
　　1　弥生の土笛と出雲王朝

わ
た
く
し
の
講
演
の
前
に
、
ま
ず
笛
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
、
最
初
に
弥
生
の
土
笛
を
吹
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
演
奏
）
ド
レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
、
出
雲
暦
は
王
朝
の
し
る
し

ま
ず
今
日
の
お
話
の
始
ま
り
に
、
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
、
大
和
言
葉
と
し

て
表
現
で
き
ま
す
が
、
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

一
月
睦
月
（
む
つ
き
）

二
月
如
月
（
き
さ
ら
ぎ
）

三
月
弥
生
（
や
よ
い
）

四
月
卯
月
（
う
づ
き
）

五
月
皐
月
（
さ
つ
き
）

六
月
水
無
月
（
み
な
づ
き
）

七
月
文
月
（
ふ
づ
き
）

八
月
葉
月
（
は
づ
き
）

九
月
長
月
（
な
が
つ
き
）

十
月
神
無
月
（
か
ん
な
づ
き
）

十
一
月
霜
月
（
し
も
つ
き
）

十
二
月
師
走
（
し
わ
す
）

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
古
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
月
の
名
で
あ
ろ
う
と
思

う
の
で
す
が
、
こ
れ
を
正
確
に
分
析
す
れ
ば
日
本
の
古
代
史
の
深
い
全
貌
が
、  

わ
た
し
が
い
ま
分
っ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
が
分
か
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
直
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
が
ま
た

追
求
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
れ
は
そ
う
と
致
し
ま
し
て
、
な
ぜ
、
本
日
こ
の
よ
う
な
話
を
持
ち
出
し
ま

し
た
か
と
い
う
と
、こ
の
中
で
十
月
が
神
無
月
で
す
。
太
陽
暦
に
換
算
す
れ
ば
、

現
在
の
十
一
月
に
あ
た
る
よ
う
で
す
。

な
ぜ
神
無
月
か
と
言
い
ま
す
と
、
出
雲
に
神
様
が
集
ま
る
か
ら
と
言
わ
れ
て

い
る
。
出
雲
に
神
様
が
集
ま
る
月
で
あ
る
。
各
地
に
神
様
が
い
な
く
な
る
か
ら

「
神
無
月
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
一
言
、
余
計
な
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
こ
の
「
神
無
月
」
の
解
釈
は

本
当
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
漢
字
を
見
れ
ば
、「
ナ
」
に
「
無
」
を
あ
て
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
「
ナ
」
は
「
な
し
」

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
余
計
な
理
屈
を
言
え
ば
、
そ
れ
で
は
十
一
月
に
は

「
出
雲
は
神
様
だ
ら
け
」
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
は
ほ
ん
ら
い
の
解
釈
で
は
な
く
、
後
か
ら
付
加
し

た
解
釈
。
そ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
も
っ
と
ほ
ん
ら
い
の「
神
無（
カ
ン
ナ
）月
」

の
意
味
は
、違
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
疑
問
を
持
っ
て
は
い
ま
す
。

そ
の
疑
問
は
疑
問
と
し
て
、
結
論
は
神
々
が
出
雲
に
集
ま
る
月
で
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。
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そ
れ
で
出
雲
の
神
様
に
関
心
が
あ
る
方
が
お
調
べ
願
え
れ
ば
よ
い
の
で
す

が
、
出
雲
に
神
様
が
集
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る
地
域
は
、
日
本
列
島
の
ど
こ
な

の
か
。
わ
た
し
の
印
象
で
は
全
国
で
は
な
い
。
西
日
本
が
中
心
だ
。
そ
の
よ
う

な
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
九
州
の
神
社
で
す
が
、
う
ち
の
神
様
は
神
無
月
に

出
雲
に
行
か
れ
な
い
神
様
。
そ
の
よ
う
な
伝
承
を
持
っ
て
い
る
神
社
も
あ
る
。

な
ぜ
行
か
な
い
か
。
そ
こ
ま
で
説
明
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
土
地
で
は
格

式
が
非
常
に
高
い
有
力
な
神
社
で
す
。
お
そ
ら
く
出
雲
に
対
し
て
威
張
っ
て
い

る
神
様
。
そ
の
よ
う
な
神
様
も
あ
る
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
頑
張
っ
て
調
べ

て
貰
え
ば
よ
い
。
神
社
名
鑑
に
、
電
話
番
号
が
載
っ
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、    

「
あ
な
た
の
神
社
で
は
、
出
雲
に
神
様
が
行
か
れ
ま
す
か
。」
と
聞
い
て
い
た
だ

け
れ
ば
よ
い
。

と
に
か
く
日
本
列
島
の
西
日
本
を
中
心
と
し
た
広
い
領
域
。
日
本
列
島
の
三

分
の
二
ぐ
ら
い
の
偏
り
を
も
っ
た
広
い
領
域
。
関
東
の
皆
さ
ん
も
、
知
識
と
し

て
み
な
さ
ん
聞
い
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

さ
て
問
題
は
、
こ
れ
は
変
な
話
で
す
。
な
ぜ
変
な
話
か
と
言
い
ま
す
と
、
簡

単
に
言
え
ば
神
様
の
参
勤
交
代
。
神
様
は
自
分
の
居
る
と
こ
ろ
で
、
ず
っ
と
威

張
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
年
に
一
回
は
出
雲
の
神
様
に
、
お
伺う
か
がい

を
立
て
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
サ
ボ
る
と
神
様
の
面
子
を
失
墜

す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
わ
た
し
は
、
こ
の
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
、
お
そ
ま
き
な
が
ら
気 

が
つ
い
た
の
で
す
が
、
江
戸
幕
府
は
参
勤
交
代
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
を

ヒ
ン
ト
に
考
え
つ
い
た
の
か
。
鎌
倉
時
代
に
源
頼
朝
が
、
参
勤
交
代
を
始
め
た

と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。
平
家
の
平
清
盛
が
、
参
勤
交
代
を
始
め
た
と
い
う
話

は
聞
か
な
い
。
な
ぜ
か
江
戸
時
代
に
新
し
く
参
勤
交
代
を
始
め
た
。
こ
れ
は
何

を
ヒ
ン
ト
に
参
勤
交
代
を
始
め
た
の
か
。
わ
た
し
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
研
究

を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
知
ら
な
い
が
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
出
雲
の
神
無

月
の
話
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
さ
か
逆
で
は
な
い
で
す
よ
。
出
雲
の
ほ
う
が
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
江
戸
時
代
に

話
を
作
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
話
は
、
ま
ず
無
理
で
す
。
出
雲
の
ほ
う
が
古
い
で

す
か
ら
。
無
関
係
か
、
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
矢
印
は
出
雲
か
ら
江
戸
時
代
で

す
。
逆
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
神
無
月
の
話
は
、
出
雲
を
中
心
と
し
た
神
々
の
中

央
封
建
体
制
と
い
う
か
、
神
々
の
中
の
支
配
・
被
支
配
の
関
係
、
少
な
く
と
も

中
央
と
地
方
の
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
が
な
い
。

先
ほ
ど
大
和
言
葉
・
大
和
暦
と
申
し
ま
し
た
が
、
よ
り
正
確
に
は
出
雲
言
葉
。

つ
ま
り
こ
の
暦
は
出
雲
暦
。
一
月
、
二
月
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
漢
数
字

で
あ
り
、
中
国
で
も
日
本
で
も
使
う
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
で
な
い
日
本
ほ
ん
ら

い
の
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
思
え
ば
、
出
雲
暦
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
非

常
に
意
味
が
あ
る
言
葉
で
す
。
そ
こ
に
は
出
雲
を
中
心
と
し
、
参
勤
交
代
め
い

た
神
様
の
尊
卑
、
神
々
の
上
下
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違

い
が
な
い
。

今
お
話
し
た
こ
の
二
つ
の
問
題
を
と
っ
て
も
、
出
雲
王
朝
と
い
う
概
念
は
ま

ず
必
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
出
雲
王
朝
と
い
う
概
念
、歴
史
学
者
は
そ
っ

ぽ
を
向
い
て
、
知
ら
な
い
振
り
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
知
ら
な
い
ふ
り
を
す

る
ほ
う
が
無
理
で
あ
っ
て
、
出
雲
王
朝
と
い
う
概
念
・
仮
説
を
た
て
て
理
解
す

る
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
、
い
ま
聞
い
た

話
だ
け
で
も
、
か
な
り
御
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
。

出
雲
王
朝
の
話
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
日
持
っ
て
き
ま
し
た
資
料
が

あ
り
ま
す
の
で
、
配
布
し
て
下
さ
い
。
わ
た
し
自
身
が
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う

な
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
手
短
に
ま
ず
答
え
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
す
。
出
雲
王

朝
の
淵
源
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
あ
る
。
驚
く
よ
う
な
お
話
し
で
す
が
、
矢

印
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
出
雲
に
来
た
。
論
理
的
に
そ
こ
に
突
き
動
か
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
言
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
靺ま
っ
か
つ鞨

人
が
、
北
か
ら
出
雲
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に
来
た
。
有
名
な
国
引
き
神
話
は
、
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
事
実

に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
問
題
は
時
間
の
関
係
で
、
配
布
さ
れ
た
も
の
を
お

読
み
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
出
雲
王
朝
そ
の

も
の
に
戻
っ
て
話
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（『
古
代
に
真
実
を
求
め
て
』
第
七
集　

明
石
書
店　

講
演
記
録
記
載
）

二
、
大
国
主
と
わ
た
し

つ
ぎ
は
初
め
て
、
わ
た
し
が
古
代
史
を
や
り
始
め
て
間
も
な
い
頃
で
す
。

三
十
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
島
根
県
へ
行
き
ま
し
た
。
島
根
県
は
、
ご
存
じ
の 

よ
う
に
東
三
分
の
二
ぐ
ら
い
が
出
雲
で
、
西
の
三
分
の
一
が
石
見
の
国
で
す
。

そ
の
石
見
の
国
で
も
出
雲
よ
り
の
と
こ
ろ
に
大お
お
く
に国

村
が
あ
り
ま
し
た
。（
訪

問
当
時
は
、
仁
摩
町
）
わ
た
し
は
、
こ
こ
が
目め

見け
ん
と
う当
で
す
が
、
大
国
主
と
な

に
か
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
国
主
と
い
う
の
は
、
字じ
づ
ら面
ど
お
り

「
大お
お
く
に国
」
と
い
う
場
所
の
主
人
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
島
根
県
を
調
べ
ま
し
て

も
、他
に
「
大
国
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
り
を
調
べ
ま
し
て
も
、

こ
こ
に
し
か
「
大
国
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
国
村
が
大
国

主
の 

名
前
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
想
像
し
ま
し
た
。

想
像
そ
の
も
の
は
い
く
ら
で
も
出
来
ま
す
が
、
や
は
り
現
地
に
行
っ
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
わ
た
し
が
尊
敬
す
る
学
者
で
秋あ
き
た
　
た
か
す
え

田
孝
季
と
い
う
江
戸
時
代
寛
政
年

間
の
人
で
す
が
、
そ
の
人
が
言
っ
た
言
葉
が
あ
る
。「
歴
史
は
足
に
て
知
る
べ

き
も
の
な
り
。」、
こ
れ
は
注
釈
は
要
り
ま
せ
ん
。
名
言
で
す
。
彼
自
身
、
日
本

列
島
を
歩
き
回
り
、
海
外
ま
で
調
べ
回
っ
た
人
で
す
。

元
に
も
ど
り
、
や
は
り
現
地
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

に
考
え
て
妻
と
一
緒
に
大
国
村
へ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
旅
館
が
一
軒
し
か

な
か
っ
た
。
そ
の
村
の
旧
家
の
方
が
、
旅
館
と
い
う
か
、
人
を
泊
め
る
生な
り
わ
い業

を

営
ん
で
お
ら
れ
た
。
す
ば
ら
し
い
建
物
の
家
で
し
た
。
そ
こ
で
夕
食
の
時
、
お

聞
き
し
ま
し
た
。

「
こ
の
土
地
の
古
い
謂い
わ

れ
を
、
ご
存
じ
の
方
を
ご
紹
介
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ

う
か
。」
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
御
主
人
の
奥
さ
ん
が
「
お
ば
あ

さ
ん
が
良
く
知
っ
て
お
り
ま
す
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
願
い
い
た
し

ま
し
た
。
品
の
良
い
お
ば
あ
さ
ん
が
、
階
段
か
ら
下
り
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
が
、「
大
国
主
命
に
つ
い
て
、
お
話
が
何
か
残
っ
て
い
な
い
で
し
ょ

う
か
。」
と
、
お
聞
き
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
「
そ
の
方
は
わ
た
し
の
家
で

お
泊
め
し
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
、
お
ば
あ
さ
ん
が
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
本
当
に
そ
う
か
、
訝い
ぶ
かり

ま
し
た
。

そ
の
人
が
さ
ら
に
言
わ
れ
た
の
は
、「
そ
の
方
は
賊
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て
こ

ら
れ
、
私
の
家
で
お
匿か
く
まい
申
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
答
え
ら
れ
、
い

よ
い
よ
、
こ
れ
は
大
丈
夫
な
の
か
な
、
勘
が
狂
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
。

　

そ
れ
で
、さ
ら
に
こ
の
村
の
郷
土
史
に
詳
し
い
方
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
て
、

お
会
い
し
ま
し
た
。
し
っ
か
り
し
た
感
じ
の
お
じ
い
さ
ん
が
居
ら
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、さ
ら
に
大
国
主
命
に
つ
い
て
ご
存
じ
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
、

同
じ
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

で
す
が
、
そ
の
方
の
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
、「
あ
の
方
に
は
、
私
ど
も
は
た

い
へ
ん
迷
惑
致
し
ま
し
た
。
あ
の
方
は
、
た
い
へ
ん
女
好
き
な
方
で
す
。
あ
ち

こ
ち
の
女
を
、
自
分
の
も
の
に
し
て
は
、
そ
れ
を
拠
点
に
し
て
勢
力
を
広
げ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
行
っ
た
、
た
い
へ
ん
お
上
手
な
方
で

す
。
わ
れ
わ
れ
村
の
者
は
、
た
い
へ
ん
迷
惑
い
た
し
ま
し
た
。」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
二
人
の
方
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
お
聞
き
し
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ま
し
た
。

