
  

土
佐
（
高
知
）
の
坂
本
龍
馬
（
一
八
三
五
年
―
一
八
六
七
年
）
も
脱
藩
し
て
驚
く
べ
き
健
脚
を
も
っ
て
、

新
し
い
日
本
像
を
求
め
て
、
全
国
を
駆
け
め
ぐ
り
ま
し
た
。
江
戸
城
明
け
渡
し
の
時
に
、
薩
摩
の
西
郷
隆

盛
と
江
戸
の
勝
海
舟
が
通
訳
を
介
し
て
、
談
判
し
た
形
跡
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

か
れ
ら
は
普
遍
的
な
Ｏ
Ｓ
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
塾
、
藩
校
、
寺
子
屋
で
読
み
書
き
算

盤
の
根
が
深
く
深
く
張
り
巡
ら
さ
れ
た
デ
フ
ァ
ク
ト
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
Ｏ
Ｓ
が
、
日
本
の
全
国
に
奥
深

く
根
を
張
っ
て
実
在
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
「
学
習
指
導
要
領
」
の
よ
う
に
、
そ
の

Ｏ
Ｓ
は
国
家
独
占
も
私
的
独
占
も
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
バ
グ
も
制
度
疲
労
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
よ

り
の
証
拠
に
、
こ
の
優
れ
た
柔
軟
な
Ｏ
Ｓ
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
文
明
開
化
以
降
怒
濤
の
よ
う
に
流
入
し

た
外
国
の
ソ
フ
ト
（
制
度
・
道
具
）
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
。 
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〇
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考
え
る
葦
を
考
え
る 

貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
注
一

に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
日
本
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
交
易
ル
ー
ト
経
由
の
コ
レ

ラ
が
入
っ
て
き
た
と
き
は
、
内
務
省
が
強
権
的
に
、
石
灰
酸
を
撒
い
た
り
、
患
者
を
隔
離
し
た
り
、
西
洋

医
学
に
よ
っ
て
、
コ
レ
ラ
と
対
抗
し
た
の
で
す
が
、
庶
民
に
は
、
西
洋
人
が
コ
レ
ラ
毒
を
撒
い
た
り
、
西

洋
人
が
患
者
の
生
き
肝
を
食
っ
た
り
、
生
き
血
を
絵
の
具
に
使
う
な
ど
と
受
け
止
め
ら
れ
、
「
コ
レ
ラ
一

揆
」
が
各
地
に
頻
発
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
コ
レ
ラ
に
対
し
て
、
庶
民
は
農
作
物
に
つ
く
虫
を
籠
に
入

れ
て
送
り
川
や
海
に
流
す
「
虫
送
り
」
に
よ
っ
て
、
患
者
に
と
り
つ
い
た
悪
い
虫
を
送
り
捨
て
る
と
い
う

手
法
を
と
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
無
力
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
文
明
開
化
に
は
、

こ
う
し
た
矛
盾
と
軋
轢
を
抱
え
な
が
ら
、
強
権
的
な
部
分
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
西
洋
文
明
を
一
面
的
に

受
け
入
れ
た
こ
と
も
事
実
で
す
が
、
基
本
的
に
は
、
日
本
の
庶
民
は
、
そ
の
優
れ
た
受
容
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

作
動
さ
せ
て
、
消
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

一
八
七
〇
年
代
の
学
制
は
、
こ
の
宏
深
な
屈
伸
性
の
あ
る
Ｏ
Ｓ
の
上
に
、
乗
っ
か
っ
て
初
め
て
正
当
性

を
持

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
す
ぐ
さ
ま
「
富
国
強
兵
」
の
た
め
の
究
極
の
基
盤
と
し
て
の
操
作

的
な
統
治
制
度
に
転
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
明
治
の
元
勲
た
ち
の
思
慮
は
深
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
公
的
医
療
制
度
か
ら
漢
方
・
民
間
治
療
を
放
逐
し
て
、
西
洋
医
学
の
支
配
を
確
立
し
た
こ

と
と
並
ん
で
、
「
富
国
強
兵
」「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」
の
た
め
に
、
も
っ
と
も
効
率
的
な
制
度
だ

 
 

ち
え
た
の

                              

                 

 

左
の
文
章
は
、
島
岡
光
一
編
著
『
野
麦
峠
に
立
つ
経
済
学
』（
春
風
社
五
月
八
日
刊
）
の
原
稿
の
一
部
で
あ

る
。
指
数
の
都
合
で
割
愛
し
た
部
分
だ
が
、
出
版
し
て
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
を
い
た
だ
く
中
で
、
割
愛

し
た
こ
の
部
分
が
か
え
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。 

☆
「
草
莽
崛
起
」 

そ
こ
で
こ
の
際
、
ネ
ッ
ト
で
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。 

注
一 
 

人
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
・
老
若
・
性
別
の
本
分
を
守
っ
て
節
制
と
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
病
気
を
遠
ざ
け
る
法 
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読
み
書
き
算
盤
は
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
的
な
日
本
の
Ｏ
Ｓ
で
し
た
。
寺
子
屋
と
か
塾
で
イ
ン
ス
ト
ー

ル
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
松
陰
の
「
草
莽
崛
起

そ
う
も
う
く
っ
き

」
論
注
二

は
、
幕
末
在
野
の
志
士
や
百
姓
一
揆
へ
の
呼
び

か
け
で
す
が
、
か
れ
が
獄
中
か
ら
の
手
紙
の
中
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
ま
す
。
「
草
莽
崛
起
、
豈 あ

に

他
人
の
力
を
仮
ら
ん
や
。
恐
れ
な
が
ら
天
朝
も
幕
府
、
我
が
藩
も
い
ら
ぬ
。
た
だ
六
尺
の
微
躯
が
入
用
」

と
。
こ
こ
に
、
か
れ
が
期
待
し
た
の
は
普
遍
的
な
Ｏ
Ｓ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た
す
べ
て
の
在
野
の
人
々

で
し
た
。 

☆ 

「
考
え
る
葦
」
の
文
脈 

そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
草
莽
」
と
い
う
根
基
層
部
分
に
、
し
ば
ら
く
思
い
を
巡
ら
せ
て
み
ま
し
ょ

う
。 

っ
た
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
「
富
国
強
兵
」
や
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」
の
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。
と
す
れ
ば
、

日
本
の
産
業
主
義
を
支
え
た
「
学
校
」「
病
院
」
と
い
う
制
度
に
先
行
し
て
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
根
底

を
支
え
た
あ
の
読
み
書
き
算
盤
（
リ
テ
ラ
シ
ー
）
の
現
代
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
Ｏ
Ｓ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
、
そ

