
弥
生
式
土
羅
時
代
の
佳
上
襲
の
存
在
を

た
し
か
め
、
、
妻
神
社
裏
手
の
寺
崎
で
は
へ
今
見
る
西
都
原
古
墳
群
が
造
ら
れ
た

頃
の
聚
落
の
肚
を
構
想
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
憲
の
紹
介
は
、
拙
劣
な
が
ら
だ
い
た
い
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
千
穂
・
阿
蘇
の
両
地
区
に
お
け
る
実
地
調
査
が
、
日
本
の
国
家
起
源
史
の
研

究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
今
日
の
よ
う
に
古
い

も
の
が
急
速
に
亡
び
つ
つ
あ
る
時
、
神
道
文
化
会
が
神
道
に
関
係
あ
る
貴
重
な

研
究
を
実
地
に
つ
い
て
行
な
い
、
資
料
を
集
め
、
そ
れ
ら
を
公
刊
さ
れ
た
こ
と

の
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。
た
だ
私
に
は
そ
れ
ら
を
適
切
に
紹
介
批
判
す
る
だ
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け
の
準
備
が
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
、
私
に
と
っ
て
多
少
可
能
な
こ
と
は
神
武

天
皇
の
東
筏
の
史
実
性
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
次
に
滝
預
選
士
の
総
論
醗
論
ガ
〈

「
神
武
天
皇
の
東
征
と
高
千
穂
宮
」
を
紹
介
し
所
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
滝
川
氏
の
こ
の
論
文
の
重
点
は
、
神
武
天
主
の
　
果
征
は
西
暦
一
世
紀
に
行
わ

れ
た
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
断
定
で
あ
っ
て
、
那
珂
通
世
博
士
の
紀
年
考

以
来
戦
前
に
行
わ
れ
た
旧
説
に
対
し
、
戦
後
史
学
の
試
練
を
経
ぜ
し
め
た
後
、

新
に
之
を
肯
定
し
て
一
新
説
た
ら
し
め
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
滝
川
氏
に

よ
る
と
、
戦
後
に
お
け
る
神
武
天
皇
の
東
征
の
否
認
は
、
考
古
学
の
過
信
と
圏

初
に
関
す
る
記
紀
の
所
伝
を
否
定
す
る
番
田
博
士
の
余
流
の
ま
ち
が
っ
た
風
潮

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
の
嬢
向
を
助
長
す
る
の

は
、
全
く
け
し
か
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
各
所
に
今
日
の
史
風
に
対
す
る

反
繋
の
熱
意
を
お
び
た
表
現
を
見
う
け
る
。
同
氏
独
自
の
軽
妙
尖
鋭
な
文
章
で

書
か
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
神
代
史
に
見
え
る
臼
向
の
襲
の
高
千
穂
は
、
日
向
の
西
臼
杵
郡
の
高
千
穂
に

相
違
な
い
が
、
こ
の
地
は
守
る
に
易
く
攻
む
る
に
難
い
要
害
の
地
で
あ
っ
て
、

弥
生
式
時
代
に
は
い
る
と
農
業
が
行
わ
れ
原
始
国
家
の
成
立
を
見
て
い
た
。
漢

の
武
帝
が
設
け
た
北
朝
鮮
の
楽
浪
郡
と
交
通
し
た
倭
人
は
、
湿
地
か
ら
漢
文
化

を
学
び
、
そ
の
後
｝
世
紀
間
に
す
ば
ら
し
い
文
化
的
向
上
を
と
げ
た
。
倭
人
の

文
化
は
、
三
世
紀
の
倭
人
に
つ
い
て
書
い
て
る
魏
志
の
倭
人
伝
な
ど
で
想
像
す

る
よ
り
も
す
つ
と
早
く
か
ら
開
け
て
い
た
。
そ
し
て
高
千
穂
の
羅
で
は
漢
文
化

の
影
響
を
受
け
て
政
体
を
変
革
し
た
。
当
時
諸
園
一
般
の
風
習
と
し
て
、
児
術

継
統
…
治
蒋
は
世
俗
約
統
治
巻
の
上
に
立
っ
て
い
た
が
、
高
千
穂
で
は
俗
的
続
々

は
父
が
主
宰
し
、
娘
を
し
て
祭
事
を
行
わ
し
め
る
と
い
う
改
革
を
断
行
し
た
の

で
あ
る
。
一
撒
紀
の
高
千
穂
薗
に
つ
い
て
滝
川
氏
は
こ
の
よ
う
な
新
説
を
立
て

た
が
、
こ
の
説
は
臼
ホ
人
が
麟
を
ク
ニ
と
い
う
の
は
「
郡
」
の
漢
音
ク
ン
の
転

㍊
で
、
初
め
楽
浪
郡
の
郡
の
名
を
聞
い
た
の
に
由
来
す
る
と
い
う
新
説
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
…
九
頁
）
。
　
と
こ
ろ
で
北
九
州
の
海
岸
地
方
で
は
、

こ
れ
ま
た
漢
武
東
征
の
影
響
に
よ
り
耶
馬
台
糖
な
る
氏
族
連
合
国
家
が
成
立
し

て
い
た
の
で
、
神
武
天
皇
は
こ
の
国
家
の
戒
立
に
学
び
、
東
方
の
新
天
地
に
氏

族
戦
野
園
家
の
基
を
開
く
た
め
に
蹴
起
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
三
六
）
。