ま
た
近
く
の
洞
穴
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
に
大
国
主
命
が
住
ん
で
居

ら
れ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。わ
た
し
も
行
っ
て
入
り
口
の
写
真
を
取
り
ま
し
た
。

洞
穴
に
は
、
マ
ム
シ
が
出
る
と
い
う
の
で
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

さ
ら
に
私
が
「
大
国
主
は
、
こ
の
村
の
方
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
い
え
、

い
え
！
こ
の
村
の
方
で
は
決
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。よ
そ
か
ら
、お
見
え
に
な
っ

た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
答
え
ら
れ
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
言
う
、
そ
の

よ
う
な
応
答
だ
っ
た
。
再
度
、「
よ
そ
と
言
わ
れ
る
が
、
ど
こ
で
す
か
。」
と
尋

ね
る
と
、「
そ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
来
ら
れ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
村
の
方
で

は
決
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
と
、
そ
こ
だ
け
念
を
押
す
奇
妙
な
問
答
を
か
わ

し
た
。

今
お
話
し
し
た
の
は
、
聞
き
取
っ
た
話
の
、
エ
キ
ス
の
部
分
で
す
。
そ
れ
で

わ
た
し
が
感
じ
と
っ
た
の
は
、
ど
う
も
こ
の
村
の
人
に
と
っ
て
は
、
大
国
主
は

非
常
に
リ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
お
聞
き
の
よ
う
に
、
た
い
へ
ん
誇
り

に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
た
い
へ
ん
迷
惑
至
極
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ど
う
も
そ
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
。

聞
い
て
い
て
、
ま
る
で
戦
国
時
代
や
り
手
だ
っ
た
若
い
頃
の
秀
吉
の
話
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
、大
国
主
の
話
を
聞
い
て
い
た
。
明
治
は
遠
く
な
り
に
け
り
。

そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
話
だ
。
弥
生
は
い
ま
だ
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
村
の
人

に
と
っ
て
は
、
弥
生
は
ま
だ
近
い
の
で
す
。

わ
た
し
は
そ
の
時
ま
で
は
、
大
国
主
命
は
架
空
の
人
物
で
あ
る
と
思
い
込
ん

で
い
た
。
本
日
昼
の
食
事
の
雑
談
で
小
学
生
の
時
、
お
お
き
な
袋
を
か
つ
い
で

因
幡
の
白
兎
を
学
芸
会
で
演
じ
た
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
が
、
わ
た
し
も
や
り

ま
し
た
。
で
す
が
大
国
主
命
は
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
童
話
の
あ
の
話
は
、

架
空
の
話
で
あ
る
、
架
空
の
人
物
で
あ
る
、
そ
う
思
っ
て
い
た
の
は
、
お
お
き

な
間
違
い
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
の
が
、
大
国
訪
問
の
、
お
お
き

な
成
果
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
、「
国
譲
り
」
神
話

次
の
話
に
移
り
ま
す
。

壱
岐
・
対
馬
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
対
馬
の
北
側
北
島
に
、
浅あ
そ
う茅
湾
と 

い
う
入
り
込
ん
だ
湾
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
小
船
越
に
阿
麻
鵜
留
（
ア
マ
テ
ル
）

神
社
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
こ
こ
が
か
の
有
名
な
伊
勢
神
宮
に
祭
ら
れ
て

い
る
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
の
原
産
地
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
。

そ
の
証
明
を
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、「
天あ
ま
く
だ降
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
天
降
っ
て
い
る
場
所
が
、三
箇
所
あ
り
ま
す
。
筑
紫
に
天
降
っ
て
い
ま
す
。

出
雲
に
天
降
っ
て
い
ま
す
。
新
羅
に
天
降
っ
て
い
ま
す
。
そ
の 

三
種
類
し
か

到
着
地
が
な
い
。
し
か
も
、
い
ず
れ
も
、
そ
こ
へ
行
く
途
中
経
過
地
が
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
天
高
原
、
天
国
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
筑
紫
と
出
雲
と
新
羅

に
囲
ま
れ
た
内
側
に
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
第
一
の
論
証

で
す
。

第
二
番
目
の
論
証
は
、『
古
事
記
』
の
中
の
国
生
み
神
話
。
そ
の
「
大
八
島
」

の
中
で
、「
亦
之
名
」
と
い
う
形
の
古
い
名
前
の
島
々
が
あ
る
。
そ
の
中
で
「
天

の
・
・
・
」
と
書
か
れ
て
い
る
島
々
が
あ
る
。
そ
の
島
々
を
、
地
図
上
に
置
い

て
み
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
対
馬
海
流
上
の
島
々
で
あ
る
。
例
外
は
一
つ
だ
け
、

大
分
県
国
東
半
島
の
先
に
あ
る
姫
島
が
「
天あ
め
ひ
と
つ
ね

一
根
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ 

以
外
は
ぜ
ん
ぶ
対
馬
海
流
上
に
あ
る
島
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
天
（
ア
マ
）」
と
い

う
字
を
当
て
て
い
る
の
は
、「
海
士
（
ア
マ
）」
に
美
し
い
字
を
当
て
て
い
る
だ

け
で
す
。

美
し
い
字
を
当
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
良
く
あ
る
こ
と
で
す
。
い
ち
ば
ん
簡

単
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
わ
た
し
が
い
ま
住
ん
で
い
る
京
都
の
向
日
（
む
こ
う
）
市
。

知
ら
な
い
人
は
、「
向
日
（
む
か
い
ひ
）」
と
読
み
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
京
都

の
桂
川
か
ら
見
て
、
川
向
こ
う
に
あ
る
か
ら
向
日
町
（
む
こ
う
ま
ち
）。
呼
び
名
と
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し
て
は
、
そ
う
い
う
形
で
成
立
し
た
。
そ
れ
を
漢
字
に
す
る
と
き
、
音
が
似
て

い
て
き
れ
い
な
字
、
佳
字
と
し
て
「
向む
こ
う日

」
を
当
て
た
だ
け
で
す
。
例
と
し
て

は
一
つ
だ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

同
じ
く
、「
天
」
と
書
い
て
海あ

ま士
。
い
ま
で
も
、
海
に
潜
る
女
の
方
を
、

海あ

ま女
さ
ん
と
言
い
ま
す
が
、
女
性
に
限
ら
す
海
で
生
活
す
る
人
を
海あ

ま士
。
だ
か

ら
海
を
支
配
す
る
人
が
天
族
で
す
。
そ
れ
に
天
原
、
壱
岐
の
北
端
部
の
と
こ
ろ

の
海
水
浴
場
に
天
の
原
が
あ
り
ま
す
。

元
に
戻
り
、「
天あ
ま
く
だ降

る
。」
と
動
詞
の
用
法
か
ら
見
て
も
、『
古
事
記
』
の       

「
亦
之
名
・
・
・
」
と
い
う
古
名
か
ら
見
て
も
、
同
じ
結
論
を
示
し
て
い
る
。

要
す
る
に
対
馬
海
流
上
の
島
々
が
「
天
国
（
あ
ま
く
に
）」
で
あ
る
。
そ
の
天
国

の
中
の
対
馬
に
、
阿
麻
鵜
留
（
ア
マ
テ
ル
）
神
社
が
延
喜
式
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
「
天
照
大
神
」
を
「
ア
マ
テ
ル
オ
オ
カ
ミ
」・「
テ
ン
テ
ル
ダ
イ
ジ
ン
」

と
子
供
が
読
ん
で
、
憤
慨
し
て
い
る
大
人
が
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
憤
慨
さ
れ
る

子
供
が
か
わ
い
そ
う
だ
。
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
「
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ

ミ
」
と
は
読
め
ま
せ
ん
。
ど
う
読
む
か
と
言
え
ば
「
ア
マ
テ
ル
」。
こ
れ
な
ら

子
供
も
読
め
ま
す
。
そ
れ
に
尊
称
・
敬
語
が
い
っ
ぱ
い
付
い
た
も
の
を
、
わ
れ

わ
れ
は
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
出
世
魚
な
ら
ぬ
出
世
神
と
し
て
の

姿
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
の
原
形
は
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ル
オ
オ
カ
ミ
）。
い
っ

ぱ
い
敬
語
が
付
い
た
言
葉
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
ア
マ
テ
ル
。

そ
う
し
ま
す
と
、
対
馬
の
阿あ

ま

て

る

麻
鵜
留
神
社
。
そ
こ
へ
行
き
ま
し
た
。
宮
司
さ

ん
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
が
氏
子
代
表
の
一
生
漁
師
で
あ
る
小
田
豊
さ
ん
に
お
会

い
し
、
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
小
田
さ
ん
に
「
天
照
大
神
に
つ

い
て
、
そ
ち
ら
の
神
様
に
つ
い
て
お
聞
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
。」
と
お
尋
ね
し
ま
し
た
。

「
私
ど
も
の
神
様
は
、
一
番
偉
い
神
様
で
す
。
だ
か
ら
神
無
月
に
な
る
と
、  

出
雲
に
行
か
れ
る
の
に
一
番
最
後
に
行
か
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と 

待
た
ず
に
済
み
ま
す
。
早
く
行
っ
た
神
様
は
、
式
が
始
ま
る
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
。
わ
た
し
ど
も
の
神
様
は
偉
い
か
ら
最
後
に
到
着
し
ま
す
。
わ
た
し
ど

も
の
神
様
が
着
け
ば
、
す
ぐ
に
式
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
式
が
終
わ
れ
ば
、  

わ
た
し
ど
も
の
神
様
は
待
た
ず
に
す
ぐ
船
に
乗
っ
て
帰
っ
て
来
ら
れ
ま
す
。  

他
の
神
様
は
、
帰
る
順
番
を
待
っ
て
帰
っ
て
行
き
ま
す
。
一
番
偉
い
神
様
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。」

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
漁
民
ら
し
い
口
調
で
小
田
豊
さ

ん
は
話
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
そ
の
季
節
、
神
無
月
は
、
出
雲
へ
行
く
の
も
帰

る
の
も
、
十
一
月
が
一
番
良
い
季
節
だ
そ
う
で
す
。
行
き
は
東
向
き
で
す
か
ら 

対
馬
海
流
に
乗
れ
ば
よ
い
。
帰
り
は
逆
流
で
す
か
ら
、
風
の
向
き
が
東
か
ら
西

へ
吹
い
て
い
な
け
れ
ば
帰
れ
な
い
。
こ
れ
は
御
本
人
は
、
一
生
漁
師
で
す
か
ら

風
の
向
き
は
良
く
ご
存
じ
で
す
。

そ
れ
で
わ
た
し
は
、
風
習
と
い
う
の
は
自
然
の
条
件
に
合
っ
た
も
の
が
出
来

る
と
か
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
神
様
は
不
便
な
神
様
だ
。
人
間
と
同
じ
よ
う

に
船
を
待
っ
て
い
る
。
こ
の
神
様
は
、
空
を
す
い
す
い
飛
ぶ
わ
け
に
は
行
か
な

い
神
様
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
思
い
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
。

帰
る
の
は
、
対
馬
か
ら
福
岡
空
港
ま
で
飛
行
機
で
三
十
分
か
か
り
ま
す
。  

そ
の
間
に
大
事
件
が
起
こ
っ
た
。
今
、
小
田
豊
さ
ん
か
ら
聞
い
て
き
た
話
を

反は
ん
す
う芻

し
て
い
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
考
え
た
。
何
ん
だ
！　

天
照
大
神

は
家
来
で
は
な
い
か
。

小
田
さ
ん
は
、「
一
番
偉
い
神
様
だ
。」
と
い
う
こ
と
を
連
発
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
参
勤
交
代
の
話
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
一
番 

偉
い
の
は
出
雲
の
神
様
で
は
な
い
か
。
動
か
な
く
と
も
よ
い
。
天
照
大
神
は
、

参
勤
交
代
よ
ろ
し
く
、
ご
家
来
衆
の
中
で
は
一
番
偉
い
。
小
田
さ
ん
は
、
そ
う

は
言
わ
な
か
っ
た
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
。 

し
か
し
わ

た
し
の
頭
の
中
で
は
、
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
と
言
え
ば
、
ゴ
ッ
ド
・

オ
ブ
・
ゴ
ッ
ド(G

od of G
od)

、
神
々
の
中
の
一
番
偉
い
神
様
と
、
戦
争
中

か
ら
、
そ
う
教
え
ら
れ
て
思
い
込
ん
で
い
た
。
天
照
大
神
が
家
来
で
あ
る
と
い
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う
の
は
、
わ
た
し
の
頭
の
中
で
、
ぶ
つ
か
る
大
問
題
で
す
。
受
け
入
れ
が
た
い

か
ら
大
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
で
す
が
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
天
照
大
神
（
ア
マ
テ

ル
オ
オ
カ
ミ
）
は
出
雲
の
一
の
家
来
で
す
。

第
一
こ
ん
な
話
、
ウ
ソ
話
と
し
て
作
れ
ま
す
か
。
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ

オ
ミ
カ
ミ
）
が
伊
勢
神
宮
（
内
宮
）
の
主
神
と
し
て
祭
ら
れ
、
最
高
の
神
と
し
て 

讃
え
ら
れ
て
い
る
中
で
、
そ
れ
に
ま
っ
た
く
逆
ら
う
よ
う
な
ウ
ソ
話
を
作
っ
て

伝
え
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う

に
は
思
え
な
い
。
小
田
さ
ん
は
、
お
爺
さ
ん
か
ら
聞
い
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

で
す
が
考
え
て
み
ま
し
た
ら
、
小
田
さ
ん
の
言
わ
れ
る
と
お
り
で
す
。     

な
ぜ
な
ら
『
古
事
記
』
の
「
国
譲
り
神
話
」
も
、天
照
大
神
が
使
い
を
遣
し
て
、  

出
雲
の
大
国
主
に
国
を
譲
れ
と
言
っ
た
。
そ
う
し
ま
す
と
大
国
主
は
自
分
は 

も
う
引
退
し
て
い
る
か
ら
子
供
の
事
代
主
に
話
を
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
。 

そ

し
て
事
代
主
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
国
を
譲
っ
て
も
ら
っ
て
成
功
す
る
と
い
う