の
上
で
、
新
し
い
ソ
フ
ト
を
走
ら
せ
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
「
富
国
強
兵
」
や
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
」
の
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。
と
す
れ
ば
、

「
学
校
」「
病
院
」
と
い
う
制
度
に
先
行
し
て
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
根
底
を
支
え
た
あ
の
読
み
書
き
算

盤
（
リ
テ
ラ
シ
ー
）
の
現
代
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
Ｏ
Ｓ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
、
そ
の
上
で
、
新
し
い
ソ
フ
ト
を

走
ら
せ
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
あ
の
有
名
な
箇
所
つ
ま
り
「
考
え
る
葦
」
の
該
当
部
分
で
い
っ
て
い
ま
す
。

計
算
機
は
思
考
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
が
、
意
思
は
持
た
な
い(

五
の
三
四
〇)

と
か
、
蛙
が
あ
る
種
の
魚

の
目
を
繰
り
ぬ
く
こ
と
は
意
思
的
に
み
え
る
が
、
い
つ
も
同
じ
こ
と
を
蛙
が
し
魚
も
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
逆
の
こ
と
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
魚
が
蛙
の
目
を
く
り
ぬ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な

い(

五
の
三
四
一)

と
か
、
も
し
本
能
が
や
る
こ
と
を
意
識
が
や
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
動
物
で
も

言
葉
を
し
ゃ
べ
る(

五
の
三
四
二)

と
か
、
例
え
ば
、
「
お
う
む
は
、
ま
だ
嘴
が
き
れ
い
だ
の
に
、
そ
れ
を
拭

                              

                   

 

そ
れ
は
、
す
で
に
「
草
莽
」
の
中
に
「
崛
起
」
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
吉
田
松
陰
的
な
女
性
や

男
性
、
坂
本
龍
馬
的
な
女
性
や
男
性
が
「
崛
起
」
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
吉
田
松
陰
的
な
女
性

や
男
性
、
坂
本
龍
馬
的
な
女
性
や
男
性
が 

注
二 

吉
田
松
陰
（
一
八
三
〇―

一
八
五
九
）
長
州
（
現
山
口
県
）
の
生
ま
れ
。
藩
士
で
あ
り
な
が
ら
、
藩
の
許
可
を
得
ず
に

各
地
に
遊
学
。
二
七
歳
の
時
に
萩
で
、
「
松
下
村
塾
」
と
い
う
私
塾
を
開
き
、
高
杉
晋
作
、
伊
藤
博
文
、
山
県
有
朋
な
ど
を

輩
出
し
ま
し
た
。
松
蔭
は
安
政
の
大
獄
で
捕
ら
え
ら
れ
獄
中
で
「
草
莽
崛
起

そ
う
も
う
く
っ
き

」
論
に
到
達
し
、
こ
の
言
葉
は
幕
末
の
志
士
の

間
で
流
行
語
と
な
り
ま
し
た
。
翌
一
八
五
九
年
二
九
歳
で
、
刑
死
し
ま
し
た
。
「
草
莽
崛
起

そ
う
も
う
く
っ
き

」
の
「
草
莽
」
と
は
草
の
生
い

茂
っ
た
と
こ
ろ
の
意
味
で
、
雑
草
の
密
集
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
「
崛
起
」
と
は
根
元
か
ら
立
て
、
と
い
う
意
味
で
す
。

草
莽
崛
起
と
は
よ
く
時
代
精
神
を
表
現
し
た
も
の
と
思
え
て
き
ま
す
。 
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☆ 

有
識
者
は
ど
う
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

う
」(
五
の
三
四
三)

と
、
つ
ま
り
、
お
う
む
は
本
能
と
し
て
そ
れ
を
燥
返
す
。
人
間
の
場
合
、
思
考
が
本
能

な
の
だ
、
そ
れ
が
偉
大
な
点
な
の
だ
。
こ
う
論
じ
た
後
で
、
「
人
闇
は
一
本
の
葦
に
す
ぎ
な
い
、
自
然
の

中
で
も
い
ち
ば
ん
弱
い
も
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
考
え
る
葦
で
あ
る
。
」（
五
の
三
四
七
の
第
一
行
）
と
い

う
有
名
な
一
文
が
入
り
ま
す
。
俗
説
で
は
、
こ
こ
で
葦
の
た
と
え
が
出
さ
れ
る
の
は
弱
い
こ
と
の
直
喩
だ

か
ら
だ
と
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
東
京
書
籍
の
『
改
訂
現
代
社
会
』(

一
九
八
四
年
検
定
、
高
校
社
会)

で
は
、

上
記
の
最
後
の
一
文
を
引
い
た
後
で
、
「
自
然
の
力
は
は
る
か
に
人
間
を
こ
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お
人
間
が
自
然
に
ま
さ
る
の
は
、
考
え
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
は
、

考
え
る
と
こ
ろ
に
、
人
闘
の
偉
大
さ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
」(

二
二
一
頁)

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
葦

に
つ
い
て
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
人
間
は
葦
の
よ
う
に
弱
い
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
は
相
当
吟
味
を
要
し
ま
す
。 

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
田
中
重
弘
さ
ん
は
い
い
ま
す
。
パ
ン
セ
が
「
弱
い
」
と
い
う
形
容
詞
で
用
い
た

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
のfaible (

英
語
で
はfeeble)

で
あ
っ
て
、
そ
の
語
源
が
ラ
テ
ン
語
のflebilis (

英
語
の

lam
entab1e

に
通
じ
、
心
に
痛
み
を
感
じ
る
さ
ま)

な
の
で
、
こ
れ
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
てfaible

に
こ
め

ら
れ
て
い
る
、
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、faib1e

は
「
無
用
の
、
無
力
な
、
弱
い
、
無
価
値
の
」
な
ど
の

意
味
で
あ
り
、
パ
ス
カ
ル
の
葦
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
徒

い
た
ず
ら

に
生
い
繁
る
」
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
徒
労
の
習
性

は
人
間
な
ら
思
考
だ
ろ
う
、
と
解
釈
し
て
い
ま
す(

『
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ア
は
欺
し
の
天
才
』
文
芸
春
秋
一
九
八

我
が
国
で
パ
ス
カ
ル
に
関
す
る
最
も
先
駆
的
な
研
究
者
で
あ
っ
た
三
木
清
は
、
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
人

間
の
分
析
を
、
分
析
し
て
い
い
ま
す
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
の
生
を
運
動
と
し
て
見
、
不
均
衡
と
し
て
見
て

い
ま
す
。
そ
の
動
性
の
肯
定
的
な
契
機
を
「
意
識
」
に
求
め
、
意
識
と
は
す
な
わ
ち
自
己
意
識
＝
自
覚
的

意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
様
々
な
意
識
の
形
態
の
う
ち
思
惟
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
三