そ
し
て
そ
の
実
年
代
に
つ
い
て
種
々
の
方
面
か
ら
考
察
を
め
ぐ
ら
し
た
末
、
高

勾
…
麗
好
太
王
碑
文
に
見
え
る
辛
郵
の
年
西
暦
三
九
二
年
を
基
礎
と
し
て
、
豊
玉

か
ら
神
武
に
至
る
中
闘
の
十
三
代
の
天
皇
の
一
代
を
三
十
年
と
し
て
計
算
し
、

三
九
〇
年
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
代
に
紳
武
天
皇
の
東
征
が
行
わ
れ
た
と
し
た

（
号
鈴
）
、
か
く
て
西
暦
一
世
紀
に
東
征
が
あ
っ
た
も
の
と
晃
て
、
那
珂
通
世

氏
の
紀
年
考
の
示
す
と
こ
ろ
と
大
差
の
な
い
年
代
だ
と
し
て
い
る
。

　
神
武
天
塁
の
東
征
に
関
す
る
こ
の
高
千
穂
臨
家
説
は
全
く
前
人
未
発
の
断

説
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
諭
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
は
第
｛
に
高
千
穂
に
お

け
る
古
墳
が
横
穴
で
あ
っ
て
、
年
代
的
に
新
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
地

に
お
け
る
一
世
紀
の
神
武
天
皇
の
存
在
の
反
証
に
は
な
ら
ぬ
と
す
る
。
第
二
に

耶
馬
台
国
の
位
鷺
に
つ
い
て
滝
川
氏
は
九
州
説
を
と
る
者
で
あ
る
が
、
仮
に
大

要
説
を
と
る
と
し
て
も
、
三
世
紀
の
耶
馬
台
墨
即
ち
大
和
国
が
、
一
世
紀
に
日

向
か
ら
起
つ
た
英
雄
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
国
で
あ
る
こ
と
を
考
古
学
的
な
証

拠
を
あ
げ
て
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
説
く
。
要
す
る
に
氏
の
黒

蝿
史
実
説
は
考
古
学
や
魏
志
倭
人
伝
で
、
軽
々
に
諭
難
さ
る
べ
き
筋
合
の
も
の

で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
魏
志
倭
人
伝
の
如
き
は
倭
人
を
低
劣
照

す
先
入
観
で
書
か
れ
で
い
る
か
ら
、
日
本
圭
代
史
の
研
究
上
の
証
観
…
カ
は
弱
い

と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
滝
川
氏
は
故
中
出
平
次
郎
博
±
の
「
考
古
学
上
よ
り
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書

見
た
る
神
武
天
皇
東
征
の
実
年
代
」
と
い
う
論
文
を
引
い
て
、
西
暦
一
型
紀
後

半
の
中
頃
北
九
州
か
ら
東
征
が
行
わ
れ
た
と
い
う
考
古
学
者
の
説
を
あ
げ
て
い

る
が
、
決
し
て
之
を
氏
の
一
世
紀
影
壁
説
に
役
立
た
し
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
氏
は
神
武
東
征
と
い
う
よ
う
な
歴
史
上
の
事
件
を
考
古

学
的
証
拠
を
あ
げ
て
立
絶
す
る
遍
い
う
よ
う
な
こ
と
は
元
来
不
可
能
な
こ
と
で
、

考
古
学
者
は
何
等
の
発
言
権
を
有
た
な
い
こ
と
だ
と
論
ず
る
。
氏
の
新
説
の
特

色
は
法
史
酌
推
断
を
施
し
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
氏
は
ク
ニ
の
語
源
は
楽
浪
郡

の
「
郡
」
に
由
来
す
る
と
い
う
法
史
的
な
見
方
を
基
礎
と
し
て
高
千
穂
の
岡
を

論
じ
、
ま
た
前
記
の
如
く
耶
丁
台
羅
な
る
氏
族
連
合
國
家
の
成
立
に
学
ぶ
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
法
史
的
な
見
方
の
上
に
立
っ
て
神
武
東
征
が