話
に
な
る
。
あ
れ
も
変
な
話
で
、
も
し
以
前
か
ら
天
照
大
神
が
御
主
人
で
あ

れ
ば
、
家
来
の
大
国
主
に
何
も
国
を
譲
れ
と
い
う
必
要
が
な
い
。
国
を
譲
れ
と 

い
う
馬
鹿
は
い
な
い
。
取
り
上
げ
れ
ば
よ
い
。
で
す
か
ら
「
国
譲
り
」
と
い
う

こ
と
は
、
以
前
の
主
権
者
は
大
国
主
。
一い
ち

の
家
来
が
天あ
ま
て
る
お
お
か
み

照
大
神
。
そ
れ
は
結
局

反
逆
。
簒さ
ん
だ
つ奪
を
迫
っ
て
成
功
し
た
。
そ
れ
を
美
し
く
「
国
譲
り
」
と
言
っ
た
。

今
の
日
本
で
、「
敗
戦
」
を
「
終
戦
」
と
美
し
く
（
？
）
言
い
換
え
た
。
は
っ

き
り
言
え
ば
敗
戦
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
強ご
う
だ
つ奪
、
簒さ
ん
だ
つ奪
し
た
こ
と
を
、

国
を
譲
っ
て
も
ら
っ
た
と
、
美
し
く
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
表
現
し
て

い
る
。

そ
れ
で
は
、な
ぜ
縄
文
時
代
に
出
雲
が
栄
え
て
い
た
の
か
。そ
の
理
由
は
ハ
ッ

キ
リ
し
て
い
ま
す
。
出
雲
の
隠
岐
島
の
黒
曜
石
。
出
雲
の
対
岸
、
日
本
海
側
の

二
つ
の
島
。
そ
の
島
の
中
で
、
お
む
す
び
の
形
を
し
た
大
き
い
ほ
う
の
空
港
の

あ
る
西
郷
町
。
そ
こ
は
黒
曜
石
の
島
で
す
。、
出
る
と
こ
ろ
に
よ
り
デ
ザ
イ
ン

が
違
い
見
事
な
形
を
し
た
黒
曜
石
が
た
く
さ
ん
出
る
。
そ
れ
が
元
で
出
雲
が
縄

文
時
代
に
中
心
的
な
位
置
を
勝
ち
得
た
。
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
。

そ
れ
に
対
し
て
弥
生
に
な
り
、
中
国
か
ら
（
日
本
列
島
に
）
金
属
器
の
ノ
ウ

ハ
ウ
が
は
い
っ
て
き
た
。
正
確
に
言
う
と
ト
ル
コ
・
ヒ
ッ
タ
イ
ト
か
ら
金
属
器

の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
入
っ
て
き
た
。
ト
ル
コ
は
銅
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
は
鉄
で
す
。
大
氷

原
を
通
っ
て
中
国
に
入
り
、
そ
こ
に
中
国
の
文
明
が
成
立
し
、
朝
鮮
半
島
を
経

て
日
本
列
島
に
来
た
。
日
本
列
島
に
最
初
に
入
っ
て
き
た
の
が
壱
岐
・
対
馬
で

す
。
そ
の
対
馬
・
壱
岐
で
海
神
族
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
が
天
照
大
神
た
ち
で
す
。

縄
文
以
来
の
伝
統
で
女
性
が
ま
だ
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
。
縄
文
は
女
性
が
中

心
で
す
。
そ
こ
へ
金
属
器
の
武
器
が
入
っ
て
き
た
。
金
属
器
の
武
器
と
黒
曜
石

を
比
べ
る
と
比
較
に
な
ら
な
い
。
圧
倒
的
に
金
属
器
が
有
利
だ
。
そ
の
金
属
器

を
握
っ
て
、
し
か
も
当
時
船
と
い
う
最
速
の
運
搬
手
段
・
商
売
道
具
を
握
っ
て

い
た
。
そ
れ
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
当
時
最
強
の
軍
団
に
な
り
、
黒
曜
石
の
出
雲
の

大
国
主
に
対
し
て
一い
ち

の
家
来
で
あ
る
天あ
ま
て
る照
が
反
乱
を
起
こ
し
た
。
わ
た
し
は
、

別
に
天
照
に
対
し
て
、
恨
み
も
つ
ら
み
も
な
い
。
そ
う
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も

ま
っ
た
く
無
関
係
。
た
だ
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
な
ら
ば
、わ
た
し
は「
国

譲
り
」
を
「
天あ
ま
て
る照
の
反
乱
」
と
し
て
表
現
し
た
。
そ
れ
は
成
功
し
た
。
そ
の
こ

と
を
表
し
て
い
る
。

同
じ
く
事
代
主
に
対
し
て
も
、 

伝
承
が
あ
る
。
出
雲
の
東
の
端
が
美
保
関  

（
み
ほ
が
せ
き
）。
そ
こ
で
見
た
祭
に
び
っ
く
り
し
た
。
青
柴
垣
（
あ
お
ふ
し
が
き
）
神

事
。
四
月
の
初
め
に
あ
る
。
さ
ん
ざ
ん
待
た
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
げ
く

に
、
両
脇
を
抱
え
ら
れ
て
宮
司
さ
ん
が
よ
ろ
よ
ろ
と
出
て
き
ま
し
た
。
一
週
間

ぐ
ら
い
断
食
し
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
ぐ
ら
い
本
当
に
や
せ
衰
え
て
出
て
き

ま
し
た
。
海
岸
ま
で
行
き
、
用
意
さ
れ
て
い
た
船
に
乗
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、     

渡
す
縦
板
が
あ
っ
て
、
そ
の
板
の
名
前
を
聞
い
て
驚
い
た
。「
天
の
浮
橋
」
で

ご
ざ
い
ま
す
。「
天
」
は
海あ

ま士
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
橋
と
い
う
と
固
定
し
た
も

の
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
外は
ず

せ
る
か
ら
「
浮
橋
」。
わ
れ
わ
れ
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は
「
天
の
浮
橋
」
と
い
う
と
、
天
上
に
か
か
る
壮
大
な
橋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、

そ
れ
を
ま
た
喜
ん
で
い
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
実
は
汚
ら
し
い
板
だ
っ
た
。
漁
師

さ
ん
た
ち
が
今
も
使
っ
て
い
る
日
常
用
語
だ
っ
た
。
祭
は  

「
天
の
浮
橋
」
を

渡
っ
て
船
に
乗
り
込
ん
で
行
き
、
船
が
出
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
終
わ
る
。
待
た

さ
れ
る
だ
け
待
た
さ
れ
ま
し
て
、
あ
っ
け
な
く
そ
こ
で
終
わ
っ
た
。
中
で
の
神

事
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
。

こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
よ
ろ
よ
ろ
と
出
て
き
た
の
は
事
代
主
。
神
社
の
大

き
な
看
板
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
天
照
の
軍
勢
と
戦
い
破
れ
て
、
本
土
決
戦

と
い
う
か
最
後
の
場
面
。
そ
の
時
事
代
主
は
、
い
ろ
い
ろ
戦
い
は
あ
っ
た
が
、

も
う
戦
い
は
や
め
よ
う
。
そ
の
代
り
わ
た
し
一
人
が
犠
牲
に
な
っ
て
死
の
う
。

わ
た
し
一
人
が
死
ぬ
代
り
に
出
雲
の
人
々
を
傷
つ
け
な
い
こ
と
を
、
天
照
た
ち

に
約
束
し
て
欲
し
い
。
そ
し
て
そ
う
言
っ
て
海
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
お
隠
れ

に
な
っ
た
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
そ
ん
な
感
じ

で
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
海
の
中
へ
入
っ
て
行
っ

た
と
い
う
こ
と
は
自
殺
し
た
と
い
う
事
で
す
。
海
の
中
へ
入
っ
て
行
き
自
殺

し
た
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
書
い
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
土
地
の
人
々
は
永
々
と
伝
え
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
護
る
た
め
に
海
の
中

へ
入
っ
て
お
隠
れ
に
な
っ
た
。

実
は
恥
を
言
い
ま
す
が
、
わ
た
し
は
一
人
で
美
保
神
社
に
何
回
も
来
て
い
ま

す
。
で
す
が
看
板
は
あ
ま
り
見
な
い
。
ど
う
せ
看
板
に
は
建
前
し
か
書
か
れ
て

い
な
い
と
看
板
は
読
ま
ず
に
中
に
入
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
五
十
人
ば
か
り
の

ツ
ア
ー
に
講
師
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
神
社
の
境
内

で
、ツ
ア
ー
の
参
加
者
の
方
か
ら
古
田
さ
ん
質
問
し
て
良
い
で
す
か
と
言
わ
れ
、

こ
の
看
板
に
は
事
代
主
は
自
殺
し
た
よ
う
な
こ
と
に
見
え
る
の
で
す
が
本
当
で

す
か
。
そ
う
い
う
質
問
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
わ
た
し
は
看
板
を
真
面
目
に

見
ま
し
た
が
、確
か
に
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
わ
た
し
は
、

神
社
の
案
内
を
そ
れ
ほ
ど
真
面
目
に
読
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
歴
史
の
資
料

に
も
な
ら
な
い
話
や
単
な
る
天
皇
家
と
の
つ
な
が
り
を
誇
示
す
る
自
慢
話
か
、

ウ
ソ
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
体
裁
ぶ
っ
て
書
い
て
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い

た
。で

す
が
看
板
に
書
い
て
あ
る
青あ
お
ふ
し
が
き

柴
垣
神
事
。
わ
れ
わ
れ
に
代
っ
て
事
代
主
が

お
隠
れ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
毎
年
、
こ
の
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
天
照

の
反
乱
＝
国
譲
り
の
事
件
は
、
弥
生
の
前
期
末
・
中
期
初
め
で
す
か
ら
、
以
前

の
編
年
で
は
紀
元
前
百
年
、
最
近
の
編
年
で
は
紀
元
前
二
百
年
か
ら
二
百
五
十

年
に
上
が
り
ま
す
。
そ
の
時
か
ら
二
〇
〇
三
年
の
今
ま
で
毎
年
青あ
お
ふ
し
が
き

柴
垣
垣
神
事

を
延
々
と
続
け
て
い
ま
す
。
凄す
ご

い
と
い
う
か
、
す
さ
ま
じ
い
と
い
う
か
、
神
社

伝
承
と
は
偉
い
も
の
だ
。
そ
う
感
嘆
し
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
今
ま
で
の
自
分

が
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

先
ほ
ど
の
阿
麻
鵜
留
（
ア
マ
テ
ル
）
神
社
の
伝
承
も
そ
う
で
す
。
今
ま
で
、
こ

の
話
は
何
回
も
し
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
柳
田
国
男
・

折
口
信
夫
と
い
う
民
俗
学
の
大
家
が
お
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
を
た
い
へ
ん
尊
敬
は

し
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
小
田
さ
ん
の
伝
承
を
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。
あ
れ

だ
け
各
地
を
ま
わ
っ
て
伝
承
を
集
め
ら
れ
た
。
し
か
も
あ
れ
は
一
人
で
集
め
ら

れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
お
弟
子
さ
ん
が
集
め
ら
れ
て
、
さ
ら
に
孫
弟
子
さ
ん
も

協
力
さ
れ
て
、
柳
田
さ
ん
が
収
録
さ
れ
た
。
で
す
が
先
ほ
ど
の
対
馬
の
話
、
天

照
が
出
雲
の
一
の
家
来
で
あ
る
。
あ
の
話
が
な
ぜ
な
い
の
か
。
そ
れ
が
新
た
な

疑
問
だ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
結
論
か
ら
言
い
ま
す
。
柳
田
さ
ん
は
、
わ
た
し
か
ら
見
る
と

二
つ
の
弱
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
セ
ッ
ク
ス
。
有
名
な
遠
野
物
語
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
そ
こ
に
は
セ
ッ
ク
ス
の
話
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
学
者
の

方
が
、
遠
野
物
語
を
語
っ
た
人
、
名
前
が
出
て
い
る
人
に
お
聞
き
に
な
り
ま

し
た
。
遠
野
物
語
に
は
、
セ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
話
は
な
い
の
で
す
か
。
遠
野
物

語
に
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
出
て
こ
な
い
で
す
が
。
答
え
は
、
い
え
い
え
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
れ
ら
の
話
は
柳
田
国
男
さ
ん
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に
呼
ば
れ
、
お
宅
に
伺
っ
て
話
せ
と
言
わ
れ
て
お
話
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、     

セ
ッ
ク
ス
の
話
を
始
め
る
と
、
だ
ま
れ
！
そ
ん
な
け
が
ら
わ
し
い
話
を
す
る

な
！
聞
き
た
く
な
い
と
真
っ
赤
な
顔
で
怒
鳴
り
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後

は
、
そ
ん
な
話
は
一
切
お
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
話
信
じ
ら
れ
ま
す
か
。
自
分
で
現
地
に
行
っ
て
話
を
聞
く
。
そ
う
な
の

か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
人
を
自
分
の
家
に
呼
び
つ
け
て
お
い
て
話
を
さ
せ

る
。そ
の
こ
と
自
体
が
凄
い
話
で
す
し
、セ
ッ
ク
ス
の
話
を
い
や
ら
し
い
と
言
っ

て
怒
鳴
り
つ
け
て
止
め
さ
せ
る
。
こ
れ
も
す
ご
い
。
わ
た
し
は
柳
田
さ
ん
を
尊

敬
は
し
て
い
ま
す
が
、明
治
人
と
し
て
そ
う
い
う
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
一
つ
。

こ
れ
は
学
者
が
書
い
て
あ
っ
た
か
ら
知
っ
た
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
柳
田
国
男
は
天
皇
崇
拝
主
義
者
で

す
。
こ
れ
は
明
治
人
と
し
て
天
皇
が
す
べ
て
根
本
だ
。
で
す
か
ら
天
皇
の
威
厳

に
反
す
る
こ
と
に
は
、
何
を
言
う
か
！
と
排
斥
し
た
。
セ
ッ
ク
ス
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。
一
括
し
て
受
け
付
け
な
か
っ
た
。
小
田
豊
さ
ん
は
、
わ
た
し
よ
り
年
上