木
は
あ
の
「
考
え
る
葦
」
の
く
だ
り
を
引
用
し
、
ま
た
あ
わ
せ
て
、
「
人
間
は
考
え
る
た
め
に
造
ら
れ
た
」

（
二
の
一
四
六
）
も
引
用
し
ま
す
。
パ
ス
カ
ル
に
あ
っ
て
は
、
と
三
木
は
い
い
ま
す
、
こ
の
自
己
意
識
＝

自
覚
的
意
識
＝
思
惟
こ
そ
は
「
人
聞
的
存
在
のpar excellence

」（
格
別
優
れ
た
、
の
意―

し
ま
お
か
）
な

る
動
性
」
で
あ
り
、
ま
た
「
人
間
の
品
位
で
あ
り
、
光
栄
で
あ
る
」
と
ま
で
高
調
さ
れ
ま
す
。(

『
パ
ス
カ

ル
に
お
け
る
人
閻
の
研
究
』
岩
波
文
庫
一
九
二
六
年
五
月
初
刊
、
「
第
一
人
間
の
分
析
」
を
参
照) 

三
木
は
な
ぜ
こ
こ
に
「
葦
」
が
登
場
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
な
ん
の
関
心
も
示
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

人
間
は
存
在
論
的
必
然
性
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
葦
の
ご
と
し
、
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
「
葦
」
そ
の
も

の
の
存
在
論
的
必
然
性
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

元
来
、
葦
は
い
た
る
と
こ
ろ
の
水
湿
地
に
群
生
す
る
イ
ネ
科
の
多
年
生
草
で
、
地
下
に
長
く
根
を
は
っ

た
根
茎
を
縦
横
に
出
し
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
に
至
る
全
国
ど
こ
で
も
、
ま
た
世
界
の
湿
地
に
く
ま
な
く
分

布
し
て
い
ま
す
。
そ
の
芽
は
竹
の
子
の
よ
う
に
食
用
に
供
せ
ら
れ
、
茎
は
船
を
編
み
、
よ
し
ず
を
編
む
た

め
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
、
ま
た
生
命
力
あ
る
植
物
で
す
か
ら
、
弱
さ
を
葦
で
代
表
さ

せ
る
の
に
は
疑
間
を
表
明
し
て
い
る
者
も
い
ま
す
。 
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
葦
は
「
弱
い
」
も
の
の
寓
意
と
し
て
見
る
の
は
安
易
す
ぎ
る
こ
と
は
確
か
ら
し
い
の

で
す
。 

☆ 

聖
書
の
記
述
は
ど
う
で
し
ょ
う
か 

わ
た
し
は
わ
が
霊
を
彼
に
与
え
た
。 

わ
た
し
の
喜
ぶ
わ
が
選
び
人
を
見
よ
。 

だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
「
葦
」
は
徒
ら
な
る
習
性
の
比
喩
と
し
て
見
た
瞬

闇
に
、
パ
ス
カ
ル
の
目
の
位
置
が
問
わ
れ
ま
す
。
上
か
ら
俯
瞰
的
に
見
れ
ば
そ
れ
は
侮
蔑
的
で
、
醐
笑
的

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
ち
、
下
に
並
び
い
て
、
わ
が
身
を
顧
み
れ
ば
、
そ
れ
は
不
敵
で
シ
ニ
カ
ル
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
い
っ
た
い
ど
ち
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
三
木
の
説
と
あ
わ
せ
ま
す

と
、
自
覚
的
思
惟
主
体
と
し
て
の
「
葦
」
な
ら
ば
、
後
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
理
解
し
て
も
よ
さ
そ

う
で
す
。 

と
し
て
、
人
の
世
の
無
常
と
神
の
言
葉
の
不
変
性
を
対
比
す
る
た
め
に
、
人
を
草
に
な
ぞ
ら
え
ま
す
。
そ

の
う
え
で
、
第
四
二
章
で
、
前
章
に
引
き
続
き
「
海
沿
い
の
人
々
」
す
な
わ
ち
異
邦
人
＝
異
教
徒

（G
entiles

）
に
呼
び
か
け
て
い
い
ま
す
。 

と
こ
し
え
に
変
る
こ
と
は
な
い
」 

ほ
の
ぐ
ら
い
灯
心
を
消
す
こ
と
な
く
、 

先
人
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
「
人
間
＝
葦
」
説
は
、
旧
約
聖
書
イ
ザ
ヤ
書
と
新
約
聖
書
マ

タ
イ
伝
か
ら
由
来
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
少
々
調
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
章
で

は
、 

「
わ
た
し(

エ
ホ
バ―

し
ま
お
か)

の
支
持
す
る
わ
が
し
も
べ
、 

「
人
は
み
な
草
だ
。 

ま
た
傷
つ
い
た
葦
（

．
．
．
．
．
．a bruise

．
．．
．．．．d reed

．
．．．
．）
を
折
る
こ
と
な
く

．
．
．
．
．
．
．
．
、 

例
え
ば
、
荒
俣
宏
さ
ん
は
『
イ
ソ
ツ
ブ
物
語
』
の
一
見
弱
々
し
い
葺
が
実
は
嵐
に
最
も
よ
く
耐
え
る
と

い
う
寓
話
か
ら
、
「
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
パ
ス
カ
ル
の
名
言�

人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る�

に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
」(

『
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
一
九
八
五
年
六
月
「
ヨ
シ
」
の
項
〉
と
の
べ
て
い
ま
す
。 

五
年
九
月
九
〇―

九
一
頁
参
照)

。 
エ
ホ
バ
の
息
が
そ
の
上
を
吹
け
ば
、 

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
神
の
言
葉
は 

草
は
枯
れ
、
花
は
し
ぼ
む
。 

草
は
枯
れ
、
花
は
し
ぼ
む
。 

彼
は
叫
ぶ
こ
と
も
な
く
、
声
を
あ
げ
る
こ
と
な
く 

彼
は
も
ろ
も
ろ
の
国
び
と
に
道
を
し
め
す
。 

た
し
か
に
人
は
草
だ
。 

そ
の
声
を
ち
ま
た
に
聞
こ
え
さ
せ
ず
、 

そ
の
麗
し
さ
は
、
す
べ
て
野
の
花
の
よ
う
だ
。 
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ま
た
、
こ
こ
で
、
道
と
葦
、
道
と
灯
と
が
対
照
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
道

を
造
る
に
は
葦
を
な
ぎ
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
葦
は
道
を
じ
き
に
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
、
お
よ
び
、
原
野
の
暗
い
夜
道
を
歩
く
の
に
灯
は
命
の
灯
に
等
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
古
代
人
の