行
わ
れ
た
理
由
を
と
く
の
で
あ
る
。

　
神
武
天
皇
の
東
征
の
道
筋
に
つ
い
て
は
、
速
吸
之
門
の
位
置
に
つ
い
て
古
事

記
と
臼
太
・
書
紀
の
問
に
差
が
あ
る
。
本
居
は
之
を
特
定
の
地
名
と
見
た
の
で
書

紀
を
正
し
と
し
た
が
、
久
米
邦
武
氏
は
之
を
潮
流
の
急
な
る
水
門
の
義
に
と
っ

て
古
事
記
に
従
い
明
石
海
峡
を
之
に
当
て
た
。
留
書
氏
は
田
中
卓
博
士
が
椎
根

津
彦
の
明
石
海
峡
守
備
の
事
実
を
も
と
に
し
て
、
久
米
説
を
採
っ
て
い
る
の
を

正
し
い
と
し
た
。
進
ん
で
大
和
へ
の
侵
入
の
道
を
熊
野
に
と
ら
れ
た
と
い
う
物

語
に
つ
い
て
は
、
東
征
説
話
と
大
和
平
定
説
話
と
を
連
続
さ
す
た
め
に
作
ら
れ

た
後
世
の
作
為
で
あ
ろ
う
と
見
て
、
重
視
し
て
い
な
い
。

　
次
に
大
和
に
お
け
る
神
武
天
皇
の
国
家
建
設
に
関
す
る
滝
川
氏
の
見
解
は
次

の
如
し
で
あ
る
。
氏
は
崇
単
寧
皇
紀
六
年
の
条
を
本
に
し
て
、
神
武
東
征
以
前

は
於
い
て
は
、
大
際
貴
神
を
祭
る
氏
族
が
近
畿
地
方
の
氏
族
連
合
国
家
の
ス
メ

ラ
ミ
コ
ト
で
あ
っ
た
が
、
大
和
氏
三
輪
氏
な
ど
大
越
貴
誌
族
の
国
王
の
権
力
が

衰
え
て
、
近
畿
地
方
の
氏
族
連
合
鐘
象
が
混
乱
に
陥
っ
た
時
期
に
、
神
武
天
皇

は
九
州
か
ら
こ
の
地
方
に
の
り
こ
ん
で
、
群
雄
を
平
定
し
て
そ
の
上
に
君
臨
し

た
の
で
あ
る
と
曳
く
。
九
州
か
ら
の
東
征
に
関
し
て
は
営
営
日
豊
の
先
例
が
あ

り
、
ま
た
垂
仁
紀
に
見
え
る
天
罰
槍
の
故
事
に
お
い
て
後
例
が
あ
る
か
ら
、
こ

の
史
実
を
信
じ
え
な
い
岩
は
記
紀
の
読
め
ぬ
連
中
だ
と
評
す
る
。
ま
た
樋
口
濡

之
博
士
の
説
を
濃
い
で
、
大
和
平
野
が
盆
地
湖
だ
つ
た
時
代
の
神
武
の
大
和
平

定
に
関
す
る
年
魚
の
位
置
が
、
す
べ
て
標
高
五
〇
米
等
高
線
よ
り
も
高
い
位
置

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
吉
学
の
見
地
か
ら
考
え
て
も
、
東
征
物
語
が
決
し

て
架
空
の
創
作
で
は
な
い
明
証
で
あ
る
と
諭
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
津
田
説
の

よ
う
に
奈
良
時
代
初
期
の
造
作
な
ら
、
聖
蹟
の
一
つ
や
二
つ
は
当
時
既
に
陸
地

に
な
っ
て
い
た
大
和
平
野
の
中
央
部
に
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
と
い
え

る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
概
原
富
の
現
位
署
に
つ
い
て
は
、
神
宮
外
苑
大

拡
張
の
時
そ
こ
か
ら
橿
の
木
の
根
が
縄
文
式
及
び
弥
生
式
の
土
器
と
共
に
多
数

発
毛
さ
れ
た
こ
と
や
、
こ
の
位
置
の
歴
史
地
理
的
条
件
の
選
当
な
こ
と
な
ど
を

考
察
し
て
現
位
置
が
適
当
で
あ
る
と
す
る
が
、
神
武
天
皇
の
畝
傍
山
陵
に
つ
い

て
は
現
位
縫
を
疑
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
滝
川
博
士
は
神
武
天

皇
の
高
千
穂
か
ら
の
東
征
及
び
大
和
の
平
定
に
つ
い
て
、
古
事
記
及
び
日
本
君

紀
の
伝
え
る
と
こ
ろ
を
虚
偽
の
混
作
で
は
な
く
、
悉
く
は
儒
じ
が
た
き
も
史
実

で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
滝
川
博
士
の
「
神
武
菓
征
と
高
千
穂
宮
」
の
要
旨
で
あ
る
。
戦
後
わ

が
飼
史
学
界
で
は
国
体
の
変
革
に
伴
い
、
日
本
の
国
家
起
源
の
號
明
の
た
め
に
、

以
前
と
異
な
り
自
由
研
究
の
道
が
閤
か
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
斑
主
主
義
の
原
理

に
よ
う
て
日
本
の
国
家
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
家
は
こ
の
国
の
起
源
に

つ
い
て
科
学
酌
な
研
究
を
行
な
い
、
実
証
的
且
合
理
酌
に
日
本
史
を
理
解
す
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
現
代
日
本
の
強
い
要
請
に
迫
ら
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
れ
ま
で
神
話
の
ま
ま
で
放
任
さ
れ

て
来
た
、
日
本
の
神
代
史
や
神
武
天
皇
や
そ
の
後
a
憂
心
の
歴
史
な
ど
が
、
根

本
的
に
疑
い
の
眼
で
見
慶
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
困
難
な
問
題
の
解
決
は
日
本
趨
有
の
宗
教
で
あ
る
神
道
の
解
釈
に
関
係
し
、

国
家
的
な
神
社
の
有
つ
べ
き
意
義
に
つ
い
て
も
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
は
か
ぎ

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
神
道
と
園
史
学
と
の
調
和
を
全
く
新
し

い
観
点
に
立
っ
て
考
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
國
史
家
も
神
道
察
も
之
に
つ
い
て
よ
ほ
ど
慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
だ
と
は
思
う
が
、
も
は
や
濁
史
の
ど
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
稗
学
的
研
究

を
軽
ん
じ
て
は
扇
史
と
は
い
え
な
い
時
勢
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
研
究
の
結
呆

が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
国
史
家
は
静
か
に
深
く
園
史
の
淵
源
を
探
っ
て
’
み
る
こ

と
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
道
文
化
会
が
高
チ
穂
に
向
っ
て
科

学
的
研
究
の
鍬
を
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
私
は
心
か
ら
な
る
敬
意
を
表
す

る
。
そ
れ
と
共
に
滝
摺
教
授
が
調
査
騒
を
ひ
き
い
て
、
詳
し
く
現
地
を
調
べ
あ

げ
た
上
で
書
か
れ
た
こ
の
総
論
的
論
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
心
を
以
て
拝
見
し

た
次
第
で
あ
り
、
之
に
よ
っ
て
学
ぶ
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

試
に
私
が
注
文
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
議
に
お
け
る
史
料
及
び
論
旨
の