の
お
爺
さ
ん
で
す
。
あ
の
話
を
何
回
も
お
爺
さ
ん
か
ら
聞
い
た
と
言
っ
て
お
り

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
お
爺
さ
ん
の
頃
で
す
か
ら
、
柳
田
国
男
や
そ
の
弟

子
・
孫
弟
子
が
、
あ
の
話
を
一
切
聞
い
て
い
な
い
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
し
か

し
あ
の
話
は
、
完
全
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
反
し
て
い
る
。
正
確
に

言
う
と
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、
良
く
読
め
ば
合
っ
て
い
る
が
、
い

わ
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
が
聞
か
さ
れ
た
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
は
、
神
の

中
の
最
高
の
神
で
あ
る
。
そ
の
概
念
に
は
反
し
て
い
る
。
だ
か
ら
柳
田
国
男
は
、

小
田
さ
ん
の
話
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
証
拠
と
言
わ
れ
れ
ば
、
こ
の
話
は
聞
い

た
け
れ
で
も
採
用
し
な
い
よ
と
い
う
書
き
付
け
で
も
あ
れ
ば
一
番
良
い
。
け
れ

ど
も
、わ
た
し
の
推
定
で
は
柳
田
国
男
が
聞
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、

柳
田
国
男
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
っ
た
く
反
し
て
い
た
。だ
か
ら
却
下
さ
れ
た
。

そ
れ
も
明
治
人
と
し
て
当
然
だ
と
言
え
ば
言
え
る
で
し
ょ
う
が
、
わ
た
し
の
考

え
る
学
問
で
は
な
い
。

わ
た
し
の
い
う
学
問
と
は
、天
皇
家
に
有
利
で
あ
ろ
う
と
不
利
で
あ
ろ
う
と
、

事
実
は
事
実
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
天
皇
に
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
を
い
う
必
要
も
な
い

し
、
特
に
反
天
皇
の
識
者
に
す
り
寄
る
必
要
も
な
い
。
あ
く
ま
で
事
実
を
事
実

と
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る
。
何
回
考
え
て
も
そ
れ
し
か
な
い
。
手
品
は

な
い
で
す
。

以
上
、
今
述
べ
た
重
要
な
話
が
、
柳
田
・
折
口
両
氏
に
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
意
味
は
非
常
に
深
い
と
思
い
ま
す
。

四
、　
「
国
生
み
」
神
話

次
に
舞
台
を
九
州
に
移
し
ま
す
。「
国
生
み
神
話
」
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い

ま
す
。

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
が
、「
天
の
沼
矛
」
を
天
上
か
ら
海
の
中
に
差

し
入
れ
る
。
か
き
ま
わ
し
て
コ
オ
ロ
コ
オ
ロ
と
垂
ら
し
た
ら
、
ま
ず
オ
ノ
ゴ
ロ

島
が
で
き
、そ
れ
か
ら
大
八
島
が
出
来
た
。
こ
の
よ
う
な
話
で
す
。
わ
た
し
は
、

こ
れ
は
歴
史
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
神
様
が
い
て
、
こ
の
神
様
が
実
際
に
矛
を
海
の
中
に
入
れ
て
引
き

上
げ
る
。
そ
れ
全
体
が
歴
史
事
実
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
で
は
津
田
左
右
吉
が
戦
争
中
言
っ
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の
ウ
ソ
話
・

作
り
話
。
歴
史
事
実
と
は
関
係
が
な
い
の
か
？
津
田
は
七
世
紀
の
近
畿
天
皇
家

の
歴
史
官
僚
が
思
い
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
造
作
し
た
も
の
だ
。
そ
う
い
う
立
場

を
と
り
ま
し
た
。「
造
作
（
ぞ
う
さ
く
）」
と
い
う
言
葉
が
、
津
田
左
右
吉
が
言
っ

た
こ
と
の
学
問
的
な
述
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
戦
前
・

戦
争
中
に
言
っ
た
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
で
す
が
、
そ
れ
が
戦
後
定
説
に
な
っ
て

教
科
書
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
前
に
は
あ
ま
り
神
話
を
持
ち
上
げ
す

ぎ
て
、
そ
の
反
動
で
戦
後
は
神
話
は
ま
っ
た
く
の
ウ
ソ
で
あ
る
と
い
う
説
を
持

謡曲の中の九州王朝
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ち
上
げ
た
の
が
戦
後
の
歴
史
学
で
あ
り
、
教
科
書
で
す
。

わ
た
し
は
、
ど
ち
ら
も
正
し
く
は
な
い
。
戦
前
の
よ
う
に
、
気
が
狂
っ
た

よ
う
に
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
が
天
空
、
ス
カ
イ(Sky)

か
ら
降
り

て
く
る
。
神
が
日
本
列
島
に
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
が
、
明
治
天

皇
睦む
つ
ひ
と仁
・
大
正
天
皇
嘉よ
し
ひ
と仁
・
昭
和
天
皇
裕
仁
で
あ
る
。
外
国
の
人
に
話
せ
ば
、  

だ
れ
に
で
も
バ
カ
に
さ
れ
る
し
か
な
い
よ
う
な
話
が
教
科
書
の
先
頭
を
飾
っ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
話
が
イ
ン
チ
キ
で
あ
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。

同
時
に
津
田
左
右
吉
が
言
っ
た
よ
う
に
、
七
世
紀
の
近
畿
天
皇
家
の
歴
史
官
僚

が
頭
で
、
で
っ
ち
上
げ
た
と
い
う
話
も
、
わ
た
し
に
は
こ
れ
も
同
じ
く
ペ
ケ
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
矛ほ
こ

と
弋か

。
槍
の
形
を
し
た
武
器
が
矛
、
鎌
の
形
を
し
た
武

器
が
弋
で
す
。
そ
の
矛
と
弋
で
、
国
を
作
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

矛
と
弋
は
実
在
の
も
の
で
中
国
の
殷
・
周
・
漢
あ
た
り
で
、
盛
ん
に
使
わ
れ
た

も
の
で
す
。
弋
が
早
く
、
矛
は
遅
い
。
そ
れ
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
対
馬
・

壱
岐
に
入
っ
て
き
た
。
な
に
よ
り
も
筑
紫
（
現
地
で
は
チ
ク
シ
と
発
音
す
る
。）

で
は
、
た
く
さ
ん
の
矛
や
弋
の
鋳
型
が
出
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
矛
や
弋
の

実
物
も
、
圧
倒
的
に
た
く
さ
ん
中
心
的
に
筑
紫
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
対
馬
・

壱
岐
も
出
ま
す
が
博
多
湾
岸
が
中
心
。
と
い
う
こ
と
は
矛
や
弋
が
出
て
く
る
博

多
湾
が
中
心
に
な
っ
て
「
国
生
み
神
話
」
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
大
和
の

七
世
紀
の
歴
史
官
僚
が
ど
う
や
っ
て
作
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
和
の
七
世
紀

の
歴
史
官
僚
が
、
筑
紫
に
発
掘
に
行
っ
て
、
矛
や
弋
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
。

そ
し
て
そ
の
鋳
型
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。こ
れ
ら
を
元
に
、一
つ
神
話
を
作
っ

て
み
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
思
う
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
弥
生
時
代
の
歴

史
事
実
と
合
致
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
博
多
湾
に
あ
る
能
古
島
。
そ
の
島
が
神

話
の
オ
ノ
ゴ
ロ
島
の
も
と
に
な
っ
た
島
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

に
弥
生
時
代
の
筑
紫
の
状
況
と
、
あ
の
神
話
が
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
は
歴
史
事
実
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歴
史
事
実
か
。
弥
生
時
代
の
筑
紫
を
中

心
に
支
配
し
て
い
た
権
力
・
王
権
が
、
こ
の
「
国
生
み
神
話
」
を
作
っ
た
。
そ

し
て
自
分
た
ち
が
筑
紫
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
神
話
に
基
づ
い

て
い
る
。
だ
か
ら
正
し
い
支
配
だ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
今
ま
で
書
い
た
本
で
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
話
を
も
う
半
歩
進
め

て
言
い
ま
す
。
こ
う
い
う
神
話
を
、
か
れ
ら
が
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
ほ
ん
ら
い
博
多
湾
岸
の
正
当
な
支
配
者
で
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
ら
が
縄
文
以
来
順
調
に
発
展
し
て
、

弥
生
以
後
順
調
に
権
力
者
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
何
も
こ
の
よ
う
な
あ
り
得
な
い

話
を
、
こ
う
い
う
神
話
を
作
っ
て
流
布
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
話
を

作
っ
て
流
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
権
力
が
ほ
ん
ら

い
正
統
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
話
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
を
話
し
て
い
る
と
お
も
し
ろ
い
で
す
が
、

今
回
は
立
ち
入
ら
ず
に
先
に
進
み
ま
す
。

（『
古
代
に
真
実
を
求
め
て
』
第
六
集
講
演
記
録
参
照
）

と
に
か
く
彼
ら
は
正
統
で
な
い
方
法
で
、
新
し
い
侵
略
者
と
し
て
博
多
湾
岸

を
中
心
と
し
て
征
服
し
て
倭
国
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
行
く
。
そ
う
い
う
自

分
た
ち
の
非
正
統
性
。
正
し
く
な
い
行
為
。
そ
れ
が
あ
の
よ
う
な
神
話
を
作
っ

て
流
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
す
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
理
解
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
地
球
上
の
各
地
で
今
も
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
イ

ス
ラ
エ
ル
。
バ
イ
ブ
ル
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
が
わ
た
し
た
ち
の
神
聖
な
土
地
で

あ
る
。
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
コ
ー
ラ
ン
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
は
わ
れ
わ
れ
の

神
聖
な
土
地
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
ん
ら
い
の
正

当
な
支
配
者
で
は
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
同
じ
論
理
で
、
そ
の
よ
う
に
な
り

ま
せ
ん
か
。
わ
た
し
は
将
来
こ
の
問
題
を
扱
い
た
い
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
ら

キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
正
面
衝
突
し
ま
す
。
で
す
が
、
わ

た
し
は
正
面
衝
突
し
て
も
勝
つ
と
思
う
。わ
た
し
は
、ぜ
ん
ぜ
ん
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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が
な
い
。
わ
た
し
は
、
反
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
反
ユ
ダ
ヤ
教
で
も
、
反
イ
ス
ラ

ム
教
で
も
な
い
か
ら
。
あ
く
ま
で
人
類
の
歴
史
を
事
実
と
し
て
理
解
す
る
立
場

で
す
。
こ
の
方
法
で
と
ら
え
る
。
立
ち
向
か
う
。
向
こ
う
の
ほ
う
は
、  

護
る

べ
き
も
の
が
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
を
護
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
ー
ラ
ン
を
守
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
反
す
る
も
の
は
許
さ
な
い
。
そ
う
い
う
先
入
観
で
き
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
勝
負
し
た
ら
絶
対
わ
た
し
の
ほ
う
が
勝
つ
。
勝
ち
負
け
の
問

題
で
は
な
い
で
す
が
。
言
い
換
え
る
と
、
未
来
の
人
類
の
歴
史
は
、
わ
た
し
の

ほ
う
に
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
確
信
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
七
十
六
歳
、  

ま
も
な
く
死
に
ま
す
か
ら
、皆
さ
ん
是
非
と
も
や
っ
て
下
さ
い
。
だ
れ
が
、や
っ

て
も
絶
対
に
勝
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
事
な
問
題
を
二
・
三
分
で
言
っ
て
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
。

急
い
で
も
と
に
戻
り
ま
す
が
、
今
述
べ
た
国
生
み
神
話
と
国
譲
り
神
話
は
、

筑
紫
（
チ
ク
シ
）
の
政
権
が
、
わ
た
し
の
い
う
九
州
王
朝
が
、
自
分
た
ち
の
正
統

性
を
、
ほ
ん
ら
い
は
正
統
で
な
い
支
配
を
合
理
化
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
い
う
九
州
王
朝
が
発
展
す

る
話
に
つ
な
が
り
ま
す
。
今
は
省
略
し
ま
す
。

今
問
題
に
な
る
の
は
さ
き
ほ
ど
の
「
国
譲
り
神
話
」。
つ
ま
り
神
話
が
言
っ

て
い
る
こ
と
は
、
出
雲
か
ら
国
を
譲
ら
せ
て
、
博
多
湾
岸
を
中
心
と
し
て
国
を

築
い
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
リ
ア
ル
で
あ
る
。
弥
生
の
権
力
が
、

自
己
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
て
作
っ
た
話
で
す
。
そ
う
い
う
神
話
を
作
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
歴
史
事
実
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
神
様
が

矛
を
海
に
突
っ
込
ん
だ
こ
と
が
歴
史
事
実
で
は
な
い
。
あ
の
よ
う
な
神
話
を
作

ら
ね
ば
、
自
分
た
ち
の
権
力
の
支
配
と
維
持
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
歴

史
事
実
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
出
雲
に
中
心
権
力
が
あ
っ
た
の
を
譲
ら
せ
た
。

実
際
は
反
乱
を
起
こ
し
て
簒さ
ん
だ
つ奪
し
た
の
で
す
が
。
そ
れ
な
ら
ば
前
段
階
に
出
雲

王
朝
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
リ
ア
ル
と
考
え
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
の
考
え
方
は

完
成
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
わ
た
し
は
、
三
十
年
近
く
ま
え
に
出
雲
王
朝
と
い
う

考
え
方
を
、
早
く
か
ら
出
し
ま
し
た
。

で
す
が
、
わ
た
し
が
三
十
数
年
前
に
九
州
王
朝
と
い
う
考
え
方
を
出
し
た 

と
き
は
、
だ
れ
も
無
視
し
て
あ
ま
り
悪
口
を
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
で
す
が
出
雲

王
朝
と
言
い
出
し
た
時
、
す
ぐ
に
、
も
う
古
田
は
ダ
メ
だ
。
有
名
な
学
者
が
、

も
う
古
田
の
学
者
と
し
て
の
生
命
は
終
わ
っ
た
。
そ
う
い
う
声
が
出
始
め
た
。

こ
れ
も
直
接
で
は
な
い
。
新
聞
記
者
の
方
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
き
た
。
新
聞
記