経
験
が
こ
こ
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
文
は
極
め
て
難
解
で
す
。
次
の
よ
う
な
理

解
の
試
み
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
異
教
徒
が
、
そ
の
支
配
者
の
重
圧
に
喘
い
で
い
て
、
傷
つ
き
希

望
の
灯
が
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
エ
ホ
バ
は
い
い
ま
す
。
選
民
に
不
可
思
議
な
霊
力
を

与
え
て
や
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
と
を
あ
え
て
荒
立
て
て
、
大
騒
ぎ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
前
た
ち
に

迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
道
を
造
成
し
て
や
る
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
お
前
た

ち
の
よ
う
な
地
に
生
い
茂
げ
る
葦
が
な
ぎ
倒
さ
れ
な
い
か
と
か
、
い
ま
に
も
消
え
そ
う
に
な
っ
て
い
る
希

望
の
灯
も
吹
き
消
さ
れ
は
し
な
い
か
、
と
い
う
心
配
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
選
民
は
、
た
と
え

傷
つ
い
た
葦
一
本
た
り
と
い
え
ど
も
折
る
こ
と
な
く
、
微
か
に
残
る
灯
を
吹
き
消
し
た
り
も
せ
ず
に
、
密

か
に
道
を
地
に
築
く
こ
と
の
で
き
る
、
そ
う
い
う
霊
力
を
、
か
れ
ら
に
授
け
た
の
で
あ
る
、
と
。 

こ
の
訳
は
日
本
聖
書
協
会
一
九
五
五
年
改
訳
の
も
の
で
す
。
一
般
に
英
語
の
辞
書
に
よ
れ
ば
、a 

broken reed

は
支
え
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
脆
く
弱
い
物
ま
た
は
人
の
意
、
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
救
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
「
弱
い
」
の
は
「
一
本
」
と
「
傷
」
つ
い
た
と

い
う
と
こ
ろ
に
掛
か
る
の
で
あ
っ
て
、
「
葦
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
最
も
弱
い
部
分
だ
と
い

う
こ
と
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
前
記
の
傍
点
の
部
分
は
「
た
と
え
傷
つ
い
た
葦

と
い
え
ど
も
一
本
た
り
と
も
折
る
こ
と
な
く
」
と
訳
す
べ
き
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

全
体
に
、
こ
の
イ
ザ
ヤ
書
は
予
言
の
書
の
一
つ
で
、
イ
ザ
ヤ
が
見
た
幻
と
し
て
蓄
か
れ
て
い
る
か
、
エ

ホ
バ
の
支
配
下
に
あ
る
異
端=

反
逆
と
の
激
し
い
闘
争
・
弾
圧
の
痕
跡
を
露
わ
に
し
め
し
て
、
エ
ホ
バ
に

よ
る
呵
責
な
き
復
讐
の
叫
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
反
面
、
異
端
よ
り
も
異
邦
人
・
異
教
徒
に
は
エ

ホ
バ
は
好
意
的
で
す
。
こ
れ
ら
が
対
照
的
に
出
て
く
る
の
が
第
九
章
で
す
。
す
な
わ
ち
異
邦
人
の
ガ
リ
ラ

ヤ
は
光
栄
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
「
暗
や
み
の
中
に
歩
ん
で
い
た
民
は
大
い
な
る
光
を
見
た
。
暗
黒
の
地
に

住
ん
で
い
た
人
々
の
上
に
光
が
照
っ
た
。
云
々
」
。
他
方
、
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
残
虐
な

弾
圧
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
ま
す
。
「
エ
ホ
バ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
頭
と
尾
と
、
シ
ュ
ロ
の
枝
と
葦
と
を
一

日
の
う
ち
に
断
切
ら
れ
る
。
」（
こ
こ
で
も
葦
が
出
て
く
る
こ
と
に
注
意
）
か
ら
始
ま
っ
て
延
々
破
滅
へ
の

地
獄
模
様
を
描
き
ま
す
。
こ
の
第
四
二
章
の
引
用
も
「
海
沿
い
の
国
々
」
す
な
わ
ち
異
邦
人
（G

entiles

）

に
呼
び
か
け
た
も
の
で
、
エ
ホ
バ
が
未
だ
征
服
し
て
い
な
い
者
へ
の
宣
撫
工
作
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
も

の
で
す
か
ら
、
恫
喝
を
含
ん
だ
あ
る
種
の
媚
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
エ
ホ
バ
が

「
選
び
人
」
を
派
遺
し
て
、
従
わ
な
け
れ
ば
容
赦
な
く
刈
取
る
が
、
「
傷
つ
い
た
」
も
の
は
少
な
く
と
も

一
本
と
い
え
ど
も
刈
取
ら
な
い
で
、
道
を
敷
設
し
よ
う
、
と
。
あ
の
「
万
軍
の
主
」
復
讐
と
嫉
妬
の
神
エ

ホ
バ
で
さ
え
、
手
を
焼
い
て
い
る
の
が
こ
の
「
海
沿
い
の
国
々
」
な
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
パ
ス
カ
ル
自

海
沿
い
の
国
々
は
そ
の
教
え
を
待
ち
望
む
。
」（
傍
点―

し
ま
お
か
）
と
。 

つ
い
に
道
を
地
に
確
立
す
る
。 

彼
は
衰
え
ず
、
落
胆
せ
ず
、 

真
実
を
も
っ
て
道
を
し
め
す
。 
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こ
こ
で
い
う
悪
霊
と
は
パ
リ
サ
イ
人
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
患
者
か
ら
取
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
正

義
が
、
す
な
わ
ち
「
道
」
が
見
え
、
聞
こ
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
エ
ホ
バ
は
「
傷
つ
い
た
葦
」
を
一

本
た
り
と
も
折
る
こ
と
な
く
と
、
単
に
言
う
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
す
が
、
イ
エ
ス
は
む
し
ろ
そ
れ
を
癒
し

て
や
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
エ
ホ
バ
を
信
ず
る
パ
リ
サ
イ
人
は
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ

せ
て
、
自
己
の
道
義
的
優
位
性
を
暗
に
示
し
つ
つ
、
「
道
」
す
な
わ
ち
正
義
と
愛
を
地
に
確
立
し
た
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
鮮
か
な
イ
エ
ス
派
の
本
領
発
揮
で
し
た
。 

こ
の
く
だ
り
は
新
約
聖
奮
の
マ
タ
イ
伝
第
一
二
章
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
パ
リ
サ
イ
人
と
矛
盾
を
激

化
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
イ
エ
ス
は
、
安
息
日
に
か
ん
し
て
も
、
対
立
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
い
よ
い
よ
パ
リ

サ
イ
人
は
イ
エ
ス
を
殺
そ
う
と
図
っ
た
の
で
、
か
れ
は
そ
こ
を
逃
れ
、
か
れ
ら
か
ら
身
を
隠
し
つ
つ
、
自

分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
人
に
他
言
し
て
は
な
ら
な
い
と
箝
口

か
ん
こ
う

令
（
オ
フ
レ
コ
命
令
）
を
し
い
て
、
公
衆

の
面
前
に
で
な
く
と
も
正
義
の
道
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
ほ
ら
、
聖
書(

こ
こ
で
は
旧
約
の
こ
と).