重
要
な
点
に
つ
い
て
多
少
疑
問
を
お
ぼ
え
た
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
の
で
、

次
に
は
そ
れ
を
書
い
て
私
の
責
を
果
た
し
た
く
思
う
。

　
第
一
は
史
料
と
し
て
の
記
紀
の
と
り
方
で
あ
る
が
、
滝
川
幾
が
記
紀
の
内
容

を
神
代
史
に
至
る
ま
で
、
相
当
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
私
は
大
体

同
．
感
で
あ
る
。
た
だ
私
は
氏
が
、
今
日
津
田
学
説
に
よ
っ
て
紳
哀
天
燈
以
前
の

所
伝
が
史
料
と
し
て
の
信
用
性
を
根
本
的
に
疑
わ
れ
て
い
る
時
節
で
あ
る
に
拘

わ
ら
ず
、
こ
の
史
料
の
僑
用
性
に
つ
い
て
殆
ん
ど
な
ん
ら
説
明
す
る
と
こ
ろ
な

く
、
之
を
確
実
な
機
撫
と
し
て
利
下
さ
れ
て
い
る
こ
ど
に
対
し
て
疑
問
を
い
だ

か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
滝
耀
氏
は
詑
紀
に
は
三
世
紀
以
後
書
き
つ
が
れ

た
帝
紀
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
部
分
が
あ
る
か
ら
、
氏
は
三
確
聞
に
は

漢
字
で
書
か
れ
た
原
史
料
が
少
な
く
と
も
帝
紀
に
つ
い
て
存
在
し
た
と
信
じ
て

い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
三
世
紀
と
い
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は

示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
と
に
干
支
に
は
ふ
れ
て
い
ら
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
氏
が
尊

重
さ
れ
て
お
る
那
珂
博
士
の
上
世
紀
年
考
に
よ
る
と
、
那
珂
氏
は
真
壁
寺
本
古

事
記
の
崇
神
天
皇
の
崩
積
の
注
に
見
え
る
干
支
の
戊
寅
を
基
に
し
て
、
之
を
二

五
八
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
之
に
基
づ
い
て
三
世
紀
と
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
私
も
滝
用
氏
と
感
を
同
じ
う
す
る
点
が

あ
る
が
、
瞬
時
に
甚
だ
所
見
を
異
に
す
る
瓶
も
あ
る
。
先
ず
泓
は
詳
論
は
他
日

に
ゆ
ず
る
が
、
こ
の
干
支
は
太
安
貞
侶
が
彼
の
序
文
の
中
に
「
以
注
」
と
い
っ

た
注
と
し
て
最
初
か
ら
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

之
を
無
視
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
寧
ろ
之
を
含
む
漢
文
の
凍
史
料
が
あ
っ
た
は

ず
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
史
料
が
ど
の
よ
う
な
形
式
の
も
の
で
、
そ

の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
し
て
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
た
か
は
今
後
の
研
究
に
ま
た

ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
内
容
は
古
審
記
の
み
な
ら
ず
感
心
の
編
述
の
た
め
の
史

料
に
も
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
最
初
に
こ
の
干
支
を
収
め
た
漢
文
の

記
録
が
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
至
神
か
垂
仁
の
時
代
に
書
き
初
め
ら
れ
た
と

い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
戊
寅
と
い
う
漢
宇
が
二
字
だ
け
残
る
と
い
う
理
由
は
な

い
か
ら
、
こ
の
二
掌
を
含
ん
だ
漢
文
の
記
録
が
最
初
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
基
に

な
っ
て
園
初
の
歴
史
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
信
用

し
て
も
よ
さ
そ
う
な
固
有
名
詞
と
事
実
と
を
含
ん
だ
古
事
記
や
日
本
漏
壷
が
書

け
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
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併
し
こ
の
注
の
信
用
性
に
つ
い
て
は
本
居
氏
や
津
田
氏
の
よ
う
な
有
力
な
反

対
説
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
打
破
す
る
だ
け
の
論
拠
が
な
け
れ
ば
、
結

局
水
か
け
論
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
今
日
で
は
否
認
説
の
方
が
有
力
で
水
か
け
論

に
も
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
私
は
記
紀
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
以
外
に
魏
志
の
倭
人
伝
を
詳
し
く
研
究
し
た
結
果
、
今
日
之
に
つ
い
て
確

信
あ
る
立
証
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
滝
規
氏
は
記
紀
の
信
用
性
の
根
拠

に
つ
い
て
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
論
文
は
糟
羨
き
び
し

く
戦
後
の
史
風
を
攻
撃
さ
れ
て
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
記
紀
の
信
用
性
の
根
拠

．
を
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
次
に
滝
川
氏
は
那
珂
博
士
と
詞
様
に
芸
評
の
天
皇
の
活
世
年
数
．
を
平
均
三
十

年
と
お
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
化
以
前
の
治
世
の
確
実
な
天
皇
に
つ
い
て

治
世
年
数
を
調
べ
る
と
、
僅
か
に
十
二
年
前
後
で
あ
る
か
ら
三
十
年
で
は
そ
の

二
倍
以
上
で
あ
る
。
園
初
の
天
皇
に
限
っ
て
そ
ん
な
に
長
い
治
世
を
続
け
た
と

云
え
る
だ
ろ
う
か
。
神
武
天
皇
か
ら
崇
神
位
豊
に
猛
る
間
の
八
代
に
つ
い
て
も

疑
う
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
部
分
だ
け
は
な
ん
ら
歴
史
記
事
が
な
い