者
は
、
両
方
の
学
者
に
コ
ン
タ
ク
ト
出
来
ま
す
か
ら
。

そ
れ
で
九
州
王
朝
と
言
っ
た
と
き
は
、
ま
だ
矛
や
弋
を
中
心
に
博
多
湾
岸
か

ら
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

を
基
盤
に
、
弥
生
時
代
の
あ
の
神
話
は
リ
ア
ル
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
だ
れ
も
正
面
か
ら
反
対
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
賛
成
す
る
者

は
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
が
、
表
で
は
知
ら
な
い
振
り
を
し
、
内
心
は
反
対
し
に
く

い
と
思
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
出
雲
王
朝
と
な
る
と
、
何
も
根
拠
は
な
い
で
は
な
い
か
。
出
土
物

が
何
も
な
い
で
は
な
い
か
。
神
話
だ
け
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
出
土
物
が
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
皇
學
館
大
學
の
学
長
を
務
め
ら
れ
た
田
中
卓
さ
ん
が
唱
え
ら
れ
、

梅
原
猛
さ
ん
ら
が
受
け
継
が
れ
た
説
。
つ
ま
り
『
出
雲
風
土
記
』
は
作
り
も
の

で
あ
る
。
大
和
の
神
話
を
、
出
雲
に
場
所
を
移
し
代
え
た
、
つ
く
り
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
津
田
左
右
吉
流
に
言
え
ば
造
作
で
あ
る
。
田
中
卓
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
頂
い
て
の
梅
原
猛
さ
ん
の
出
世
作
。
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
。
根
拠
は
神

話
だ
け
あ
っ
て
出
土
物
が
何
も
な
い
と
い
う
状
況
を
、
も
と
に
し
て
理
論
化
さ

れ
た
。
そ
こ
へ
わ
た
し
が
、
出
雲
王
朝
と
言
い
出
し
た
。
だ
か
ら
古
田
は
も
う

ダ
メ
だ
。

と
こ
ろ
が
状
況
は
、
二
十
数
年
後
荒
神
谷
を
初
め
次
々
と
出
て
き
ま
し
た
。

こ
の
す
さ
ま
じ
い
ス
ケ
ー
ル
で
す
。出
雲
以
外
は
ど
こ
も
立
ち
打
ち
で
き
な
い
。

今
で
も
ま
だ
足
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
で
す
が
出
雲
が
王
朝

で
足
ら
な
け
れ
ば
、
他
に
ど
の
王
朝
に
足
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
。
こ
う
言
い
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た
い
。
で
す
か
ら
今
、出
雲
王
朝
と
い
う
概
念
を
笑
え
る
人
は
い
な
く
な
っ
た
。

で
す
が
古
田
が
言
い
だ
し
た
出
雲
王
朝
と
い
う
概
念
が
本
当
で
す
と
講
演
で
お

聞
き
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
内
心
で
は
そ
う
思
っ
て
お
ら
れ
る
は

ず
で
す
。
で
す
か
ら
出
雲
王
朝
と
い
う
言
葉
は
、
あ
れ
だ
け
発
掘
が
あ
れ
ば
現

在
地
位
を
確
保
し
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
ま
だ
ま
だ
出
て
く
る
で
し
ょ

う
。五

、
弥
生
の
土
笛

さ
て
本
日
の
最
後
は
、
今
日
の
本
番
で
あ
る
弥
生
の
土
笛
と
い
う
テ
ー
マ
に

入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
初
め
に
吹
き
ま
し
た
弥
生
の
土
笛
は
、
発
掘
さ
れ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
発
掘
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
っ
く
り
に
作
り
ま
し
た

模
造
品
で
す
。
下
関
な
ど
に
行
け
ば
買
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
最
初
出
て
き
ま
し
た
の
は
山
口
県
下
関
の
綾
羅
木
（
あ
や
ら
ぎ
）
遺
跡

で
す
。
本
当
に
お
も
し
ろ
い
字
地
名
の
遺
跡
で
す
が
、そ
こ
で
出
て
き
た
と
き
、

た
い
へ
ん
騒
が
れ
ま
し
た
。
下
関
で
古
代
史
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
は
、
た
い

へ
ん
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
、
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は

回
答
が
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
何
か
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
て
い
ま

す
。
有
名
な
学
者
で
あ
る
国
分
直
一
さ
ん
が
発
表
さ
れ
、
中
国
の
文
献
に
あ
る

こ
と
を
証
明
さ
れ
た
。元
は
中
国
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。  

陶
襤
（
ト
ウ
ケ
ン　

一
番
簡
単
な
字
で
す
）
と
い
う
も
の
が
、『
周
礼
』
と
い
う

中
国
の
古
典
に
出
て
く
る
。
穴
が
六
個
あ
い
て
い
る
。
全
体
が
卵
形
で
あ
る
。

厳
密
に
考
え
れ
ば
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
大
ま
か
に
は
同
じ
で
あ
る
。
弥
生
の

口
笛
が
、 

陶
襤
で
あ
る
。
こ
の
国
分
直
一
さ
ん
の
考
え
は
人
々
が
広
く
承
認
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
陶
襤
と
い
う
も
の
の
正
体
は
分

か
っ
た
。

し
か
し
、
わ
た
し
が
分
か
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
し
た
の
は
、
こ
の
陶
襤
と

い
う
も
の
が
、
歴
史
の
上
に
置
い
て
、
あ
る
い
は
政
治
・
文
学
・
そ
の
他
に
お

い
て
ど
う
い
う
意
味
を
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
持
つ
か
は
、
ま
だ
解
明
さ

れ
て
い
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
下
関
で
十
回
ぐ
ら
い
講
演
し
た
こ

と
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
度
に
陶
襤
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
ま
す

か
と
尋
ね
ら
れ
、
ま
だ
勉
強
中
で
す
と
返
事
し
た
こ
と
が
、
何
回
か
ご
ざ
い
ま

す
。そ

れ
で
最
近
に
な
り
、
や
っ
と
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
中
国
の
陶
襤
の

性
格
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
儀
式
・
儀
礼
の
場
の
笛
で
あ
る
。
そ
れ
も

中
国
の
宮
廷
な
ど
の
儀
礼
の
場
の
笛
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
と
う
ぜ
ん
最
初
か
ら
宮
廷
の
場
で
は
な
く
、
発
達
段
階
に
お
い
て
は
諸
侯

だ
っ
た
り
す
る
で
し
ょ
う
が
。

そ
れ
で
、
そ
の
こ
と
自
身
が
た
い
へ
ん
な
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

こ
の
弥
生
の
土
笛
が
で
て
く
る
と
こ
ろ
が
、
日
本
海
岸
。
そ
れ
も
西
の
端
が
福

岡
県
宗む
な
か
た像
の
隣
の
島
の
大
島
。
そ
れ
か
ら
下
関
の
綾あ
や
ら
ぎ

羅
木
遺
跡
。
特
に
、
鳥

取
県
米
子
市
・
島
根
県
松
江
市
か
ら
ほ
ん
と
う
に
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。

綾あ
や
ら
ぎ

羅
木
遺
跡
を
追
い
越
し
た
。
広
島
県
か
ら
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
見

ま
す
と
弥
生
の
土
笛
の
中
心
地
が
出
雲
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
東
の
は

し
が
舞
鶴
。
そ
の
近
く
の
京
都
府
峰
山
町
か
ら
出
て
き
た
。
こ
れ
は
弥
生
中
期

に
ま
た
が
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
現
地
の
教
育
委
員
会
の
方
の
見
解
で
す
。

そ
れ
か
ら
東
は
越こ
し

の
国
。
そ
こ
か
ら
出
な
い
と
い
う
こ
と
は
意
味
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
東
は
陶
襤
を
受
け
付
け
な
い
。
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。

別
の
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
出
雲
王
朝
の
直
接
の
勢
力
範
囲
は
、
東
は
舞
鶴
止

ま
り
で
は
な
い
か
。そ
う
い
う
地
理
的
分
布
そ
の
も
の
に
非
常
に
意
味
が
あ
る
。

西
の
端
が
大
島
。
東
の
端
が
舞
鶴
。
中
心
が
圧
倒
的
に
米
子
・
松
江
。
つ
ま
り
、

こ
れ
が
圧
倒
的
に
出
雲
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
出
て
く
る
時
期
は
、
圧
倒
的
に
弥
生
前
期
の

二
百
年
間
な
の
で
す
。
従
来
の
考
古
学
編
年
な
ら
紀
元
前
百
年
。
最
近
の
編

年
は
、
一
〇
〇
年
な
い
し
一
五
〇
年
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
か
ら
、
紀
元
前
二
百
年

か
ら
二
百
五
十
年
。
そ
れ
が
弥
生
前
期
の
終
わ
り
で
す
。
弥
生
の
始
ま
り
は
以

前
の
考
古
学
編
年
な
ら
紀
元
前
三
百
年
、
今
の
編
年
な
ら
紀
元
前
四
百
年
か
ら

四
百
五
十
年
。
そ
の
弥
生
前
期
し
か
出
て
こ
な
い
。
舞
鶴
の
一
つ
だ
け
が
例
外

で
、
他
は
す
べ
て
弥
生
前
期
。

だ
か
ら
弥
生
中
期
に
は
、
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
不
思
議
な
話

で
す
が
、
よ
く
分
か
る
話
で
す
。
な
ぜ
、
よ
く
分
か
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
先

ほ
ど
の
「
国
譲
り
」
が
、
弥
生
前
期
末
・
中
期
初
め
の
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
を 

博
多
湾
岸
に
目
を
移
し
て
見
る
と
、
ひ
じ
ょ
う
に
良
く
分
か
る
。
よ
く
言
わ

れ
る
三
種
の
神
器
、
こ
れ
が
弥
生
中
期
初
め
か
ら
で
す
。
弥
生
前
期
に
は
出
て 

こ
な
い
。
新
し
い
矛
や
弋
で
権
力
を
樹
立
し
た
新
し
い
支
配
権
力
は
、
三
種
の 

神
器
の
支
配
権
力
で
あ
る
。
こ
れ
で
見
ま
す
と
「
国
譲
り
」
が
行
わ
れ
た
の
は
、

弥
生
前
期
末
・
中
期
初
め
で
あ
る
。

以
上
、
筑
紫
・
出
雲
の
状
況
を
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
紀
元
前
二
百
年
ぐ
ら

い
の
弥
生
前
期
末
・
中
期
初
め
に
「
国
譲
り
」
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
も
中
国
の
歴
史
を
考
え
る
と
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。
秦
の
始
皇
帝
が 

登
場
し
た
時
で
す
。
中
国
の
情
勢
と
関
連
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
紀
元
前
二
百
年
ぐ
ら
い
に
、三
種
の
神
器
が
筑
紫
に
出
て
き
て
く
る
。

そ
れ
以
前
は
出
雲
で
陶
襤
が
出
雲
を
中
心
に
出
て
い
ま
す
。
陶
襤
は
、
中
国
で

は
宮
廷
の
儀
礼
の
場
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
「
国
譲
り
」
以
前

の
出
雲
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
楽
器
が
、陶
襤
だ
っ
た
。と
な
る
と
陶
襤
が『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
に
出
て
こ
な
い
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
そ
う
で
し
ょ
。
こ
れ
だ

け
日
本
列
島
か
ら
陶
襤
が
出
て
き
て
る
訳
で
す
か
ら
、
日
本
列
島
に
存
在
し
た

こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
れ
な
の
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、
宮
廷

の
儀
式
に
つ
い
て
書
き
な
が
ら
陶
襤
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
出
雲
の
こ
と
に
つ
い
て
書
き
な
が
ら
、
陶
襤
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
書
か

れ
て
い
な
い
。
あ
れ
だ
け
出
雲
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
出
雲
か
ら
王
朝
を
譲
ら

れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
ピ
ー
ア
ー
ル
し
な
が
ら
陶
襤
の
こ
と
は
書
か
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
意
味
深
い
。

つ
ま
り
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
自
分
た
ち
が
敵
対
し
た
、
自
分
が

征
服
し
た
前
の
王
朝
の
貴
重
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
っ
さ
い
書
か
な
い
と
い

う
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

世
界
の
歴
史
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
国
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
前
の
王

朝
の
こ
と
は
い
っ
さ
い
書
か
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
王
朝
の
歴
史
書
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
前
の
王
朝
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
歴
史
書
も
あ
り
ま
す
。  

中
国
な
ど
で
は
割
合
前
の
王
朝
の
こ
と
を
、
後
の
王
朝
が
書
く
と
い
う
風
習
が

で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
あ
り
が
た
い
で
す
が
。
し
か
し
な
が
ら
中
国

で
も
全
部
書
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
横
道
に
入
り

ま
す
が
、中
国
は
黄
河
流
域
を
中
心
と
し
た
歴
史
と
し
て
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。

し
か
し
南
は
江
南
、会
稽
山
を
中
心
と
揚
子
江
文
明
は
書
か
れ
て
い
な
い
。『
史

記
』
な
ど
に
は
、
カ
ボ
ト
遺
跡
な
ど
の
こ
と
は
い
っ
さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
西
は
、
西
王
母
な
ど
の
玉
の
文
明
に
つ
い
て
も
、
い
っ
さ
い
書
か
れ
て
は

い
な
い
。
自
分
た
ち
の
黄
河
流
域
を
中
心
と
し
た
歴
史
書
と
し
て
書
い
て
あ
り

ま
す
。
自
分
た
ち
が
支
配
さ
れ
た
、
そ
の
前
の
王
朝
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
書

か
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
態
度
を
中
国
の
歴
史
書
は
取
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
『
三
国
志
』
な
ど
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
前
の

王
朝
の
歴
史
を
、
後
の
王
朝
が
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
大
体
に
お
い
て
成
立
し

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
あ
り
が
た
い
状
況
で
す
が
、
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど

で
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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元
に
戻
り
ま
し
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
不
正
直
と
い
う
か
、
前

の
王
朝
に
つ
い
て
無
視
す
る
、
認
め
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
歴
史
書
で
あ

る
。こ
れ
に
わ
た
し
が
力
を
入
れ
て
言
っ
て
い
る
理
由
は
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。  

近
畿
・
東
海
の
銅
鐸
の
こ
と
が
い
っ
さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
。
近
畿
で
銅
鐸
が