で
も
、

こ
の
よ
う
に
予
言
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
、
保
証
す
る
件
で
す
。
そ
こ
で
は
、
こ
の.

エ
ホ
バ
に
選
ば

れ
た
人
と
は
、
イ
エ
ス
か
れ
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
に
暗
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
道
」

が
ソ
フ
ィ
ス
ト
ケ
イ
ト
さ
れ
て
「
正
義
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

旧
約
聖
書
の
世
界
で
は
、
「
葦
」
そ
の
も
の
は
、
エ
ホ
バ
が
呵
責
な
く
制
圧
す
べ
き
反
逆
者
と
対
照
的

な
、
征
服
さ
れ
ざ
る
民
草
で
し
た
が
、
イ
エ
ス
の
下
で
は
、
同
じ
唯
一
神
エ
ホ
バ
を
い
た
だ
く
パ
リ
サ
イ

人
よ
り
イ
エ
ス
の
周
囲
に
群
が
っ
て
く
る
民
草
で
し
た
。
た
し
か
に
イ
エ
ス
の
生
き
た
時
代
と
世
界
で
は

唯
一
神
エ
ホ
バ
を
頂
点
と
す
る
信
仰
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
優
位
を
保
っ
て
い
た
な
か
で
、
そ
れ
を
現
実
世
界

に
い
か
に
適
合
的
な
形
に
も
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
点
で
、
普
遍
性
が
問
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
パ
リ
サ

イ
人
の
よ
う
に
特
定
の
強
い
人
々
の
自
力
本
願
で
な
く
、
他
力
本
願
つ
ま
り
神
の
愛
を
ど
こ
ま
で
も
信
じ

れ
ば
救
わ
れ
る
と
一
般
の
民
草
の
救
済
を
説
い
た
イ
エ
ス
の
方
が
世
俗
な
普
遍
性
が
あ
り
ま
し
た
。 

イ
エ
ス
は
エ
ホ
バ
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
残
虐
な
弾
圧
の
雷
鳴
を
轟
か
せ
つ
つ
、
他
方
で
は
宣
撫
す
る

と
い
う
よ
う
な
や
り
方
は
と
ら
ず
、
パ
リ
サ
イ
人
が
か
れ
を
殺
そ
う
と
す
れ
ば
、
密
か
に
逃
れ
、
か
れ
ら

も
否
定
で
き
な
い
イ
ザ
ヤ
の
予
言
を
持
ち
だ
し
（
そ
れ
で
い
て
「
選
び
人
」
を
そ
れ
と
な
く
自
分
に
見
立
て

さ
せ)

、
そ
の
直
後
に
、
だ
ま
っ
て
悪
霊
に
と
り
つ
か
れ
た
聾
者
の
盲
人
の
目
と
耳
と
を
癒
し
て
や
る
と

い
う
愛
の
奇
跡
を
演
じ
ま
す
。 

イ
エ
ス
は
地
に
生
え
る
い
ば
ら
の
よ
う
な
パ
リ
サ
イ
人
に
絶
え
ず
な
や
ま
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
両
者
は

双
方
不
幸
な
誤
解(

双
方
は
教
義
に
お
い
て
は
む
し
ろ
非
常
に
よ
く
似
て
い
る)

に
も
と
づ
い
て
あ
い
争
っ
て

い
る
の
で
、
新
約
聖
書
の
よ
う
に
バ
リ
サ
イ
人
を
悪
霊
と
同
一
に
見
る
の
は
歴
史
的
に
公
平
と
は
い
え
ま

せ
ん
。 

身
に
よ
る
こ
の
イ
ザ
ヤ
書
第
四
〇
〜
四
二
章
の
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
影
響
が
強
す
ぎ
て
、
必
ず

し
も
原
義
に
沿
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
参
考
に
な
り
ま
せ
ん(

『
パ
ン
セ
』
一
一
の
七
一
三
参
照)

。 
す
で
に
エ
ホ
バ
が
支
配
し
て
い
る
地
で
あ
っ
て
も
、
イ
エ
ス
の
行
く
手
は
常
に
民
衆
が
群
が
り
、
そ
の

の
「
道
」
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
ケ
イ
ト
さ
れ
て
「
正
義
」
そ
の
中
に
見
え
隠
れ
し
て
パ
リ
サ
イ
人
は
攻
撃
を
し

か
け
て
来
ま
す
。
あ
た
か
も
鬱
蒼
と
生
い
茂
げ
る
葦
に
潜
む
い
ば
ら
の
よ
う
に
。
荒
蕪
地
を
旅
す
る
旅
人
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☆ 

『
古
事
記
』
の
記
述
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

「
葦
」
に
関
す
る
古
代
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
る
の
に
『
古
事
記
』
ほ
ど
適
当
な
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。

む
ろ
ん
パ
ス
カ
ル
が
『
古
事
記
』
を
読
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん

（
こ
れ
は
冗
談
。
冗
談
が
通
じ
な
い
人
の
為
に
念
の
た
め)

。
古
代
に
階
級
・
国
家
・
一
神
教
の
確
立
過
程

(

そ
れ
は
征
服
戦
争
と
交
易
と
融
和
の
全
過
程)

を
一
つ
の
神
話
的
具
象
に
お
い
て
眺
め
る
時
、
葦
に
関
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
、
東
西
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

日
本
の
神
話
の
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
な
か
に
「
葦
原
の
中
ツ
国
」
と
い
う
表
現
で
、
現
世
す

な
わ
ち
こ
の
国
を
表
現
し
て
い
ま
す
。 

「
高
天
の
原―

中
つ
国―

黄
泉
国
（
根
の
国
）
と
い
う
、
古
代
人
の
天
上
・
地
上
・
地
下
の
三
段
階
構
想

の
神
誘
的
な
世
累
観
が
、
こ
の�

中
つ
国�

に
現
れ
て
い
る
、
と
す
る
西
郷
信
綱
の
宇
宙
軸
の
指
摘
は
、

日
本
神
話
の
潜
在
的
部
分
の
構
造
的
・
記
号
的
把
握
と
し
て
、
斬
新
で
至
当
な
説
と
高
く
評
価
さ
れ
た
」

と
し
て
、
こ
の
「
西
郷
説
出
現
以
来
、
若
い
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
学
会
の
長
老
層
も
お
お
む
ね
こ
の
説

を
採
っ
て
い
る.