上
に
、
系
図
を
吟
味
す
る
と
疑
が
う
べ
．
ぎ
筋
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

滝
川
氏
は
魏
志
の
倭
人
伝
の
史
料
と
し
て
の
価
値
を
よ
ほ
ど
低
く
扱
わ
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
私
に
は
そ
う
は
思
え
ぬ
。
魏
志
で
も
魏
志
の
主
要
な
種
本
で
あ

る
謀
略
で
も
、
三
世
紀
の
後
半
に
死
ん
だ
学
者
が
同
じ
三
世
紀
の
倭
人
に
つ
い

て
書
い
て
お
る
。
し
か
も
倭
地
に
赴
い
た
帯
方
郡
の
郡
使
の
報
皆
や
洛
陽
に
行

っ
た
倭
の
使
節
の
談
話
な
ど
を
材
料
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
と
い
何
程
か

の
偏
見
や
誇
張
が
あ
る
と
し
て
も
、
史
料
と
し
て
の
価
纏
は
簗
っ
て
重
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
殊
に
今
日
の
よ
う
に
古
墳
の
発
生
は
三
里
紀
の
後
半
を
さ

か
の
罎
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
古
壌
の
発
焦
ほ
鷹
ち
に
日
寒
の
脇

家
起
源
に
つ
ら
な
る
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
時
代
に
は
、
到
底
之
を
軽
視
す
惹

こ
と
は
で
き
ま
い
と
考
え
る
。

第
二
は
考
古
学
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
も
ま
た
滝
川
氏
と
共
に
、
考
古
学

は
古
い
時
代
の
文
化
を
語
る
材
料
で
は
あ
っ
て
も
、
特
定
の
英
雄
が
特
定
の
時

代
に
特
定
の
行
動
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
事
件
の
考
証
の
為
に
は
、
な

ん
ら
の
発
…
　
両
損
の
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
。
だ
が
文
化
の
程
度
と
社
会
及
び
致

治
の
進
度
と
の
聞
に
は
平
行
関
係
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
そ
の

点
に
至
る
と
、
政
治
史
に
お
け
る
考
古
学
の
知
識
を
そ
う
低
く
見
積
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
考
古
学
漸
の
側
で
も
近
来
は
歴
史
関
係
の
判
断
を

以
前
よ
り
は
慎
重
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
然
り
で
あ

る
。
そ
れ
で
私
は
考
古
学
の
提
供
す
る
材
料
を
歴
史
家
が
い
り
そ
う
よ
く
吟
味

す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
歴
史
研
究
に
結
び
つ
け
る
方
法
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
工

夫
を
こ
ら
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
私
は
滝
川
氏
が
神
武
天
皇
の
東
征

を
否
定
す
る
に
も
肯
定
す
る
に
も
、
伝
説
の
地
に
行
っ
て
そ
の
実
地
を
見
よ
と

主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
頗
る
同
感
で
あ
る
。
実
は
私
も
高
千
穂
を
訪
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
京
大
の
法
科
を
患
て
大
学
院
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
指
導
教
授

の
仁
保
亀
松
博
士
が
そ
の
頃
は
最
も
有
力
な
言
論
機
関
で
あ
っ
た
雑
誌
濁
太

陽
』
に
、
日
ホ
の
国
家
起
源
に
関
す
る
一
文
を
発
表
さ
れ
た
後
、
大
正
十
一
年

の
夏
、
私
を
つ
れ
て
日
向
の
史
蹟
の
訪
問
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
時
の
知
事

が
仁
保
先
生
の
友
人
だ
つ
た
の
で
、
富
崎
で
も
妻
で
も
其
他
各
地
で
も
大
い
に

優
遇
さ
れ
た
。
太
陽
は
高
く
輝
い
て
い
た
。
高
千
穂
の
三
田
井
へ
行
っ
た
時
の

印
象
は
今
な
お
鮮
や
か
で
あ
る
。
そ
の
時
を
回
想
し
つ
つ
本
書
を
読
む
と
、
日

本
の
照
家
起
源
史
の
研
究
の
容
易
で
な
い
こ
と
を
翻
感
ず
る
が
、
実
地
の
探
査

で
大
切
な
も
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
考
古
学
だ
と
考
え
る
。
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と
こ
ろ
で
滝
川
氏
の
論
文
を
読
ん
だ
後
、
私
は
考
古
学
酌
調
査
の
結
果
を
も

　
つ
と
編
広
く
採
旧
川
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
感
想
を
禁
ず

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
高
千
穂
の
古
墳
が
新
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
神

武
東
征
説
の
成
立
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
滝
川
氏
の
論
調
に
は

私
は
同
感
で
あ
る
。
大
正
二
年
に
西
都
原
の
古
墳
群
の
調
査
が
行
わ
れ
て
か
ら

は
、
神
武
天
皇
の
粟
征
は
問
題
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

囁
近
畿
地
方
の
古
墳
が
発
生
す
る
ま
で
に
東
妊
が
行
わ
れ
、
東
征
の
後
初
め
て
古

墳
が
で
き
た
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
に
と
っ
て
は
、
日
向
の
古
墳
の
年
代
が
新

ら
し
い
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
東
征
が
行
わ
れ
た
後
で
も
、
大

和
と
日
向
と
は
遠
く
隔
た
っ
て
平
時
の
交
逓
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
近
畿
と