た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
あ
れ
ほ
ど
膨
大
な
量
の
銅
鐸
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

あ
れ
ほ
ど
す
ご
い
姿
を
、
明
確
に
も
っ
て
世
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し  

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、銅
鐸
の
こ
と
は
い
っ
さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
。

い
っ
さ
い
無
視
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
れ
は
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
前
の
文
明
、
前
の
王
朝
の
貴
重
な
祭
祀 

さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
無
視
す
る
。
貴
重
で
な
い
か
ら
無
視
す
る
の
で
は
な
い
。

言
っ
て
は
失
礼
で
す
が
、
三
種
の
神
器
よ
り
ず
っ
と
立
派
で
す
。
三
種
の
神
器

は
、
言
葉
は
立
派
で
す
が
、
中
身
は
大
し
た
も
の
は
な
い
。
勾
玉
は
起
源
は
古

い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
剣
は
権
力
者
は
皆
持
っ

て
い
る
。
後
は
金
属
器
の
鏡
で
す
が
中
国
か
ら
来
た
だ
け
で
す
。
そ
れ
を
三
種

類
ま
と
め
た
だ
け
で
す
。
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
三
種
の

神
器
の
悪
口
を
言
い
ま
す
が
、
銅
鐸
は
三
種
の
神
器
よ
り
も
、
も
っ
と
立
派
な

国
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
三
種
の
神
器
ご
と
き
も
の
で
も
、
国
家
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
は
だ
れ
も
疑
っ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
銅
鐸
が
、
国
家
の
シ
ン
ボ

ル
で
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
の
銅
鐸
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
、
い
っ

さ
い
無
視
し
て
い
ま
す
。
こ
の
い
っ
さ
い
無
視
し
て
い
る
意
味
が
大
事
で
す
。  

以
上
の
問
題
が
、
先
ほ
ど
の
陶
襤
の
こ
と
で
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
銅
鐸
は
、  

そ
れ
以
前
の
王
朝
の
重
要
な
遺
物
だ
か
ら
無
視
し
た
。
陶
襤
の
問
題
で
論
証
を

と
も
な
っ
て
、
は
っ
き
り
答
え
が
出
て
き
ま
し
た
。

（ 

陶
襤
の
解
説
と
図
表
は
、
も
の
が
語
る
歴
史
１
『
楽
器
の
考
古
学
』
同
成

社
山
田
光
洋
著
な
ど
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。）

次
に
行
き
ま
す
。
わ
た
し
が
思
い
ま
す
の
に
、
陶
襤
は
中
国
の
朝
廷
の
儀
礼

の
場
で
使
わ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
と
き
詩
が
と
も
な
っ
て
い
た
。

音
楽
だ
け
で
は
な
く
て
、
肉
声
の
言
葉
の
詩
が
と
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
い

ま
す
。

な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
中
国
に
は
『
詩
経
』
と
い
う
世
界
で
も
ひ
じ
ょ
う

に
貴
重
な
古
代
詩
歌
集
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
韻
律
を
持
っ
て
い
る
。

○
○
ト
ン
、
×
×
ツ
。
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
ま
す
。
韻
を
踏
ん
で
い
な
け
れ
ば

中
国
で
は
詩
と
は
呼
ば
れ
な
い
。

中
国
の
朝
廷
の
儀
礼
の
場
で
、
今
は
陶
襤
を
例
に
と
っ
て
言
っ
て
ま
す
が
、

楽
器
に
合
わ
せ
詩
を
う
た
う
。
そ
う
す
る
と
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
、
み
さ
か
い

な
し
に
声
を
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

中
国
人
は
韻
律
を
踏
ん
で
い
る
。
す
ご
い
と
中
国
の
文
学
に
つ
い
て
研
究
者

は
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
北
京
原
人
が
脚
韻
を
踏
ん
だ
詩
を
歌
っ
て
い
た
か
。

わ
た
し
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
北
京
原
人
を
例
に
出
す
な
と
言
わ
れ

る
か
も
し
れ
ん
が
、
獣
の
叫
び
の
よ
う
な
声
を
出
し
て
い
た
と
思
う
。
ま
か
り

間
違
っ
て
い
て
も
、
し
っ
か
り
韻
律
を
踏
ん
だ
中
国
語
を
喋
っ
て
い
た
と
は
思

え
な
い
。
そ
れ
が
周
代
に
な
っ
て
明
ら
か
に
『
詩
経
』
に
見
る
よ
う
な
、
し
っ

か
り
と
韻
律
を
踏
ん
だ
も
の
に
な
っ
た
の
は
、
儀
礼
の
場
で
楽
器
に
合
わ
せ
て

詩
が
歌
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
で
は
合
い
ま
せ
ん
。
や
は
り

○
○
ト
ン
、
×
×
ツ
と
合
っ
て
い
く
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
出
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
見
事
な
韻
律
を
も
っ
た
『
詩
経
』
と
い
う
、
世
界
で
も
ま
れ
な
古
代
詩
歌
集

が
成
立
出
来
た
の
は
、
そ
れ
に
は
楽
器
の
存
在
を
消
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
ひ
と
つ
に
陶
襤
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
う
い
う
判
断
を
し

ま
し
た
。
こ
れ
が
第
一
段
階
。

第
二
段
階
は
、
日
本
で
陶
襤
を
真
似
し
て
、
弥
生
の
土
笛
を
作
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
の
土
で
作
っ
て
は
い
ま
す
が
、
明
ら
か
に
陶
襤
を
真
似

し
て
同
じ
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
場
合
も
、
さ
き
に

言
っ
て
ま
す
が
、
出
雲
の
朝
廷
の
儀
式
の
場
で
陶
襤
を
使
っ
た
。
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こ
の
出
雲
朝
廷
の
こ
と
は『
出
雲
風
土
記
』で
は
、き
ち
ん
と
書
か
れ
て
あ
る
。

と
こ
ろ
が
国
学
者
た
ち
は
、
勝
手
に
そ
れ
に
当
た
る
と
こ
ろ
を
除
い
て
原
文
を

作
り
替
え
た
。
そ
れ
を
岩
波
古
典
体
系
は
、
本
文
に
し
て
い
る
。
こ
の
作
り
替

え
ら
れ
た
本
文
を
、皆
さ
ん
が
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
下
の
注
を
見
る
と
、

こ
う
い
う
写
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
直
し
た
。
そ
れ
は
間
違

い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
出
雲
朝
廷
」
が
あ
っ

て
は
、
ぐ
あ
い
が
悪
い
。（
近
畿
）
天
皇
家
以
外
の
朝
廷
が
あ
っ
て
は
困
る
。

出
雲
朝
廷
と
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
原
文
の
書
き
換
え
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。『
出
雲
風
土
記
』
は
各
所
で
書
き
換
え
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ

い
て
詳
し
く
書
い
た
論
文
（『
古
代
は
沈
黙
せ
ず
』
駿
々
堂
）
が
あ
り
ま
す
が
、

結
論
か
ら
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
出
雲
朝
廷
と
い
う
も
の
が

成
立
し
て
い
て
、
そ
の
出
雲
朝
廷
の
も
と
に
国
造
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と

は
『
出
雲
風
土
記
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
出
雲
朝
廷
で
も
、
同
じ
く
儀
礼
の
場
が
あ
り
、
そ
の
儀
礼
の
音
楽
に
対

し
て
、
詩う
た

が
歌
わ
れ
て
い
た
。
中
国
に
対
し
て
、
日
本
だ
け
は
音
だ
け
聴
い

て
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
が
最
初
は
、『
詩
経
』

と
同
じ
中
国
の
詩う
た

を
歌
っ
た
。
日
本
側
が
依
頼
し
て
、
中
国
人
に
来
て
も
ら
っ

て
弥
生
の
土
笛
を
作
っ
て
『
詩
経
』
を
聴
い
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
中
国

語
の
『
詩
経
』
を
聴
い
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
日
本
語
の
詩う
た

が
欲
し
い
。

当
然
な
の
で
す
。
そ
こ
に
五
・
七
・
五
・
七
・
七
が
出
て
き
た
。

八
雲
立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻
籠
み
に　

八
重
垣
作
る　

そ
の
八
重
垣
を

や
く
も
た
つ　

い
づ
も
や
へ
が
き　

つ
ま
ご
み
に　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
へ
が
き
つ
く
る   

そ
の
や
へ
が
き
を

そ
の
こ
と
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
な

り
尊
敬
す
る
紀
貫
之
の
見
識
。
へ
ん
な
言
い
方
で
す
が
、
言
っ
て
い
る
こ
と
全

部
が
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
す
べ
て
を
絶
賛
す
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
と
く
に
詩う
た

に
対
す
る
分
析
能
力
は
非
常
に
高
い
も
の
が
あ
る
。

『
古
代
史
の
十
字
路
』（
ー
万
葉
批
判
ー
東
洋
書
林
）
で
、
詳
し
く
論
じ
て
い
ま

す
。
簡
単
に
言
い
と
、
彼
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
リ
ズ
ム
が
、
今
の
出
雲
で
成

立
し
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
詩う
た

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
紀
貫
之
の
見
識
の
凄す
ご

い
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
五
・
七
・
五
・
七
・
七

の
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
な
い
詩う
た

が
あ
る
。
そ
れ
の
ほ
う
が
古
い
。
そ
れ
に
対

し
て
五
・
七
・
五
・
七
・
七
が
、
新
し
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
雲
で

成
立
し
た
。
そ
う
い
う
本
質
的
な
こ
と
を
、
ピ
シ
ャ
ッ
と
、
と
ら
え
て
い
ま

す
。
ス
サ
ノ
オ
が
作
っ
た
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
出
雲
で
成
立
し

た
と
い
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
出
雲
中
心
で
、
陶と
う
け
ん襤
が
使
わ
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
た
し
の
仮
説
で
は
、
陶
襤
で
音
だ
け
で
な
く

詩う
た

が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
詩
は
中
国
語
で
な
く
日
本
語
で
あ
る
。
そ
の
日
本

語
の
リ
ズ
ム
と
い
え
ば
、
や
は
り
五
・
七
・
五
・
七
・
七
で
あ
る
。
だ
か
ら
出
雲
で

五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
定
型
が
成
立
し
た
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文

の
論
証
は
、
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
紀
貫
之
の
説

に
賛
成
す
る
。

と
言
う
わ
け
で
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
和
歌
。
そ
の

省
略
形
と
し
て
の
俳
句
。
こ
れ
が
成
立
し
た
淵え
ん
げ
ん源
が
出
雲
に
あ
る
。
出
雲
暦
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
陶
襤
は
、
ま
さ
に
日
本
の
歴
史
を
明
ら

か
に
す
る
上
で
、
重
要
な
楽
器
で
あ
る
。
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六
、
鶴
と
亀
の
交
わ
る
と
こ
ろ
ー
日
本
列
島

最
後
に
ひ
と
つ
発
見
と
い
う
か
、
話
題
に
な
る
こ
と
を
紹
介
し
て
終
わ
り
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

結
婚
式
や
お
祝
い
で
の
席
に
つ
ね
に
演
ず
る
謡う
た
いに
「
鶴
亀
」
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
内
心
で
は
軽
蔑
し
て
い
た
。
実
際
に
鶴
や
亀
が
い
な
い
の
に
、
抽
象
的

に
歌
っ
て
喜
ん
で
い
る
。
あ
ま
り
言
っ
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
内
心
は 

そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
ど
、
そ
の
問
題
を
再
検
討
し
て
、
わ
た
し
の 

歴
史
認
識
が
い
か
に
浅
は
か
で
あ
っ
た
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
七
十
六
歳
に 

し
て
よ
う
や
く
気
が
付
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
裏
付
け
が
必
要
で
、
確
認
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
。

そ
れ
で
こ
の
結
論
は
、
日
本
列
島
の
歴
史
は
ど
う
も
一
つ
で
は
な
い
。
沿
海

州
か
ら
の
一
つ
の
淵え
ん
げ
ん源

が
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
で
日
本
列
島
と
言
い
ま
し
て

も
、
実
際
は
日
本
半
島
だ
っ
た
。
今
で
も
冬
は
樺
太
（
サ
ハ
リ
ン
）
の
と
こ
ろ
は
、    

大
陸
と
氷
で
つ
な
が
っ
て
、歩
い
て
来
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
昔
は
、太
古
は
も
っ

と
地
続
き
で
す
。

そ
う
す
る
と
沿
海
州
に
、
粛し
ゅ
く
し
ん慎・
靺ま
っ
か
つ鞨
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
居
た
こ
と
は
中

国
の
歴
史
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
疑
う
人
は
い
な
い
。
そ
う
い
う
人
々

が
、
日
本
半
島
に
遠
慮
し
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対

に
来
て
い
ま
す
。歴
史
に
絶
対
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
危
な
い
話
で
す
が
、

絶
対
に
来
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
列
島
に
第
一
陣
と
し
て
来
た
人
々
は 

粛
慎
・
靺
鞨
と
呼
ば
れ
た
人
々
と
同
質
の
人
で
あ
る
。こ
の
話
は
一
番
筋
の
通
っ

た
話
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
疑
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
の
裏
付
け
の
話

も
あ
り
ま
す
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
だ
け
か
。
も
う
一
方
は
太
平
洋
か
ら
来
た
。
こ
れ
は
天
（
海
士
）
族
が

そ
う
で
す
が
、
海
の
民
族
が
来
た
。
そ
こ
で
交
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
日
本
列
島
が

成
立
し
、
日
本
人
が
成
立
し
た
。

も
ち
ろ
ん
朝
鮮
半
島
・
中
国
・
ハ
ワ
イ
な
ど
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
人
が
や
っ

て
き
て
、
こ
れ
だ
け
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
大
き
な
筋
は
、
や
は
り

ア
ジ
ア
大
陸
沿
海
州
側
か
ら
の
伝
播
と
、
太
平
洋
か
ら
の
伝
播
。
そ
れ
が
交
わ

る
と
こ
ろ
に
日
本
列
島
の
土
地
も
成
立
し
人
間
も
成
立
し
て
い
る
。
大
ま
か
に

言
っ
て
、
そ
れ
は
ウ
ソ
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
痛
感
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
気
が
付
い
て
み
る
と
、
鶴
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
。