」（
『
古
事
記
』
岩
波
書
店
一
九
八
四
年
一
月
一
八
八
頁)

と
。 

そ
も
そ
も
、
『
古
事
記
』
上
巻
の
冒
頭
の
天
地
創
造
の
と
こ
ろ
で
、
「
国
稚 わ

か

く
し
て
浮
き
し
脂

あ
ぶ
ら

の
如
く

し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
時
、
葦 あ

し

牙 か
び

の
如
く
萌
え
あ
が
る
物
に
因 よ

り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、

宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅

う

つ

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

の

神 か
み

」
と
あ
り
ま
す
。
は
じ
め
て
現
れ
る
具
象
的
な
神
の
名
が
「
う
ま
し
あ
し
か

．
．
．

び．
ひ
こ
ぢ
の
神
」
で
し
た
。
こ
こ
で
、
「
う
ま
し
」
と
は
美
し
い
、
「
か
び
」
と
は
芽
と
い
う
意
味
で
す
。

『
日
本
書
記
』
で
は
、
「
国 く

に

常 と
こ

立
た
つ
の

尊
み
こ
と

」
と
い
う
神
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
益
田
氏
が
言

っ
て
い
る 

（
前
掲
書
一
八
一
頁
参
照
）
よ
う
に
、
春
の
は
じ
ま
り
に
芽
が
萌
え
出
る
物
の
神
格
化
で
あ
る

と
同
時
に
、
国
が
永
遠
に
立
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
す
。 

も
っ
と
も
、
益
田
氏
自
身
は
、
こ
の
宇
宙
軸
を
上
中
下
の
縦
軸
だ
け
で
は
理
解
せ
ず
、
黄
泉
国
を
、

「
中
つ
国
」
と
同
じ
平
面
の
周
辺
地
域
に
あ
る
と
考
え
た
方
が
、
古
代
人
の
世
界
観
に
近
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
を
提
唱
し
て
い
ま
す
が(

一
八
九―

一
九
一
頁
参
照)

、
ぼ
く
も
同
意
見
で
す
。 

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
専
門
家
が
西
郷
氏
の
説
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
一
介
の

門
外
漢
の
ぼ
く
は
無
駄
な
抵
抗
は
止
め
て
、
彼
の
見
方(

『
古
事
記
の
世
累
』
岩
波
新
書 

一
九
六
七
年
九
月)

を
べ
ー
ス
に
、
葦
と
『
古
事
記
』
と
の
関
係
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

の
難
渋
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ダ
ブ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
る
と
き
、
頭
に
い

ば
ら
の
冠
が
、
手
に
葦
の
杖
が
も
た
さ
れ
て
潮
笑
さ
れ
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ヘ
と
場
面
が
展
開
し
ま
す
。

そ
し
て
彼
は
復
活
ま
で
は
い
っ
た
ん
は
敗
北
し
て
、
死
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

「
葦
原
中
国
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
益
田
勝
實
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。 
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「
葦
原
の
中
つ
国
」
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉

よ

み

の
国
訪
問
の
説
話
に
お
い
て
、
イ

ザ
ナ
ミ
の
命
が
火
の
神
を
産
ん
で
、
「
ホ
ト
」（
女
陰)

を
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
も
と
で
死
ん

で
、
黄
泉
の
国
へ
隠
れ
ま
し
た
。
夫
イ
ザ
ナ
キ
の
命

み
こ
と

は
彼
女
を
慕
っ
て
黄
泉
の
国
へ
訪
間
し
ま
す
。
そ

れ
は
そ
れ
は
汚
く
醜
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
命
は
「
よ
く
も
あ
た
し
に
恥
を
か
か
せ
た
わ
ね
」

と
ば
か
り
、
イ
ザ
ナ
キ
の
命
を
殺
そ
う
と
し
ま
す
。
彼
は
必
死
に
逃
げ
、
黄
泉
の
国
の
境
界
に
来
た
と
き
、

桃
の
実
を
取
っ
て
投
げ
つ
け
て
、
や
っ
と
「
葦
原
の
中
つ
国
」
に
到
達
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
ザ
ナ

キ
の
命
は
桃
の
実
に
向
か
っ
て
こ
う
い
い
ま
す
。 

追
っ
て
来
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
命
は
、
「
葦
原
中
国
」
に
逃
れ
た
元
夫
に
向
か
っ
て
、
「
こ
ん
な
こ
と
を
し

た
ん
だ
か
ら
、
あ
た
し
ゃ
、
『
汝 な

の
国
の
人
草
』
を
一
日
に
千
人
、
絞
り
首
に
し
て
や
る
か
ら
ね
」
と
わ

め
き
ま
す
。
イ
ザ
ナ
キ
の
命
は
「
お
お
、
上
等
だ
、
や
っ
て
見
ろ
っ
て
ん
だ
。
お
れ
は
一
日
に
千
五
百
人

を
産
ま
せ
て
や
る
か
ら
ね
」
わ
め
き
返
え
し
ま
す
。
な
ん
と
も
神
様
の
世
界
で
さ
え
、
男
女
の
別
れ
と
は

こ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
、
改
め
て
教
え
ら
れ
ま
す
。
考
え
て
見
れ
ば
、
ぼ
く
ら
「
青
人
草
」
こ
そ
夫

婦
喧
嘩
の
ト
バ
ッ
チ
リ
を
受
け
て
い
い
迷
惑
で
す
。
こ
こ
で
、
現
実
の
人
を
草
に
た
と
え
、
そ
の
草
と
は

「
葦
」
原
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
葦
の
謂
で
あ
る
こ
と
明
瞭
で
す
。
つ
ま
り
、
現
実
の
人
は
葦
に

た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
穢

き
た
な

い
死
者
の
住
む
黄
泉
の
国
と
隣
接
し
て
い
る
国
で
し
た
。 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
「
中
つ
国
」
の
創
造
と
そ
の
位
置
的
な
面
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
「
葦
原
中
国
」

は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
天 あ

ま

照
て
ら
す

大
神

お
お
み
か
み

の
岩
屋
戸
に
隠
れ
さ
せ
た
原
因
を
作
つ
て
高

つ
き
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
間
題
に
し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
が
、
パ
ス
カ
ル
と
の
関
わ
り
で
、
い
う
な

ば
、
三
木
清
さ
ん
の
い
う
よ
う
に
、
パ
ス
カ
ル
は
人
間
を
中
間
的
存
在
者
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

デ
カ
ル
ト
も
人
間
をm

edium
u

と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に(

三
木
著
前
掲
書
一
五
頁
参
照)