の
交
通
の
さ
か
ん
な
北
九
州
に
近
畿
を
学
ん
だ
古
墳
が
盛
ん
に
嵩
来
る
よ
う
に

な
っ
た
後
で
も
日
向
は
昔
の
ま
ま
に
と
り
残
さ
れ
た
の
で
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
聾
都
凍
の
古
墳
が
年
代
的
に
新
し
く
、
九
州
山
脈
の
中
の
高
千
穂
の
も
の
は

そ
れ
よ
り
も
新
し
い
と
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
私

は
こ
の
点
で
は
滝
川
氏
と
金
く
瞬
感
な
の
だ
が
、
日
本
の
爾
家
起
源
を
論
ず
る

以
上
、
稲
作
農
業
が
行
わ
れ
た
弥
生
式
文
化
の
遺
物
遺
跡
に
対
し
て
は
聴
に
深

く
注
意
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
滝
川
氏
が
実
地
検
証
を
行
わ

れ
た
後
に
高
千
穂
の
国
家
を
論
ぜ
ら
れ
る
以
上
、
い
っ
そ
う
深
く
か
の
地
の
弥

生
式
時
代
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

語
を
換
え
て
い
う
と
高
千
穂
に
お
い
て
は
弥
生
式
時
代
の
文
化
の
痕
跡
が
貧
弱

で
あ
る
と
い
う
事
実
を
管
区
さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
滝
規
氏
の
言
の
如
く
、
高
千
穂
は
攻
む
る
に
難
く
守
る
に
易
い
要
害

の
地
で
あ
る
が
、
こ
の
地
の
特
色
は
そ
れ
よ
り
も
東
と
西
の
交
通
の
要
路
に
あ

た
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
そ
れ
は
本
書
の
考
古
学
の
証
明
す
る
と
こ

ろ
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
地
は
隣
接
地
域
で
発
生
し
た
文
化
が
た
え
ず
流
入
し
た

点
に
特
色
が
あ
り
、
独
創
的
文
化
の
あ
と
は
存
在
し
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
弥
生
式
時
代
に
お
い
て
心
深
き
こ
の
地
に
建
設
的
な
国
家
の
首
府

が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
考
古
学
を
参
考
に
す
る
と
き
、
そ
れ
に
対
し

て
果
た
し
て
ど
う
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
頗
る
疑
問
で
あ
る
。
私
は
本
書

の
印
象
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
遜
に
多
く
、
今
日
の
西
都
市
の
一
部
で
あ
る
妻

　
（
都
万
）
の
地
方
の
考
古
学
的
意
義
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
地
に
つ
い
て
駒
井
博
士
は
、
宮
崎
・
熊
本
・
鹿
児
島
の
一
二
県
中
島
も
遺
跡
に

富
ん
だ
地
方
で
あ
る
と
い
い
、
殊
に
弥
生
式
住
屡
祉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
の

寺
原
で
発
掘
さ
れ
た
往
年
の
調
査
報
告
を
本
書
の
付
録
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い

．
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
妻
こ
そ
は
高
千
穂
に
天
降
り
の
後
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

が
日
向
の
美
地
を
求
め
て
た
ど
り
つ
か
れ
た
と
い
う
吾
田
の
長
屋
の
笠
狭
の
碕

　
（
笠
沙
御
前
）
の
故
地
だ
と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
土
地
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
地

方
こ
そ
は
い
っ
そ
う
多
く
考
慮
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

私
は
か
の
魏
志
倭
人
伝
に
見
え
る
投
南
国
を
以
て
こ
の
妻
に
あ
た
る
と
考
え
、

又
こ
の
地
方
を
犠
向
時
代
の
神
都
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
本
鞘
に
お
い

て
滝
川
氏
は
私
が
倭
人
伝
の
老
馬
国
を
以
て
高
千
穂
の
残
存
政
権
に
擬
し
た
と

書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
私
が
こ
の
『
史
林
』
に
発
表
し
た
と
こ
ろ

と
甚
だ
異
な
る
所
が
あ
る
。
私
は
竃
馬
国
を
高
千
穂
の
残
存
政
権
な
ど
と
は
述

べ
て
い
な
い
。
私
は
ま
ず
魏
志
倭
人
伝
に
見
え
る
投
領
国
が
日
向
の
妻
に
当
る

こ
と
を
考
定
し
、
進
ん
で
こ
の
妻
を
搬
拠
を
と
し
て
日
向
の
支
配
を
行
う
た
権

力
者
の
中
か
ら
、
神
武
天
皇
の
東
征
と
よ
ば
れ
る
遠
征
を
行
う
英
雄
が
現
わ
れ

た
の
・
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
は
三
世
紀
の
後
半
だ
ろ
う
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

な
お
泓
は
『
史
林
憾
の
拙
論
で
、
卑
弥
呼
の
次
に
立
つ
た
男
王
が
神
武
天
皇
で
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は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
か
か
。
6
、
て
お
い
た
が
、
今
で
は
そ
れ
を
す
て
て

い
る
。
私
の
有
力
な
論
拠
の
ひ
と
つ
は
投
影
国
の
官
名
が
弥
々
で
あ
る
こ
と
と

日
向
系
の
雑
記
の
美
称
が
罫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
音
の
一
致
あ
る
。

　
第
三
は
耶
馬
台
国
に
関
係
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
滝
規
氏
が
魑
を
表
わ

す
わ
が
国
語
の
ク
ニ
は
、
楽
浪
郡
の
「
郡
㎏
の
音
ク
ソ
に
由
来
す
る
と
い
う
説

を
立
て
ら
れ
て
い
る
の
を
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
ク
ニ
の
語
源
に
つ
い
て
は

諸
説
が
あ
り
今
私
は
自
説
を
有
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
仮
に
滝
川
氏
の