大
陸
か
ら
来
る
。
日
本
列
島
へ
は
、
南
の
鹿
児
島
・
宮
崎
に
も
来
る
。
日
本
列

島
は
鶴
列
島
ら
し
い
。

亀
、こ
れ
は
太
平
洋
側
か
ら
来
る
。
産
卵
は
ご
承
知
の
宮
崎
県
か
ら
高
知
県
、

静
岡
県
ま
で
の
太
平
洋
側
に
来
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
ど
こ
か
ら
来
る
か

分
か
ら
な
い
。
出
て
く
る
場
所
は
不
明
。
そ
れ
で
調
べ
て
い
る
人
に
ハ
ッ
パ
を

か
け
た
い
。
簡
単
で
す
よ
。
調
べ
る
装
置
を
亀
に
付
け
て
人
工
衛
星
で
調
べ
る
。

や
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
調
べ
る
人

が
出
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
の
学
生
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
大

学
院
生
の
ア
イ
デ
ア
に
お
金
を
出
す
ス
ポ
ン
サ
ー
が
つ
い
た
。
そ
れ
で
今
言
っ

た
よ
う
に
日
本
列
島
の
亀
さ
ん
に
電
波
の
発
信
装
置
を
付
け
た
。
そ
れ
を
人
工

衛
星
で
監
視
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
亀
は
黒
潮
に
乗
っ
て
、
日
本
か
ら
太

平
洋
を
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
先
は
行
方
不
明
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
電
波
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
位
置
を
測
定
す
る

人
工
衛
星
は
、
そ
こ
ま
で
し
か
カ
バ
ー
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
先
は
不

明
。
そ
れ
か
ら
三
・
四
ヶ
月
し
て
、
亀
さ
ん
は
太
平
洋
マ
リ
ア
ナ
沖
に
現
れ
た
。

そ
こ
か
ら
先
は
、
わ
た
し
の
推
定
で
す
が
、
そ
の
亀
さ
ん
は
ペ
ル
ー
・
エ
ク

ア
ド
ル
ま
で
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
海
流
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
沖
で

は
止
ま
り
ま
せ
ん
か
ら
。
亀
さ
ん
は
自
分
の
力
だ
け
で
泳
い
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
へ
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
黒
潮
に
乗
っ
て
、
そ
の
上
で
自
分
で
泳
い
で

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
行
っ
た
。
で
す
か
ら
黒
潮
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。
こ
こ

は
フ
ン
ボ
ル
ト
大
寒
流
が
北
上
し
て
き
ま
し
て
、
暖
流
で
あ
る
黒
潮
と
ぶ
つ
か
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る
。
そ
し
て
混
ざ
っ
て
太
平
洋
を
西
に
流
れ
る
。
で
す
か
ら
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
な

ど
が
大
量
に
発
生
す
る
。
そ
れ
を
求
め
て
魚
も
た
く
さ
ん
集
ま
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
亀
さ
ん
も
、
栄
養
が
豊
か
な
こ
の
海
域
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
こ
れ
も
大
事
な
余
計
な
話
を
し
ま
す
が
、
浦
島
太
郎
が
亀
に
乗
っ
て
行
っ
た

の
は
、
南
米
の
ペ
ル
ー
で
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
質
問
さ
れ
れ
ば
言
い

ま
す
が
。）

い
ろ
い
ろ
余
計
な
話
も
し
ま
し
た
が
、
鶴
が
大
陸
か
ら
来
る
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く
亀
が
太
平
洋
全
体
か
ら
来
る
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
す
る
と
鶴
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
来
る
霊
鳥
の
代
表
で
す
。
亀
は
太
平
洋
か
ら

来
る
霊
獣
の
代
表
で
す
。
そ
れ
が
日
本
列
島
が
接
点
。
あ
の
民
謡
が
、
日
本
の

歴
史
を
一
言
で
表
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
重
大
な
こ
と
が
ら
を
、
内
心
は
バ
カ

に
し
て
い
た
。
人
に
公
然
と
言
わ
な
く
て
よ
か
っ
た
。

し
か
し
、
や
る
べ
き
調
査
を
ま
だ
し
て
い
な
い
。
今
考
え
た
と
こ
ろ
で
す
。

民
謡
大
全
集
な
ど
を
見
て
調
べ
て
い
な
い
。
鶴
と
亀
の
民
謡
の
分
布
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
、
今
後
調
べ
た
い
。
日
本
列
島
全
部
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
中
で
、民
謡
が
お
得
意
の
人
は
調
べ
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
。

日
本
列
島
の
歴
史
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
人
に
聞
か
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
鶴

と
亀
の
交
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
一
言
で
表
す
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
、
当
た
る
も
八
卦
。
当
た
ら
ぬ
も
八
卦
の
話
と
し
て
聞
い
て
い
た
だ
い

て
け
っ
こ
う
で
す
が
、
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
り
）

質
問
一

一
点
だ
け
質
問
し
ま
す
。
対
馬
の
阿
麻
鵜
留（
ア
マ
テ
ル
）神
社
の
こ
と
で
す
が
、

先
ほ
ど
の
話
で
は
、
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
と
、
対
馬

の
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ル
オ
オ
カ
ミ
）
と
は
、
同
一
神
と
言
う
こ
と
を
お
話
て
い
た

だ
い
た
の
で
す
が
、
わ
た
し
が
読
ん
だ
本
で
別
の
方
が
書
か
れ
た
も
の
で
は
、

阿
麻
鵜
留
神
社
は
男
神
で
あ
る
。
天
照
大
神
と
は
、
べ
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
。
ま
た
天
照
大
神
を
祭
っ
て
い
た
の
は
、
元
伊
勢
の

丹
後
の
ほ
う
か
ら
大
和
の
三
輪
山
の
ふ
も
と
に
来
て
、
そ
れ
か
ら
現
在
の
伊
勢

神
宮
に
お
移
り
に
な
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
。
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
た
ら
よ
い
の
で
す
が
。

（
回
答
）

今
の
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

対
馬
の
阿
麻
鵜
留
神
社
の
祭
神
で
す
が
、
性
が
男
神
か
女
神
か
は
、
小
田
さ

ん
に
し
つ
こ
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
分
か
ら
な
い
と
の
返
答
が
あ
り
ま

し
た
。
で
す
か
ら
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
解
。
男
神
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
本
を
書
か
れ
た
人
の
解
釈
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
神
社
自
身
の
伝

承
で
は
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
解
。

も
う
一
つ
こ
の
問
題
を
論
じ
始
め
る
と
、お
も
し
ろ
い
問
題
が
展
開
し
ま
す
。

縄
文
時
代
は
女
神
中
心
の
時
代
で
す
。
完
全
な
証
拠
と
し
ま
し
て
は
、
縄
文

時
代
の
土
偶
が
あ
り
ま
す
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
オ
ッ
パ
イ
が
あ
る
。  

つ
ま
り
女
性
な
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
が
ひ
じ
ょ
う
に
尊
重
さ
れ

て
い
た
。
女
性
中
心
の
時
代
な
の
で
す
。
こ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
は
、
病

気
や
周
辺
の
動
物
の
襲
撃
で
人
が
死
ん
で
い
く
時
代
で
す
。
そ
の
中
で
多
産
と

い
う
か
、
子
供
を
た
く
さ
ん
生
む
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
繁
栄
と
い
う
以
上

に
保
存
す
る
た
め
に
必
須
条
件
で
す
。
そ
れ
で
直
接
に
は
子
供
を
生
む
能
力
を

も
っ
た
女
性
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
も
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
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る
こ
と
で
す
が
、
結
論
と
し
て
女
神
中
心
の
時
代
で
す
。

で
す
が
阿
麻
鵜
留
神
社
の
祭
神
が
男
神
で
あ
る
。
そ
れ
も
別
に
か
ま
わ
な

い
。
弥
生
時
代
は
男
中
心
の
時
代
に
替
わ
り
ま
す
か
ら
。
居
て
も
か
ま
わ
な
い
。  

そ
れ
は
遅
い
段
階
の
話
で
は
な
い
か
。

天
照
（
あ
ま
て
る
）
自
身
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
完
全
に
人
間
で
す
。
弥
生

の
前
期
末
、
中
期
初
め
の
人
間
で
す
。
ニ
ニ
ギ
の
お
ば
あ
さ
ん
で
す
。
そ
れ
が

女
性
の
首
長
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
縄
文
時
代
の
方
法
を
普
遍
し
た
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
立
場
に
立
つ
、
意
志
は
強
固
で
頭
脳
が
明
晰
な
女
性
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

（『
古
代
に
真
実
を
求
め
て
』
第
五
集
講
演
記
録
参
照
。）

そ
れ
で
阿
麻
鵜
留
神
社
自
身
は
、
男
神
を
祭
っ
て
い
て
も
よ
い
が
、
や
は
り

女
神
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
次
の
元
伊
勢
神
社
の
問
題
。
こ
れ
も
お
も
し
ろ
い
問
題
で
す
。

京
都
府
舞
鶴
に
籠
（
こ
の
）
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
る
。
こ
れ
が
元
伊
勢
で
あ

る
。
他
に
も
元
伊
勢
を
称
し
て
い
る
神
社
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
心
的
な
存

在
の
神
社
で
す
。
こ
の
神
社
に
何
回
も
行
き
ま
し
た
。
本
殿
・
拝
殿
が
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
歩
い
て
二
十
分
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
、山
裾
の
と
こ
ろ
に
奧
宮
が
あ
る
。

そ
こ
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
巨
大
な
岩
で
、
た
た
み
二
・
三
畳
ぐ
ら
い
の
女
性

の
陰
部
の
形
を
し
た
み
ご
と
な
御
神
体
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
お
お
き
な
男

性
の
シ
ン
ボ
ル
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
本
来
の
豊
受
大
神
。
五
穀
豊
穣
の
神
。

五
穀
豊
穣
と
い
う
の
は
、
万
物
が
生
い
茂
る
・
実
る
と
い
う
こ
と
の
弥
生
的

表
現
で
す
。
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
よ
う
な
概
念
は
縄
文
か
ら
、
よ
り
以
上
に
必
要

と
さ
れ
た
。
五
穀
豊
穣
の
も
と
は
、
女
性
の
陰
部
か
ら
人
間
が
生
ま
れ
る
。
男

女
の
セ
ッ
ク
ス
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
崇
拝
の
対
象
に
し
た

痕
跡
は
、
日
本
列
島
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
れ
も
一
言
必
要
で
す
が
、
文
部
科
学
省
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
跡
の
破
壊
に

知
ら
ん
振
り
を
し
て
い
る
。
保
護
を
行
お
う
と
し
な
い
。
三
種
の
神
器
の
よ
う

な
金
属
器
が
出
て
き
た
ら
目
の
色
を
変
え
て
保
護
す
る
。
今
言
っ
た
、
よ
り
古

い
文
明
の
遺
物
で
あ
る
巨
石
は
保
護
し
よ
う
と
し
な
い
。
と
く
に
最
近
は
皆
さ

ん
車
を
お
持
ち
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
い
た
だ
い
て
持
ち
帰
っ
て
庭
に
お
く
。

そ
う
い
う
不ふ
ら
ち埒
な
人
物
が
た
く
さ
ん
居
り
ま
す
。
こ
の
最
近
の
五
十
年
間
は
、

そ
の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
が
、
急
速
に
消
滅
し
て
い
る
五
十
年
間
。
後
世
の

評
価
は
か
な
ら
ず
や
、
そ
の
よ
う
な
評
価
が
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

五
穀
豊
穣
の
神
、
豊
受
大
神
の
原
点
は
、
女
の
巨
大
な
シ
ン
ボ
ル
。
男
の 

シ
ン
ボ
ル
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
縄
文
時
代
に
渕
源
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
れ
と
天
照
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
を
結
び
つ
け
て
、 

そ
れ
が
伊
勢
神
宮

に
な
っ
て
い
っ
た
。

三
回
目
に
籠こ
の

神
社
に
行
っ
た
と
き
、
バ
ス
に
乗
り
込
も
う
と
し
て
気
が
付
い

た
の
が
、伊
勢
の
二
見
浦
の
二
つ
の
岩
。
あ
れ
が
そ
う
だ
。
男
女
の
シ
ン
ボ
ル
。

注
連
縄
が
張
っ
て
あ
る
。
海
上
民
に
と
っ
て
の
本
来
の
神
聖
な
る
御
神
体
。
多

産
の
シ
ン
ボ
ル
。
万
物
繁
栄
・
豊
穣
の
も
と
を
な
す
海
上
の
男
女
神
、
豊
受
大

神
。
そ
れ
を
陸
上
に
移
し
た
の
が
内
宮
外
宮
。

よ
く
言
う
の
で
す
が
今
か
ら
四
十
年
前
、
続
日
本
紀
研
究
会
が
大
阪
で
あ

り
ま
し
た
。
当
時
は
直
木
孝
次
郎
、
田
中
卓
な
ど
が
中
堅
で
、
わ
た
し
は
そ
れ

に
続
く
若
手
で
す
。
直
木
孝
次
郎
さ
ん
は
津
田
左
右
吉
の
流
れ
を
く
む
人
で
、  

田
中
卓
さ
ん
は
右
寄
り
と
い
わ
れ
た
人
で
す
。
こ
の
お
二
人
が
、
も
っ
と
も 

鋭
く
対
立
し
た
の
が
伊
勢
神
宮
の
起
源
の
問
題
で
す
。
ま
る
で
、
つ
か
み
掛
か

ら
ん
ば
か
り
の
勢
い
で
口
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
お
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
て

考
え
た
こ
と
で
す
が
、
問
題
は
内
宮
外
宮
だ
。
日
本
中
の
神
社
に
ぜ
ん
ぶ
内
宮

外
宮
が
あ
れ
ば
良
い
が
、た
い
て
い
内
宮
外
宮
が
な
い
。
な
ぜ
伊
勢
神
宮
だ
け
、

内
宮
外
宮
が
あ
る
の
か
。
こ
の
秘
密
が
解
け
な
け
れ
ば
、
伊
勢
神
宮
の
起
源
の
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論
争
に
は
参
加
で
き
な
い
。
別
に
公
言
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
人