。
そ
の
意
味
は
、

極
大
自
然
と
極
小
自
然
と
の
間
の
存
在
論
的
中
間
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
人
間
は
、
極
大
自
然
に
対
し
て

は
、
極
小
で
あ
り
、
逆
に
極
小
自
然
に
対
し
て
は
極
大
で
す
。
こ
の
状
態
を
パ
ス
カ
ル
は
優
越
な
る
魂
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
か
れ
は
、
こ
の
中
間
的
存
在
か
ら
発
し
て
神
に
向
か
う
こ
と
を
哲
学
の
使
命
と
考
え
る

の
で
す
。
む
ろ
ん
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
中
つ
国
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
高
天

た

か

ま

が
原
」
か
ら
見
た
中

間
性
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
を
あ
る
種
の
中
間
的
存
在
と
し
て
見
て
い
る
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。 

と
。
こ
こ
で
「
う
つ
し
き
」
と
は
生
き
と
し
生
き
る
も
の
の
住
む
現
実
の
国
の
こ
と
で
す
。 

「
葦
原
中
国
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
西
郷
さ
ん
の
研
究
で
、
大
体 

「
葦
原
中
国
に
あ
ら
ゆ
る
う
つ
し
き
青
人
草
の
、
苦
し
き
源
に
落
ち
て
患
い
な
や
む
時
、
助
く
べ
し
」 
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天
原
か
ら
追
放
に
な
っ
た
「
す
さ
の
男 を

」
の
神
は
、
出
雲
の
国
に
や
っ
て
き
て
、
結
婚
を
し
子
孫
を
産
み

ま
し
た
。
そ
の
中
に
大
国
主

お
お
く
に
の
ぬ
し

の
神
が
い
ま
す
。
黄
泉
の
国
へ
二
度
も
行
っ
て
い
て
因
旛

い

な

ば

の
白
兎
の
説
話

で
有
名
な
受
難
の
神
で
す
。
こ
の
神
は
五
つ
の
名
前
を
も
っ
て
い
ま
す
。
大
国
主
の
他
、
大
穴
牟
遅

お

ほ

な

む

ぢ

、

葦
原
色
許
男

あ

し

は

ら

し

こ

を

、
八
千

や

ち

矛 ほ
こ

、
宇
都

う

つ

志 し

国 く
に

玉 だ
ま

の
五
つ
で
す
。
最
初
の
名
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
し
で
し
ょ
う
。

次
は
面
倒
な
考
証
は
差
し
控
え
ま
す
が
、
「
大
き
な
土
地
を
も
つ
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
い
ま
す
。
三
番

目
は
、
「
シ
コ
ヲ
」
は
「
醜
男
」
と
も
書
か
れ
る
よ
う
に
珍
し
い
こ
と
に
蔑
称
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
四

番
目
の
名
は
武
カ
を
蓄
え
た
神
、
最
後
の
名
は
、
「
ウ
ツ
シ
」
す
な
わ
ち
現
実
の
国(

「
葦
原
中
国
」)

の
王

の
意
味
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
大
国
主
の
神
は
、
「
高
天
原
」
を
追
放
さ
れ
た
原
罪
を
背
負
っ
た
「
す
さ

の
男
の
神
」
の
子
孫
で
、
受
難
の
旅
を
し
な
が
ら
、
兎
や
母
や
女
た
ち
に
助
け
ら
れ
つ
つ
「
葦
原
中
国
」

の
実
効
支
配
権
を
握
る
に
至
っ
た
現
実
の
王
な
の
で
す
。 

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
「
多 さ

わ

に
蛍
火
の
光

か
が
や

く
神
、
及
び
縄
聲

な
ば
え
な

す
邪 あ

し
き
神
あ
り
。
復 ま

た

草
木
こ
と
ご
と
く
能 よ

く
言
語

こ
と
ど
ふ

有 あ
り

」
国
（
巻
第
二
「
神
代
下
」)

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
書
紀
本
書
の
記
述
で
す
が
、
「
一
書
」

に
も
ま
た
似
た
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
「
葦
原
中
国
」
と
い
う
の
は
、
「
高
天
原
」
か
ら
見
て
、

葦
の
繁
っ
た
未
開
野
蛮
な
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
様
は
葦
が
不
気
味
に
ザ
ワ
ザ
ワ
と
も
の
言
い
乱
れ
、
夜
は

火
が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
見
え
、
昼
は
蝿
が
ぶ
ん
ぶ
ん
群
れ
飛
ぶ
ご
と
く
に
荒
れ
て
い
る
荒
涼
た
る
土
地
で
し

た
。
こ
こ
で
、
西
郷
さ
ん
は
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
不
吉
な
反
乱
」
を
諷 ふ

う

す
る
も
の
で
あ
り
、
「
デ
ー
モ

ン
ど
も
の
蟠
踞

ば
ん
き
ょ

す
る
混
沌
た
る
未
開
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
と
む
け
ら
れ
る
べ
き
地
で
あ
っ
た
の

だ
」(

前
掲
書
二
二
頁)

と
。
こ
こ
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
オ
ゥ
デ
ィ
ブ
ス
の
『
転
身
物
語
』(

岩
波
文
庫
訳
下
巻

所
収)

の
中
に
あ
る
有
名
な
話
が
思
い
だ
さ
れ
ま
す
。
ロ
バ
の
耳
を
持
つ
ミ
ダ
ス
王
の
秘
密
を
知
っ
た
髪

結
師
が
、
穴
を
掘
っ
て
「
王
様
の
耳
は
ロ
バ
の
耳
」
と
囁
き
、
あ
と
を
埋
め
て
安
心
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

穴
の
上
に
生
え
た
葦
が
、
風
そ
よ
ぐ
度
に
王
様
の
秘
密
を
口
外
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で

世
界
に
も
稀
な
「
国
譲
り
」
説
話
が
続
き
ま
す
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
物
語
は
多
分
に
武
力
的
解

決
に
訴
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
『
古
事
記
』
で
は
平
和
的
交
渉
に
よ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い

「
豊 と

よ

葦
原
の
千
秋

ち

あ

き

長
五
百

な

が

い

ほ

の
国
は
、
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
」
と
。 

と
す
れ
ば
、
天
照
大
神
と
す
れ
ば
、
そ
の
覇
権
の
奪
回
を
画
策
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は

難
問
で
し
た
。
「
シ
コ
ヲ
」
と
蔑
も
う
と
、
彼
は
大
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
強
大
な
武
力
の
保
持
者
だ
か

ら
で
す
。
天
照
大
神
は
い
い
ま
す
。 
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え
、
天
照
大
神
は
大
国
主
の
神
の
と
こ
ろ
へ
取
り
か
え
引
き
か
え
い
ろ
い
ろ
な
神
を
送
り
こ
ん
で
は
、
三