説
に
従
う
こ
と
に
し
、
ま
た
一
世
紀
に
高
千
穂
に
羅
家
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

魏
志
倭
人
伝
に
記
録
さ
れ
た
三
世
紀
の
九
州
北
部
の
海
岸
や
平
野
地
方
の
開
化

状
況
と
対
照
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
よ
り
も
二
世
紀
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
代

に
九
州
出
田
中
の
盆
地
で
あ
る
薪
干
穂
に
お
い
て
、
滝
川
氏
の
説
か
れ
る
ク
晶

の
観
念
を
本
に
し
漢
の
園
家
思
想
を
と
り
い
れ
た
政
体
の
変
革
が
行
わ
れ
、
祭

政
分
離
の
端
が
際
か
れ
た
と
果
し
て
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
氏
の
新
説
の
成
立
に

つ
い
て
は
疑
い
な
き
を
え
な
い
。
だ
が
魏
志
倭
人
償
の
史
料
と
し
て
の
価
値
に

つ
い
て
滝
川
氏
は
之
を
相
当
低
級
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
闘
題
は
む

し
ろ
こ
の
評
価
の
当
否
に
存
す
る
も
の
と
思
う
。
次
に
神
武
天
皇
は
北
方
の
耶

馬
台
国
の
氏
族
連
合
圏
家
の
成
立
を
見
て
、
策
方
の
新
天
地
に
氏
族
連
合
園
家

を
建
設
す
る
意
図
を
い
だ
か
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
滝
川
氏
の
新
説
に
つ
い
て

も
管
見
は
や
や
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
私
は
氏
の
法
史
学
的
な
こ
の
発
想
に
興

味
を
覚
え
つ
つ
も
、
神
武
東
征
が
目
ざ
し
た
も
の
が
氏
の
説
の
娘
き
連
合
国
家

で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
頗
る
疑
わ
し
い
と
思
う
。
第
一
点
は
耶
馬
含

濁
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
私
は
耶
馬
台
国
を
先
年
来
研
究
し
た
結
果
、
耶
馬
台

国
と
女
王
国
と
を
混
同
し
欝
欝
し
て
い
る
従
来
の
耶
馬
台
隔
観
が
根
本
的
に
誤

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
女
薫
醐
汰
倭
国
と
も
い
わ
れ
諸
小
鷺
が
埋
合
し

て
作
っ
た
連
合
国
家
で
あ
っ
た
が
、
耶
馬
台
岡
は
こ
の
連
合
町
家
の
一
員
で
あ

っ
て
女
王
国
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
岡
は
女
王
國
の
首
府
の
所
在
地

で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
他
の
諸
国
と
異
な
る
の
で
有
名
だ
が
、
連
合
国
家
そ
の

も
の
を
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
滝
川
氏
の
説
に
一
つ
の
疑
問
を

も
つ
の
で
あ
る
が
、
今
一
つ
の
点
は
こ
の
場
合
の
連
合
嗣
家
を
氏
族
連
合
國
家

と
名
づ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
滝
川
氏
は
倭
人
伝
に
見
え
る
國
々
を
小
氏
族
岡
家
で
あ
る
と
見
て
い
ら
れ
る
。

だ
か
ら
そ
れ
ら
が
連
賞
し
て
作
っ
た
岡
家
を
氏
族
．
連
合
鼎
家
と
い
わ
れ
る
の
も

当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
烈
々
は
い
ず
れ
も
千
豊
艶
以
上
或
は
千
余

家
以
上
の
戸
数
を
有
し
、
大
聖
ぱ
五
万
戸
七
万
戸
に
及
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
数
字
に
は
著
る
し
い
誇
張
が
あ
る
と
し
て
も
、
網
当
多
数
の
氏

族
が
集
ま
ら
ぬ
と
、
こ
れ
ら
の
岡
々
の
お
の
お
の
が
成
立
し
て
い
た
と
は
い
え

ま
い
と
思
う
。
だ
か
ら
多
数
の
氏
族
か
ら
成
っ
た
圏
と
い
う
意
集
で
な
ら
氏
族

園
家
と
い
え
よ
う
が
、
一
氏
族
が
氏
族
村
落
を
成
し
、
一
民
族
が
斑
族
濁
家
を

成
す
と
い
う
よ
う
な
用
語
法
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
の
爾
を
氏
族
国
家
だ
つ
た
と

い
う
こ
と
は
む
り
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
で
私
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
園
は
数
多
の

疑
族
を
つ
つ
ん
で
そ
の
上
に
立
つ
部
族
の
陶
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
よ
く
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
耶
馬
台
国
を
盟
主
と
し
た
連
合
繍
家
も
ま

た
、
之
を
部
族
連
合
賢
察
と
名
づ
け
る
の
を
妥
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
尤
も
完
全
に
部
族
状
態
に
あ
っ
た
勢
家
は
そ
れ
よ
り
前
の
ま
だ
諸
氏
族
の

結
合
の
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
倭
人
侮
の
諸
蟹
は
既
に
そ
の
状
態

を
去
っ
て
、
国
王
を
出
だ
す
氏
族
は
濁
黒
し
、
原
始
岡
家
と
し
て
の
結
合
も
固

定
し
て
い
た
と
思
え
る
か
ら
、
そ
れ
を
士
族
爾
家
と
規
定
す
る
の
み
で
は
も
は

や
適
当
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
で
帯
革
の
氏
族
が
圃
定
し
て
い
る
と
い
う
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点
に
転
身
し
て
、
そ
の
瞬
を
氏
族
国
家
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
岡
々
の
結
含
を
氏