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
解
け
た
。

つ
ま
り
現
在
は
観
光
名
所
の
岩
、
若
い
人
が
見
向
き
も
し
ま
せ
ん
が
、
あ
の

伊
勢
の
二
見
浦
の
二
つ
の
岩
が
、
男
女
の
シ
ン
ボ
ル
。
海
上
民
に
と
っ
て
の
本

来
の
神
聖
な
る
御
神
体
。
海
上
の
男
女
神
。
そ
れ
を
陸
上
に
移
し
た
か
ら
内
宮

外
宮
に
な
っ
た
。

そ
の
男
女
神
に
つ
い
て
、
こ
こ
か
ら
先
は
言
い
に
く
い
が
、
思
い
切
っ
て
言

い
ま
す
。
豊
受
大
神
と
言
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
女
性
の
豊
受
媛
（
と
よ
う
ら
）

神
と
男
性
の
豊
受
（
と
よ
う
け
）
大
神
と
両
方
い
ま
す
。
今
は
へ
ん
な
こ
と
に
外

宮
の
ほ
う
に
、
両
方
と
も
突
っ
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
外
宮
の
ほ
う
は
説
明

に
困
っ
て
い
る
。わ
れ
わ
れ
が
聞
く
と
神
主
さ
ん
自
身
が
説
明
に
困
っ
て
い
る
。

で
す
が
、
わ
た
し
の
今
の
解
釈
で
理
解
し
ま
す
と
分
か
り
や
す
い
。
ほ
ん
ら
い

は
内
宮
の
ほ
う
が
女
性
の
豊
受
媛
神
。
男
性
の
豊
受
大
神
の
ほ
う
が
外
宮
だ
っ

た
。
海
上
か
ら
移
し
た
。
万
物
繁
栄
・
豊
穣
の
も
と
を
な
す
神
で
あ
り
海
上
の

男
女
神
を
陸
上
に
移
し
た
。
そ
こ
へ
天
照
が
九
州
王
朝
・
近
畿
天
皇
家
と
い
う

形
で
近
畿
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、今
の
伊
勢
神
宮
に
持
っ
て
行
っ
た
。『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
最
終
的
に
伊
勢
神
宮
の

内
宮
に
、
天
照
大
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
）
は
突
っ
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
内

宮
に
置
か
れ
た
。
な
ぜ
内
宮
に
置
か
れ
た
か
と
い
う
と
、
女
性
の
豊
受
媛
神
が

内
宮
だ
っ
た
。
女
性
が
偉
い
時
代
の
神
だ
っ
た
。
そ
れ
で
結
局
、
豊
受
媛
神
は

旦
那
さ
ん
（
？
）
と
一
緒
に
外
宮
に
突
っ
込
ま
れ
た
。
そ
れ
で
外
宮
の
ほ
う
は

説
明
に
困
り
、
内
宮
の
ほ
う
は
天
照
の
専
売
の
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
歴
史

的
な
成
り
ゆ
き
で
あ
る
。
別
に
天
照
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
を
侮
辱
す
る
つ
も
り
も
ま
っ

た
く
な
い
し
、
伊
勢
神
宮
を
悪
く
い
う
つ
も
り
も
な
い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
、

解
け
ず
に
困
っ
て
い
た
元
伊
勢
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
籠
神
社
が
元
伊
勢
と
言
っ
て
い
る
の
は
ウ
ソ
で
は
な
い
。
た

い
へ
ん
大
事
な
問
題
を
簡
単
に
言
い
ま
し
た
。

質
問
二

今
日
お
話
を
う
か
が
っ
た
粛し
ゅ
く
し
ん慎・
靺ま
っ
か
つ鞨
が
、
日
本
列
島
に
や
っ
て
き
た
と
い

う
お
話
で
す
が
、そ
れ
が
『
風
土
記
』
や
神
話
で
遡
さ
か
の
ぼれ
ば
弥
生
や
縄
文
で
あ
る
。

そ
の
お
話
を
興
味
深
く
う
か
が
っ
た
の
で
す
が
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
れ
よ
り

古
い
新
石
器
や
旧
石
器
時
代
と
の
関
わ
り
、
歴
史
観
と
い
う
か
、
歴
史
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

（
回
答
）

非
常
に
鋭
い
質
問
を
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
、
私
が
到
達
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
黒
曜
石
、
縄
文
で
す
ね
。
以
後
の

問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
旧
石
器
は
ど
う
か
と
言
わ
れ
ま
す
と
、
ホ
ン
の
チ
ョ
ボ

チ
ョ
ボ
と
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
か
、
目め

見け
ん
と
う当
て
い
ど
と
い
う
か
、
そ
の
て

い
ど
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

旧
石
器
に
対
し
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
の
は
、

ソ
ビ
エ
ト
（
当
時
）
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
の
博
物
館
を
行
っ
た
と
き
で
す
。
そ
の

時
、
博
物
館
で
見
ま
し
た
と
き
に
、「
骨
偶
」
と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
並
ん

で
展
示
し
て
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
も
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
海
豹
（
ア
ザ
ラ
シ
）

や
海
象
（
セ
イ
ウ
チ
）
の
骨
に
、
人
間
の
目
や
鼻
や
口
を
描
い
て
い
ま
す
。
動
物

の
骨
に
顔
を
刻
ん
で
い
る
。
ま
た
オ
ッ
パ
イ
が
、
ち
ゃ
ん
と
刻
ん
で
い
る
。
こ

れ
を
見
ま
し
た
が
一
番
驚
い
た
の
が
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
で
す
。
五
万
年
前

と
か
、
二
万
年
前
と
か
、
一
万
五
千
年
前
な
ど
が
、
ズ
ラ
リ
並
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。

日
本
に
あ
る
東
北
地
方
に
あ
る
土
偶
。
こ
れ
は
有
名
で
す
が
、
と
う
ぜ
ん 

土
器
が
発
明
さ
れ
て
以
後
で
す
。
普
通
の
土
器
の
年
代
で
言
え
ば
一
万
二
千
年

以
後
で
す
。
だ
ん
だ
ん
遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
い
ま
す
が
、
長
野
県
佐
久
市
の
下
茂
内
（
し

も
も
な
い
）
遺
跡
の
土
器
の
二
個
の
破
片
が
一
万
八
千
年
前
（
較
正
値
）。
そ
れ

が
一
番
古
い
で
し
ょ
う
。
で
す
が
「
骨
偶
」
か
ら
言
え
ば
、
問
題
で
は
な
い
。  

古田先生への手紙
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骨
偶
は
五
万
年
前
、
二
万
年
前
が
並
ん
で
い
る
。
で
す
が
、
こ
れ
は
当
然
で
す
。

土
偶
と
い
う
も
の
は
、
土
器
と
い
う
一
大
工
業
文
明
、
そ
れ
が
始
ま
っ
て
以
後

で
な
い
と
土
偶
が
出
来
な
い
。
土
偶
で
一
番
古
い
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
仙
台

で
馬
の
顔
を
し
て
し
て
い
る
土
偶
が
一
万
一
千
年
ぐ
ら
い
で
す
。
東
北
歴
史
資

料
館
に
、
こ
れ
を
発
掘
さ
れ
た
方
が
居
ま
し
て
、「
こ
れ
何
に
見
え
ま
す
か
。」

と
聞
か
れ
、「
馬
で
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。
続
け
て
の
お
話
が
、「
こ
の
時
代

に
馬
は
、
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。」
と
言
っ
て
、
困
惑
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
と
に
か
く
事
実
と
し
て
土
偶
が
一
万
一
千
年
ぐ
ら
い
で
す
。
較
正
値
で

も
、
一
万
八
千
年
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
骨
偶
は
二
万
年
前
、
は
る
か
に
上
回
る
姿
を
示
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
は
当
然
で
す
。
ア
ザ
ラ
シ
・
セ
イ
ウ
チ
は
、
土
器
が
発
明
さ
れ
る 

以
前
か
ら
い
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
動
物
は
人
間
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
あ
り

が
た
い
動
物
で
す
。
巨
大
で
す
か
ら
肉
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
う
ま
い
か
ど
う
か

知
り
ま
せ
ん
が
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
な
い
時
代
は
、
貴
重
な
人
間

の
栄
養
を
と
る
資
源
だ
っ
た
。
し
か
も
、た
い
へ
ん
お
と
な
し
い
動
物
ら
し
い
。

棍こ
ん
ぼ
う棒
を
も
っ
て
人
間
が
そ
ば
に
寄
っ
て
も
、
殴な
ぐ

ら
れ
る
ま
で
待
っ
て
い
て
く
れ

る
。
気
の
毒
と
い
う
か
、
人
間
と
い
う
狡
猾
な
猿
に
は
か
な
わ
な
い
。
そ
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
極
地
付
近
と
い
う

と
、
食
料
も
何
も
な
い
索さ
く
ば
く漠
と
し
た
地
帯
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
稲
作

が 

発
達
し
た
時
代
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
が
何
も
な
い
時
代
に
は
、  

あ
の
よ
う
な
食
料
の
豊
富
な
地
帯
は
な
い
。
そ
れ
で
骨
は
食
べ
る
こ
と
が
出
来

な
い
か
ら
、
感
謝
を
し
て
骨
を
祭
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
博
物
館
で
「
骨
偶
」

を
見
た
瞬
間
に
、
東
北
の
土
偶
は
こ
の
骨
偶
の
伝
播
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

そ
っ
く
り
さ
ん
で
す
。
や
は
り
黒
竜
江
か
ら
、
当
時
陸
続
き
で
樺
太
（
サ
ハ
リ
ン
）

や
北
海
道
か
ら
東
北
へ
入
っ
て
き
た
人
々
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
い

が
た
い
。
と
う
ぜ
ん
、
そ
れ
は
新
石
器
・
旧
石
器
時
代
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
印
象
的
な
話
だ
け
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
旧
石

器
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
の
は
瀬
戸
内
海
。

岡
山
か
ら
高
松
へ
渡
る
橋
が
、
最
初
に
出
来
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
別
の
用

事
で
行
っ
た
と
き
、
見
た
教
育
委
員
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
一
万
五
千
年

前
か
ら
二
万
年
前
の
石
器
が
二
万
点
近
く
出
て
い
ま
し
た
。
こ
の
資
料
を
見
て 

驚
き
、
橋
が
完
成
し
た
直
後
に
行
き
ま
し
た
。

行
く
の
に
は
、
高
松
へ
の
終
着
点
の
一
つ
手
前
の
坂
出
、
橋
の
そ
ば
に
シ
ッ

ク
で
ス
マ
ー
ト
な
資
料
館
が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
館
長
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、

お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
こ
の
橋
の
た
も
と
か
ら
、
一
万
五
千
年
前
か
ら
二
万
年
前
の
旧
石
器
時
代

の
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
、
二
万
点
近
く
出
て
き
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
本
当
で
す

か
。」館

長
さ
ん
は
、「
い
い
え
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
、ガ
ッ
カ
リ
し
た
。

ガ
サ
ネ
タ
だ
っ
た
か
。わ
た
し
の
絶
望
し
た
顔
を
楽
し
ん
で
、相
手
の
方
は
ゆ
っ

く
り
と
言
わ
れ
ま
し
た
。（
笑
い
）

「
五
十
万
件
ぐ
ら
い
、
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
百
万
件
ぐ
ら
い
に
は
達
す
る
で

し
ょ
う
。」

つ
ま
り
二
万
点
と
い
う
、
ケ
チ
な
数
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
何
の
為
な
の
か
。
材
料
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
で

す
。
讃
岐
の
山
々
が
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
産
地
で
す
。

さ
ら
に
「
サ
ヌ
カ
イ
ト
を
、
舟
で
ど
こ
か
へ
運
び
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。」

と
お
聞
き
し
ま
し
た
。

館
長
さ
ん
は
、
お
ち
つ
い
て
答
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
そ
う
い
う
考
え
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
と
て
も
、
あ
れ
だ
け
の

膨
大
な
量
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
の
瀬
戸
内
海
の
海
底
に
、
そ
れ
を
使
う
人
々

の
世
界
・
国
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
の
人
が
使
っ
た
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。」
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昔
は
瀬
戸
内
海
は
海
で
な
か
っ
た
。
陸
地
だ
っ
た
。
池
や
湖
ぐ
ら
い
は
あ
っ

た
で
し
ょ
う
が
。
そ
こ
に
人
々
が
住
ん
で
い
た
。
出
て
き
た
サ
ヌ
カ
イ
ト
は
、

か
れ
ら
が
使
っ
た
一
部
で
す
。
あ
の
橋
の
橋は
し
げ
た桁

の
と
こ
ろ
だ
け
で
百
万
件
で
す

か
ら
。
そ
の
周
辺
に
な
い
は
ず
は
な
い
。
大
阪
湾
や
瀬
戸
内
海
の
下
に
は
、
お

び
た
だ
し
い
数
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
が
存
在
す
る
。
そ
の
ご
く
一
部
を
わ
れ
わ
れ
が

見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
旧
石
器
の
巨
大
な
文
明
が
、
瀬
戸
内
海
の
底

に
存
在
し
た
。

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
館
長
さ
ん
一
人
の
考
え
で
は
な
く
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
を

含
め
て
頑
張
っ
て
お
ら
れ
た
五
十
人
以
上
い
た
発
掘
さ
れ
た
方
全
体
の
意
見
で

す
。
毎
月
一
度
会
議
を
開
い
て
、
何
年
も
発
掘
し
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
考
え

に
落
ち
着
い
た
。
こ
れ
は
非
常
に
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
考
え
で
す
。
知
ら
ざ
る
旧

石
器
の
世
界
が
、
こ
の
瀬
戸
内
海
の
海
の
底
に
眠
っ
て
い
た
。
そ
の
一
端
が
、

橋
を
架
け
る
と
き
、
か
い
ま
見
え
た
。
そ
う
い
う
面
で
、
ま
っ
た
く
わ
た
し
に

は
未
知
な
世
界
が
あ
る
。
海
底
潜
水
艇
な
ど
で
調
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。
イ
タ

リ
ア
で
は
行
っ
て
い
ま
す
。
や
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な

問
題
を
提
起
す
る
。

（『
古
代
に
真
実
を
求
め
て
』
第
六
集
講
演
記
録
参
照
。）

質
問
三
と
回
答
。　

今
回
は
略
。
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