回
も
失
敗
し
ま
す
。
第
一
の
使
者
は
、
天
の
橋
立
か
ら
見
下
し
眺
め
や
っ
た
だ
け
で
、
何
も
せ
ず
に
逃
げ

か
え
っ
て
き
ま
し
た
。
第
二
の
使
者
は
、
こ
っ
ち
か
ら
大
国
主
の
神
に
媚
び
を
売
っ
て
三
年
も
復
命
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
第
三
の
使
者
は
、
大
国
主
の
神
の
娘
と
結
婚
し
て
八
年
も
復
命
し
な
か
っ
た
あ
げ
く
、
天

照
大
神
に
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
ス
パ
イ
と
し
て
キ
ジ
が
派
遣
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
使
者
に
殺
さ
れ

て
い
ま
す
。
第
四
の
使
者
は
、
大
国
主
の
神
の
の
ら
り
く
ら
り
の
態
度
に
辛
抱
強
く
応
対
し
て
、
つ
い
に

大
国
主
の
神
側
の
軍
の
大
将
と
も
い
う
べ
き
息
子
と
対
戦
し
ま
す
。
使
者
は
息
子(

実
は
彼
の
手)

を
「
若
葦

を
取
る
が
如
、
掴
み
ひ
し
ぎ
て
投
げ
離 は

な

」
っ
た
の
で
、
彼
は
降
参
し
ま
し
た
。
葦
が
払
わ
れ
た
の
で
す
。

大
国
主
の
神
自
身
も
武
装
解
除
さ
れ
た
形
で
国
を
譲
る
こ
と
を
約
束
し.

て
、
「
葦
原
中
国
」
は
平
定
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
こ
れ
を
「
葦
原
の
中
つ
国
の
邪
し
き
鬼 も

の

を
払
い
平

こ
と
む

け
し
む
」
と

表
現
し
て
い
ま
す
。
以
上
で
、
『
古
事
記
』
の
葦
は
、
す
こ
ぶ
る
頑
強
で
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
雰
囲
気

を
も
っ
て
、
征
服
者
＝
支
配
階
級
と
し
て
の
天
照
大
神
を
い
か
に
悩
ま
せ
、
脅
威
を
与
え
、
反
抗
し
た
か

を
、
鮮
か
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
な
に
し
ろ
、
天
照
大
神
が
決
意
し
て
か
ら
一
一
年
も

経
過
し
、
一
人
の
神
、
一
羽
の
キ
ジ
が
死
ん
で
い
る
の
に
、
大
国
主
の
神
の
側
に
は
、
だ
れ
も
死
ん
で
い

な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
出
来
事
は
『
古
事
記
上
巻
』
に
収
め
ら
れ
て
あ
り
、
聖
書
で
は
旧
約
聖
書
に
あ
た

り
ま
す
。
し
か
し
、
大
急
ぎ
で
断
わ
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
『
古
事
記
』
は
決
し
て
「
神
の
国
」
の
地
上

で
の
実
現
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
現
に
あ
る
地
上
の
国
を
「
神
の
国
」
と
し
て
権
威
づ
け
た
の
で
す
。 

日
本
語
で
は
葦
の
ア
シ
と
は
、
邪
し
、
悪
し
、
と
い
う
意
味
を
連
想
さ
せ
ま
す
の
で
、
そ
の
反
対
の
ヨ
シ

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
は
ど
の
辞
典
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
案
外
、
古
代
の
支
配
者
の
意
識
の
中

で
は
、
葦
を
言
薬
の
真
の
意
味
で
、
邪
し
、
悪
し
と
感
じ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
翻
っ
て
も
と
も

と
、
悪
と
は
強
い
と
い
う
意
味
を
な
し
ま
す
。
悪
友
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
良
い
友
達
す
な
わ
ち
親
友

の
謂
で
す
。
悪
女
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。
西
洋
の
事
情
、
文
献
、
歴
史
に
疎
い
ぼ
く
に
は
、
葦
に
ま
つ

わ
る
西
洋
的
原
義
に
つ
い
て
、
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
新
旧
約
聖
書
に
お
け
る
説
話
は
、

『
古
事
記
』
と
比
べ
る
と
、
お
そ
ろ
し
く
動
物
的
、
人
間
的
、
か
つ
商
業
的
、
そ
れ
で
い
て
禁
欲
的
で
あ

る
。
植
物
で
も
、
果
実
や
穀
物
な
ど
人
間
の
食
用
に
供
せ
ら
れ
る
植
物
は
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
が
、
野
生

の
植
物
の
登
場
は
極
め
て
稀
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
持
ち
ま
す
。
だ
か
ら
、
葦
と
か
い
ば
ら
が
目
立
つ
と

も
い
え
ま
し
ょ
う
。
葦
は
繁
茂
す
る
野
生
の
植
物
の
代
表
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「
自
然
そ
の
も
の
」で
す
。

『
パ
ン
セ
』
の
中
の
「
人
間
の
本
性
は
、
ま
っ
た
く
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
『
ま
っ
た
く
動
物
そ
の
も

の
』
で
あ
る
」(

二
の
九
四)

と
「
人
間
は
、
明
ら
か
に
考
え
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
間
の
尊

厳
の
す
べ
て
、
人
間
の
価
値
の
す
べ
て
で
あ
る
」（
二
の
一
四
六)

と
を
重
ね
合
せ
る
と
、
自
ず
と
「
考
え

る
葦
」
の
規
定
の
真
実
の
意
味
が
見
え
て
き
ま
す
。
葦
と
は
「
弱
い
」
の
で
も
、
単
に
「
徒
ら
な
」
の
で

☆ 

お
わ
り
に 
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も
な
く
、
そ
れ
自
体
は
、
荒
蕪
地
を
平

こ
と
む

け
る
人(

旅
人)

を
し
て
、
難
行
苦
行
を
強
い
ず
に
は
お
か
ず
、
そ

の
中
に
、
凶
悪
な
る
敵
を
隠
し
も
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
す
。
ま
さ
に
、
こ
こ
に
葦
の
意
味
論
を
見
る
べ

き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
自
然
必
然
性
と
し
て
の
「
考
え
る
」
様
は
そ
れ
に
似
て
い
る
と
い
う
の

で
す
。
ま
こ
と
に
「
考
え
る
」
人
間
は
、
無
限
定
の
環
境
の
う
ち
に
、
不
安
定
・
不
断
の
運
動
の
う
ち
に

あ
り
、
ア
シ
と
も
ヨ
シ
と
も
な
り
う
る
「
考
え
る
葦
」
と
は
言
い
え
て
妙
で
す
。 
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