族
連
合
国
家
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
5
に
、
そ
れ
は
部
族
国
家
の
称
ぴ

方
以
上
に
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
は
ひ
と
り

倭
人
伝
の
国
々
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
滝
川
氏
は
神
武
天
皇
の
大
和
平
定
以

前
に
お
い
て
、
こ
の
地
方
に
大
藩
貴
系
の
氏
族
連
舎
国
家
が
存
在
し
、
神
武
天

皇
は
そ
の
王
家
を
た
お
し
て
漸
た
に
彼
を
中
心
と
す
る
氏
族
連
合
圏
家
を
建
て
、

そ
し
て
こ
の
氏
族
連
合
国
家
の
状
態
が
大
化
改
新
ま
で
続
い
た
と
見
て
い
ら
れ

る
よ
う
だ
が
、
仮
に
氏
族
国
家
の
概
念
を
最
後
に
か
か
げ
た
特
殊
な
意
味
の
も

の
に
し
て
も
、
こ
の
説
の
如
く
に
論
じ
う
る
か
は
疑
問
だ
と
考
え
る
。
私
は
神

武
天
皇
の
建
国
が
史
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
が
前
突
の
冊
．
史
林
』
の
旧

考
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
の
畏
族
麟
家
が
こ
こ
に
始
ま
り
、
記
紀
に
見
え
る

国
造
県
主
の
制
度
は
こ
の
時
に
起
つ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
滝
川
氏

の
い
わ
れ
る
氏
族
国
家
は
こ
の
暗
に
お
い
て
原
則
と
し
て
亡
び
、
そ
れ
ら
の
小

園
（
泓
の
表
現
で
は
都
族
国
家
）
は
大
和
の
天
皇
の
主
権
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
懸
造
や
県
主
の
支
配
す
る
、
賢
本
の
民
族
繭
家
の
国
や
県
に
変
っ
て
い
く
と

い
．
）
こ
と
の
端
緒
が
、
こ
の
臨
、
に
開
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
和
に
お
け

る
建
圏
の
重
点
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
私
は
滝
刑
博
士
が
神
武
天
皇
の
東
征
と
大
和
に
お
け
る
新
国
家
の
建
設
に
つ

い
て
、
漸
説
を
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
る
。
上
述
の
如
き
私

の
批
判
は
主
と
し
て
日
向
に
お
け
る
、
こ
と
に
高
千
穂
に
お
け
る
国
家
や
政
治

に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
辺
の
こ
と
は
私
も
多
少
調
べ
て
お
り

書
い
た
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
従
う
て
つ
い
遠
慮
の
な
い
と
こ
ろ
を
述
べ

た
次
第
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
闘
違
い
の
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
、
氏
の
寛
恕
を
乞

い
教
示
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
神
武
天
皇
の
大
和
に
お
け
る
漸
国
家
の
建
設
に

つ
い
て
は
、
氏
の
数
多
く
の
卓
見
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
の

私
は
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
っ
そ
う
勉
強
し
よ
う
と
思
う
。
　
　
　
・
脚

　
最
後
に
重
ね
て
神
道
交
化
身
が
行
わ
れ
た
柱
年
の
調
査
と
今
回
の
こ
の
書
の
　
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

出
版
と
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
る
。
諸
氏
の
労
作
に
つ
い
て
私
が
本
交
で
略
記

し
た
紹
介
が
要
点
を
失
し
、
又
は
誤
解
を
犯
す
よ
5
な
こ
と
の
な
か
っ
た
よ
う

に
と
祈
り
つ
つ
欄
愛
す
る
。

〔
附
記
〕
　
本
欝
が
｛
隣
千
穂
研
究
に
與
え
た
最
も
大
き
な
貢
献
の
一
つ
と
し
て
、

　
泓
は
高
千
穂
に
近
い
阿
蘇
北
方
の
小
燈
盆
地
の
考
古
学
的
調
査
の
成
果
を
あ

　
げ
た
い
。
こ
の
地
方
は
熊
本
娯
出
土
の
銅
矛
銅
父
の
約
三
分
の
一
を
出
し
て

　
い
る
が
、
調
査
馴
が
藩
に
弥
生
式
便
居
堀
二
箇
所
を
発
掘
し
た
こ
と
は
既
記

　
の
と
お
り
で
あ
る
。
筑
後
用
の
上
流
を
占
め
る
こ
の
小
圏
地
方
が
北
方
の
文

　
化
を
吸
収
し
て
、
早
く
か
ら
立
派
な
部
族
国
家
を
成
し
て
い
た
こ
と
を
疑
わ

　
ぬ
。
之
に
比
し
て
高
千
穂
は
弥
生
式
交
化
の
遺
物
は
あ
っ
て
も
見
る
べ
き
も

　
の
な
く
、
妻
に
お
い
て
噌
弥
生
式
住
居
境
を
見
る
と
は
い
え
、
日
向
か
ら
は
銅

　
器
の
遺
物
を
見
な
い
有
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
管
見
で
は
高
千
穂
を
経
由
し
て

　
行
わ
れ
た
臼
向
に
対
す
る
北
方
文
化
の
浸
出
の
歴
史
ぱ
浅
く
、
妻
に
あ
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
投
馬
国
の
如
き
も
、
厳
器
の
効
珊
が
も
は
や
無
く
な
っ
た
後
に

　
北
方
か
ら
の
嬉
民
国
家
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
（
大
判
四
七
六
頁
　
神
道
文
化
会
発
行
　
定
価
二
、
○
○
○
円
）


